
石
見
地
方
の
「
太
林
神
'
を
め
ぐ
つ
て

1
明
治
初
年
「
神
社
書
上
帳
」
を
手
が
か
り
に
ー

は
じ
め
に

一
般
に
森
神
と
は
、
神
社
や
小
祠
な
ど
の
社
殿
に
祀
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
山
野

に
所
在
す
る
樹
木
や
叢
林
に
祀
ら
れ
た
神
々
の
総
称
で
あ
る
了
)
。
こ
の
森
神
と
い

う
用
語
の
使
用
が
、
和
歌
森
太
郎
編
『
西
石
見
の
民
俗
』
全
口
川
弘
文
館
一
九
六

二
年
)
所
収
の
、
直
江
広
治
の
論
文
「
森
神
信
仰
」
を
も
っ
て
嘴
矢
と
す
る
と
こ
ろ

か
ら
も
分
か
る
と
お
り
、
そ
れ
は
石
見
地
方
に
広
く
分
布
す
る
祭
祀
形
態
で
あ
っ

た
。
実
際
に
神
木
に
祀
ら
れ
る
神
格
は
、
地
主
神
・
荒
神
・
水
神
・
山
神
・
大
歳

神
・
大
元
神
等
々
、
き
わ
め
て
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
現
在
で
は

こ
の
よ
う
な
森
神
に
対
す
る
信
仰
は
か
な
り
衰
微
し
つ
つ
ぁ
り
、
ま
た
少
な
く
と
も

石
見
地
方
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
祖
霊
信
仰
の
一
環
と
し
て
森
神
を
位
置
付
け
る
直
江

の
論
考
以
降
、
新
た
な
研
究
視
角
も
現
わ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
(
3
。

石
見
地
方
の
森
神
に
つ
い
て
は
、
明
治
三
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、
浜
田
在
住
の

国
学
者
藤
井
宗
雄
(
一
八
二
三
1
一
九
0
六
)
を
中
心
に
行
わ
れ
た
神
社
調
査
の
記

録
が
残
さ
れ
て
い
る
(
三
。
小
論
で
は
、
こ
れ
ら
「
神
社
書
上
帳
」
の
記
録
を
手
が

か
り
に
、
石
見
地
方
の
な
か
で
も
旧
津
和
野
藩
領
を
除
く
(
ι
旧
銀
山
領
と
旧
浜
田

藩
領
の
森
神
の
全
体
像
に
迫
り
、
さ
ら
に
そ
の
具
体
相
を
示
す
二
、
三
の
事
例
を
検

討
す
る
と
と
も
に
、
「
森
神
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
そ
の
も
の
を
再
考
し
て
み
た

一
、
森
神
と
は
何
か

ま
ず
は
、
冒
頭
に
触
れ
た
直
江
広
治
の
論
考
に
従
っ
て
、
西
石
見
の
森
神
の
特
徴

を
一
瞥
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
よ
う

直
江
は
、
石
見
在
住
の
民
俗
学
者
、
沖
本
常
吉
の
報
止
口
(
5
)
を
出
発
点
と
し
つ

?
「
荒
神
森
」
(
鹿
足
郡
)
や
「
森
神
」
「
藪
神
」
「
木
根
神
」
(
美
濃

郡
那
賀
郡
)
な
ど
と
呼
ぱ
れ
る
祭
祀
形
態
を
調
査
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
る
。
西

石
見
で
は
こ
れ
ら
の
呼
称
の
も
と
、
旧
家
の
屋
敷
地
の
裏
や
田
畑
に
近
い
山
際
の
神

木
に
、
多
様
な
神
格
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
神
を
め
ぐ
つ
て
は
奉
幣
以
外
に

特
別
な
行
事
は
な
い
が
、
一
般
に
崇
る
神
と
し
て
認
識
さ
れ
、
と
り
わ
け
神
木
を
伐

る
こ
と
が
忌
ま
れ
る
。
直
江
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
本
稿
で
取
り
上
げ
た
荒
神

森
・
藪
神
・
森
神
は
、
そ
の
祭
祀
方
式
・
信
仰
内
容
を
相
互
に
比
較
検
討
し
て
み
る

と
き
、
同
一
類
型
に
属
す
る
信
仰
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら

を
一
括
し
て
森
神
信
仰
と
呼
ん
だ
」
冒
)
。
こ
う
し
て
直
江
は
、
西
石
見
に
見
ら
れ

る
個
別
の
祭
祀
形
態
の
呼
称
と
し
て
の
森
神
を
、
一
般
的
な
用
語
と
し
て
定
式
化
し

た
の
で
あ
る
。
「
森
神
信
仰
の
ー
つ
の
大
き
な
特
色
は
、
神
聖
視
さ
れ
て
い
る
1
区

山
崎

亮



画
の
森
山
に
お
い
て
、
特
に
1
本
の
モ
リ
木
を
選
ん
で
そ
の
根
元
に
幣
串
を
挿
し
て

神
を
祀
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
・
・
:
・
・
聖
な
る
樹
木
を
招
ぎ
代
と
し
て
、
天
降
る
神

を
迎
え
祀
る
と
い
う
神
祭
の
古
俗
が
、
森
神
信
仰
の
中
に
ょ
く
保
存
さ
れ
て
い
る
と

言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
」
?
)
。
さ
ら
に
直
江
は
、
森
神
の
多
様
な
祭
神
の
な
か
か

ら
、
そ
の
最
も
「
素
朴
な
神
格
」
と
し
て
荒
神
と
地
主
神
と
を
取
り
出
し
、
こ
れ
を

祖
霊
信
仰
に
結
び
付
け
る
。
彼
は
、
「
西
石
見
で
、
森
神
が
墓
地
に
近
接
し
て
設
け

ら
れ
て
い
る
事
例
が
多
い
事
実
」
(
邑
か
ら
、
「
西
石
見
の
森
神
の
原
初
的
形
態

、し

が
、
祖
霊
の
斎
場
と
し
て
の
モ
リ
の
信
仰
に
結
び
つ
い
て
く
る
」
(
3
と
の
推
測
を

゛
、
、

、し

引
き
出
し
、
こ
の
当
時
の
民
俗
学
界
で
注
目
を
集
め
て
い
た
若
狭
の
「
一
一
ソ
の
杜
」

や
薩
南
の
「
モ
イ
ド
ン
」
な
ど
、
祖
霊
信
仰
の
典
型
的
事
例
と
の
接
点
を
模
索
す
る

の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
そ
の
一
方
で
直
江
は
、
「
森
神
信
仰
が
急
速
に
消
滅
の
傾
向
を
辿

つ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
」
(
W
)
と
も
述
べ
て
い
る
。
た
と
え
ば
彼
が
森
神
の

、

、し

し

状
況
を
最
も
詳
細
に
記
述
し
て
い
る
の
は
、
那
賀
郡
弥
栄
村
小
坂
(
現
浜
田
市
。
旧

津
和
野
藩
領
)
の
事
例
で
あ
る
が
、
そ
の
氏
神
稲
穂
神
社
に
残
る
明
治
七
(
一
八
七

四
)
年
の
「
神
社
合
併
取
計
而
奉
伺
上
口
上
覚
」
に
ょ
れ
ば
森
神
が
祀
ら
れ
て
い
た

の
は
四
二
戸
だ
っ
た
も
の
が
、
直
江
の
調
査
時
(
一
九
六
0
年
)
に
は
二
戸
に
激

減
し
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
森
神
の
新
た
な
創
設
は
な
く
、
個
別
の
神

名
も
忘
れ
去
ら
れ
て
、
「
森
神
さ
ん
」
等
と
通
称
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
森
神
信
仰
の
衰
微
の
せ
い
か
、
そ
も
そ
も
直
江
に
ょ
る
聞
き
取
り
調
査
か
ら
の
情

報
は
断
片
的
な
も
の
に
止
ま
り
、
村
落
全
体
の
森
神
の
状
況
を
把
握
す
る
に
際
し
て

彼
が
も
っ
ぱ
ら
依
拠
す
る
の
は
、
明
治
三
年
か
ら
四
年
に
か
け
て
の
「
神
社
取
調
書

上
控
で
あ
っ
た
(
H
〕
。
そ
し
て
こ
の
「
神
社
取
凋
こ
そ
は
、
冒
頭
に
触
れ
た
藤

井
宗
雄
ら
に
ょ
る
神
社
調
査
に
ほ
か
な
ら
な
い

と
す
る
な
ら
ば
、
一
九
六
0
年
当
時
西
石
見
に
お
い
て
す
で
に
か
な
り
衰
微
し
て

N
氏
の
記
憶
に
基
づ
く
現
状

神
木
・
ツ
バ
キ

神
木
・
不
詳

神
木
・
サ
カ
キ

神
木
・
タ
ブ
ノ
キ

神
木
・
不
詳

神
木
n
ツ
バ
キ

神
木
・
タ
ブ
ノ
キ
「
ト
ー
ゴ
ロ
ー
の
モ
リ
ガ
ミ
」

N
家
で
祀
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
う
ち
の
谷
川
の
サ
カ
キ
と
柿
木
原
の
タ
ブ
ノ
キ

1
現
在
は
神
木
の
脇
に
簡
素
な
石
祠
が
置
か
れ
て
い
る
ー
と
の
二
箇
所
で
あ

り
、
い
ず
れ
も
屋
敷
地
と
裏
山
と
の
境
に
位
置
す
る
た
い
て
い
の
場
△
口
、
旧
家
で

「
神
社
書
上
帳
」

波
積
本
郷
字
下
小
原

波
積
南
字
小
原

同
字
谷
川

同
字
柿
木
原

同
字
深
山

同
字
横
谷

同
字
横
谷
奥

の
記
載

地
主
神

式
地
神

地
主
神

地
主
神

式
地
神

地
主
神

地
主
神

い
た
森
神
信
仰
は
、
民
俗
学
界
の
有
力
な
主
題
の
つ
で
あ
っ
た
祖
霊
信
仰
論
の
視

点
か
ら
、
直
江
に
ょ
っ
て
「
発
見
」
さ
れ
た
の
で
あ
り
(
巳
、
そ
の
際
彼
の
立
論
を

支
え
て
い
た
の
は
、
実
は
明
治
初
年
の
文
晝
と
り
わ
け
「
神
社
書
上
帳
」
だ
っ
た

、し

と
考
え
て
さ
し
つ
か
え
な
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
石
見
地
方
の
東
部
で
は
ど
ぅ
だ
ろ
う
か
。
二
0
0
 
一
年
八
月
に
私
が

調
査
し
た
江
津
市
波
積
地
区
(
旧
銀
山
領
の
邇
摩
郡
波
積
本
郷
波
積
北
、
波
積
南

の
三
村
)
で
は
、
い
ま
だ
森
神
の
感
覚
が
残
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
波
積
南
岩
瓏

寺
谷
柿
木
原
在
住
の
N
氏
に
ょ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
名
は
分
か
ら
な
い
も
の
の
、

自
宅
近
く
の
岩
瓏
寺
谷
の
各
小
字
の
「
モ
リ
ガ
ミ
」
 
1
あ
る
い
は
「
ヤ
ブ
ガ
ミ
」

と
も
呼
ば
れ
る
ー
の
所
在
は
す
べ
て
把
握
し
て
お
り
、
そ
れ
は
六
0
歳
を
越
え
た

年
配
者
な
ら
ば
皆
同
様
だ
と
い
う
。
ち
な
み
に
明
治
初
年
の
「
神
社
書
上
帳
」
と
氏

の
記
憶
と
を
つ
き
あ
わ
せ
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。



は
「
モ
リ
ガ
ミ
」
を
箇
所
祀
っ
て
い
る
と
い
う
。
 
N
氏
に
ょ
れ
ば
、
「
書
上
帳
」

に
地
主
神
と
あ
る
も
の
は
、
特
定
の
常
緑
樹
を
依
代
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
式

地
神
と
記
さ
れ
て
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
依
代
が
は
っ
き
り
せ
ず
、
た
だ
そ
の
近
辺

の
木
は
伐
っ
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
「
モ
リ
ガ
ミ
」
は
一
種
の

畏
れ
を
以
て
接
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
障
る
と
け
が
を
負
わ
せ
た
り
足
腰

を
立
て
な
く
さ
せ
る
よ
う
な
崇
り
を
な
す
神
で
あ
っ
て
、
で
き
る
だ
け
そ
っ
と
し
て

お
い
た
方
が
よ
い
の
で
あ
る
。
近
く
を
通
る
際
に
は
柏
手
を
打
っ
て
拝
む
が
、
こ
と

さ
ら
に
祭
を
行
う
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
神
木
が
折
れ
て
し
ま
っ
た
り
す
る
と
、

同
じ
地
点
に
新
た
な
神
木
を
選
定
し
直
し
て
祀
る
。
た
と
え
ぱ
N
家
の
谷
川
の
「
モ

リ
ガ
ミ
」
は
も
と
は
大
き
な
タ
ブ
ノ
キ
で
あ
っ
た
が
、
士
砂
崩
れ
の
際
に
折
れ
て
し

ま
っ
た
の
で
神
職
に
幣
を
剪
っ
て
も
ら
つ
て
供
え
、
現
在
の
サ
カ
キ
に
祀
り
替
え

た
、
と
い
う
。

さ
ら
に
N
氏
に
ょ
れ
ば
、
横
谷
奥
の
タ
ブ
ノ
キ
を
依
代
と
し
た
地
主
神
は
、
人
名

を
〔
尅
し
て
「
ト
ー
ゴ
ロ
ー
の
モ
リ
ガ
ミ
」
と
呼
ば
れ
て
い
て
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く

、し

「
モ
リ
ガ
ミ
」
が
、
祖
先
を
祀
っ
た
「
地
祖
神
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な

い
か
と
さ
れ
る
。
実
際
、
氏
自
身
、
自
宅
で
管
理
す
る
二
柱
の
「
モ
リ
ガ
ミ
」

が
、

屋
敷
を
開
い
た
祖
先
を
祀
っ
た
も
の
と
意
識
し
て
い
る
。
「
モ
リ
ガ
ミ
」
が
通
常

人
家
を
離
れ
た
山
中
に
で
は
な
く
、
屋
敷
の
ま
わ
り
や
田
畑
の
ほ
と
り
に
祀
ら
れ
て

る
こ
と
も
、
こ
の
こ
と
を
裏
圭
園
き
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
で
あ
る

い

(
現
美
郷
町
。
旧
銀
山
領
の
都
賀
本
郷
都
賀
酉
上
野
都
賀
行
、
長
藤
潮
、

宮
内
、
村
之
郷
比
敷
の
各
村
を
含
む
)
で
、
一
九
九
六
年
に
私
が
調
査
し
た
際
に

は
、
森
神
の
記
憶
は
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
残
っ
て
い
な
か
っ
た
(
邑
。

、し

森
神
に
関
し
て
こ
の
よ
う
に
断
片
的
な
情
報
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
現
状
か
ら
す

れ
ば
、
旧
銀
山
領
と
旧
浜
田
藩
領
全
域
に
わ
た
っ
て
、
明
治
初
年
に
お
け
る
森
神
の

状
況
を
総
覧
で
き
る
「
神
社
書
上
帳
」
の
存
在
は
、
貴
重
と
い
わ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。

石
見
地
方
に
お
い
て
、
森
神
信
仰
は
な
か
ば
過
去
の
も
の
で
あ
り
、
あ
る
種
の
歴
史

的
な
視
点
か
ら
し
か
そ
の
全
貌
を
窺
う
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

一
つ
の
事
例
だ
け
で
は
に
わ
か
に
断
定
で
き
な
い
が
、
 
N
氏
の
証
言
は
、
東
石
見

で
も
、
直
江
が
張
す
る
西
石
見
と
同
様
の
森
神
信
仰
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
個
別
の
神
名
が
忘
れ
去
ら
れ
、
特
別
の
行

事
が
な
い
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
森
神
に
対
す
る
信
仰
は
、
や
は
り
衰
微
し

て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
同
じ
東
石
見
で
も
、
た
と
え
ば
邑
智
郡
大
和
村

る ニ
、
「
神
社
圭
上
帳
」
の
記
載
に
ょ
る
森
神
の
概
観

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
「
神
社
書
上
帳
」
は
、
明
治
三
年
閏
十
月
二
十
八
日
付
「
大

小
神
社
ノ
規
則
ヲ
制
定
ス
ヘ
キ
ニ
由
リ
査
点
条
件
ヲ
定
厶
」
と
い
う
太
政
官
布
告
に

よ
り
全
国
的
に
行
わ
れ
た
神
社
調
査
の
旧
銀
山
領
と
旧
浜
田
藩
領
に
お
け
る
報
告

で
あ
る
(
巧
)
そ
れ
は
、
各
村
の
神
職
や
庄
屋
に
ょ
る
書
上
を
基
本
に
、
藤
井
宗
雄

を
中
心
と
す
る
四
名
の
調
査
員
の
踏
査
結
果
も
ふ
ま
え
て
編
纂
さ
れ
て
い
る
途
)
。

、し

こ
の
調
査
は
そ
も
そ
も
明
治
四
年
以
降
漸
次
進
行
す
る
神
社
制
度
整
備
の
た
め
の
も

の
で
あ
り
、
旧
銀
山
領
と
旧
浜
田
藩
領
の
よ
う
に
、
各
村
落
毎
に
神
社
の
み
な
ら

ず
、
小
社
、
森
神
の
項
目
が
立
て
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
在
地
ま
で
が
書
き
出
さ
れ

て
い
る
例
は
き
わ
め
て
珍
し
い
(
Π
)
も
っ
と
も
「
神
社
書
上
帳
」
は
、
各
村
落
で

、し

祀
ら
れ
る
す
べ
て
の
森
神
を
尽
く
す
も
の
で
は
な
く
(
哩
、
ま
た
各
地
の
神
職
に
ょ

る
書
き
出
し
作
業
に
精
粗
の
差
が
あ
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
(
円
)
。
け
れ
ど
も
、
石

見
地
方
の
約
分
の
二
に
あ
た
る
地
域
で
集
中
的
に
行
わ
れ
た
こ
の
調
査
結
果
に
ょ

つ
て
、
森
神
の
全
貌
を
概
略
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
る
と
考
え

「
神
社
書
上
帳
」
に
記
載
さ
れ
た
小
社
小
論
で
は
森
神
の
状
況
と
対
比
さ
せ
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る
た
め
に
同
様
に
取
り
上
げ
る
ー
と
森
神
の
名
称
を
す
べ
て
数
え
上
げ
、
旧
銀
山

領
と
旧
浜
田
藩
領
そ
れ
ぞ
れ
の
上
位
一
 
0
位
ま
で
の
数
と
割
合
と
を
示
し
た
も
の
が

表
1
 
「
銀
山
領
・
浜
田
藩
領
別
小
社
・
森
神
上
位
W
位
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
る

01

と
、
上
位
一
 
0
位
ま
で
で
全
体
に
占
め
る
割
合
は
、
小
社
の
場
合
六
割
程
度
、
森
神

で
は
七
割
以
上
に
の
ぽ
る
(
⑳
)
。
祀
ら
れ
る
神
格
の
内
容
と
し
て
は
、
順
位
の
相
違

を
別
に
す
れ
ば
銀
山
領
も
浜
田
藩
領
も
ほ
ぼ
伺
じ
で
あ
る
が
、
小
社
の
場
合
は
前
者

に
み
ら
れ
る
荒
神
社
と
天
満
宮
が
、
後
者
で
は
靈
社
と
河
内
社
に
取
っ
て
代
わ
ら

れ
、
森
神
の
場
合
は
銀
山
領
の
山
神
・
幸
神
・
金
屋
子
神
が
、
浜
田
藩
領
の
塚
神

霊
神
・
河
内
神
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
小
社
で
は
、
恵
比
須
社
や
稲
荷

社
、
あ
る
い
は
天
満
宮
や
金
刀
比
羅
社
と
い
っ
た
、
全
国
的
に
流
通
す
る
般
的
な

神
格
が
半
数
近
く
を
占
め
る
の
に
対
し
て
、
森
神
の
場
合
に
は
む
し
ろ
士
地
の
生
活

に
密
着
し
た
口
ー
カ
ル
な
神
格
が
優
越
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
れ
ら
の
相
違

、し

は
、
銀
山
領
と
浜
田
藩
領
と
い
う
政
治
的
区
分
に
対
応
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
地
域

的
な
変
移
や
、
小
社
と
森
神
と
の
性
格
の
違
い
と
し
て
考
察
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

表
2
 
「
銀
山
領
・
浜
田
藩
領
別
小
社
覧
」
と
表
3
 
「
銀
山
領
・
浜
田
藩
領
別
森

覧
」
は
、
銀
山
領
と
浜
田
藩
領
の
各
々
で
一
宇
(
柱
)
以
上
を
数
え
る
小
社
と

神森
神
の
呼
称
を
、
各
郡
毎
の
内
訳
も
示
し
つ
つ
、
所
在
数
順
に
網
羅
し
た
も
の
で
あ

る
各
地
に
分
布
す
る
小
社
・
森
神
は
、
今
し
も
見
た
と
お
り
、
六
割
か
ら
七
割
が

上
位
 
0
種
の
う
ち
に
収
ま
っ
て
い
た
が
、
し
か
し
そ
こ
か
ら
は
み
出
す
呼
称
の
多

様
さ
に
は
目
を
見
張
ら
せ
る
も
の
が
あ
る
。
記
紀
に
見
え
る
古
典
神
や
著
明
大
社
の

名
称
・
祭
神
か
ら
、
稲
荷
・
恵
比
須
等
の
一
般
的
な
利
益
神
、
地
主
神
・
荒
神
・
大

歳
神
・
大
元
神
・
水
神
・
山
神
・
幸
(
塞
)

金
屋
子
神
等
の
「
地
生
え
」
の

神
.

霊
神
・
塚
神
等
の
死
者
を
祀
る
神
、
猫
神
・
牛
神
な
ど
の
動
物
神
、
あ
る
い
は

神
、

そ
の
ま
ま
で
は
意
味
不
明
の
「
民
俗
神
に
至
る
ま
で
、
こ
れ
ら
の
呼
称
の
成
立
に

は
、
も
ち
ろ
ん
神
職
な
ど
宗
教
者
に
ょ
る
関
与
が
大
き
い
に
せ
よ
、
日
本
的
な
神
観

念
の
外
延
1
ど
の
言
葉
な
ら
ぱ
神
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
使
用
で
き
る
の
か

あ
る
い
は
神
々
の
あ
り
方
に
関
わ
る
豊
か
な
構
想
力
の
一
端
を
読
み
取
る
こ

、

と
も
で
き
る
だ
ろ
う
介
)
。

し
か
し
こ
こ
で
は
、
小
社
・
森
神
の
地
域
的
な
変
移
に
焦
点
を
絞
っ
て
論
を
進
め

よ
う
。
天
領
と
藩
領
と
い
う
政
治
的
区
分
や
郡
別
で
は
枠
組
み
が
大
き
す
ぎ
る
の

で
、
便
宜
的
に
「
神
社
書
上
帳
本
体
の
区
分
に
従
っ
て
デ
ー
タ
を
集
計
し
な
お
し

て
み
る
。
旧
銀
山
領
と
旧
浜
田
藩
領
の
「
神
社
書
上
帳
」
は
、
合
計
一
の
セ
ク
シ

ヨ
ン
に
分
け
ら
れ
て
い
た
。
図
「
「
神
社
書
上
帳
」
の
セ
ク
シ
ョ
ン
分
布
」
で
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
に
含
ま
れ
る
村
々
を
、
明
治
初
年
の
状
況
を
木
す
「
輯
製

十
万
分
図
の
な
か
に
色
別
で
示
し
て
み
た
。
沿
岸
部
は
東
か
ら
安
濃
郡
邇

摩
郡
下
・
上
、
内
陸
部
の
邑
智
郡
も
東
か
ら
下
・
中
・
上
、
ま
た
沿
岸
部
に
戻
っ
て

東
か
ら
那
賀
郡
の
 
S
五
、
さ
ら
に
そ
の
西
に
向
か
っ
て
、
美
濃
郡
下
、
そ
の
内
陸

部
が
美
濃
郡
上
と
な
る
こ
の
よ
う
に
比
較
的
細
か
く
区
分
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、

旧
銀
山
領
と
旧
浜
田
藩
領
に
お
け
る
小
社
・
森
神
の
地
域
的
変
移
の
概
略
を
と
ら
え

る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
区
分
に
基
づ
い
て
、
各
セ
ク
シ
ョ
ン
に
所
在
す
る
小
社
と
森
神
と
を
そ
れ
ぞ

、し

れ
上
位
一
 
0
位
ま
で
並
べ
て
み
た
の
が
、
表
4
 
「
小
社
・
森
神
地
域
別
比
較
一
覧
」

で
あ
る
。
見
や
す
く
す
る
た
め
に
、
地
主
神
以
下
一
種
の
「
地
生
え
」
の
神
格
を

塗
り
潰
し
の
色
で
、
稲
荷
・
恵
比
須
・
天
満
・
厳
島
・
金
刀
比
羅
の
五
種
の
一
般
的

な
神
格
を
文
字
の
色
で
示
し
分
け
て
み
た
。
小
社
に
は
一
般
的
な
神
格
が
多
く
、
森

神
に
は
「
地
生
え
」
の
神
格
が
多
い
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
各
セ
ク

シ
.
ン
の
小
社
と
森
神
の
順
位
も
ほ
と
ん
ど
対
応
し
て
い
な
い
。
両
者
の
相
違
は
、

基
本
的
に
は
社
殿
の
有
無
に
基
つ
く
が
露
Y
 
さ
ら
に
祭
祀
主
体
と
利
益
の
内
容
に

も
関
わ
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
前
者
に
関
し
て
は
、
基
本
的
に
共
同
体
祭
祀
が
前
提

と
な
る
神
社
と
も
っ
ぱ
ら
戸
別
祭
祀
に
ょ
る
森
神
と
の
中
問
形
態
と
し
て
、
小
社
は

-44-
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表4小社・森神地

小社

30村179宇

24村130宇

23村135宇
邑
0

邑
22

邑
39

5/ 2.0%

別比較一覧

5/ 23%

22/12.3男

恵比須社
19/146%

稲荷社
33/24.4W

27/162%
地主
35/269X

地主
51/184%

167

中
,130宇

上

2刀宇

2

恵比須社
20/11.2%

11/8.5X

15/11 1%

地主
18/108%

14.84

25

3

15/8.4%

稲 0社
11/8.5X

地主
13 9.6%

144

13村154
郡四

20 107

玉

12/143%

恵比須社
16/" 1寓

0社
42/27.2g6

社
24/22.4弊

社
14/16.偶

巧ノ11.5郭

恵比須
24/87X

恵比須
11/131%

荷社
15/10.4%

地主
15/9 沸

4

地主
12/67%

地主
10/'フ.フ%

18 87

14/84X

恵比須社
11/8.5X

下
29村115宇
上

22,110

5

大仙
9/5.0%

9/69%
恵比須社
10/フ.4%

恵比須社
8/4.8X

13 9.6%

23/8.3郭

稲荷社
フ/83%
地主
14/97%

恵比須社
11/フ.1%

地主
フ/6.5%

10 6.0腎

森神

19/'16.5寓

稲 0社
30/273%

6

稲 0社
8/4.5%

金難社
フ/5.4%

9 69斡

9/8.4寓

比'社
9/107郭

15 54%

地主
4 4.8、

大
11 76%

30 663

下
24 280

上
23 408

邑下
40,315

17/14.8X

恵比須社
18/16.4X

フ/5.4%

遷
15/54努

主
158 238%

地主
71/ 254寓

主
193/47.3努

6 44%

稲荷
フ/42%

7

6/3.6%

6/'4.6X

厳島社
4/30X

9/10.7郭

10/6.5%

金刀羅社刀

5.6弊

士
69%6

稲。社
5 43鼻

4/48%

9 7念易

天満宮
4/3.6%

6/46%

稲。社
13/47努

22

邑
39

8

11/'フ.6%

^

129/19.5郭

192

上
、 636

2

6/3.6寓

主
3/2.3易

天満{
3/2.2%

10/65%

恵比須土
5/47%

地
5/5.フ%

金比羅社
4/3.5X

的ノ 14努

90%

62 41.2

地
54 00努

地
47316

地
87 59.2%

地主
371/'59.6鼻

地主
155/'26,9X

6 3.6、

6/4.6寓

金聾社
8/29%

天満{
4/4.8、

14 108柱
賀

25 457

4/4.8%

23/ 8.2X

9

厳社
6/3.6%

天満宮
3/23%

3/ 14X

9/63%

4 36寓

27/ 6.フ%

3

81/122%

5 3.0%

13村316

フ/4.5X

33/105弊

18/ 6.4弘

4/37%

24 125

10

3/2.2%

7 25鼻

厳社
4 48郭

金比羅社
6/4.2X

天満宮
4/2.6%

8/5.6%

26/' 6.5%

4/3.6%

4

、 622

5/28男

3/3.4X

地主
4/3.5X

代主
4/3.6X

53/' 8.OX

18 、 57フ

60 9.4

3/23%

金刀比羅
3/22、

天満
5/3.0%

4/26寓

天満宮
4/3.7易

5/30%

3V 9B%

29 246

上

22村192

凡例

16/ 5.7寓

12 111%

13/ 6.8%

3/'3.4%

大元沖内
4/3.5X

16/ 40嘴

42/ 9.2%

5

フ/25%

46/ 69X

37/ 58%

大仙
3/23X

29/ 92%

24 7.6X

3/28乳

厳島社
2/23%

大元神稲荷社
3 2.6%

金羅社
3 2.7X

4/4.8X

14/ 5.OX

4フノ'19.1弊

8/フ.4鼻

6

大歳
29/ 4.4%

12/ 63%

85 13.7易

稲荷神
37 6.4%

八

6/2.2腎

5/35%

38/ 83嘗

125ノ舶4X

3/2.フ%

16/ 40寓

明
5/3休

25/ 39努

20/ 63%

19/ 6.0%

30 122弊

稲荷神
26 121、

13/ 4.6寓

フ/ 65%

地主

19/ 3.1%

地主神*神111神

35/ 6.1%

厳島社
4 28

3/28%

八

2/2.3%

厳社
3 2.6X

6 /' 3.1寓

23/ 5.傭

12/' 3.OX

7

^
■L墨盧^^1晋^

3/28弊3 2.8、

日士
2/23%2 23%

6/2.2%

15/ 23郭

23/ 36%

11/ 3.5曳

三所地主
14/ 23%

山
34/ 5.9X

13/ 4.偶

10/ 3,6鼻

20/8 偶

4/ 3.フ、

5/26寓

22/ 48寓

二地主
6 1.9%

10/ 2.5寓

3 2.7寓

12/56%

8

15/23%

18/ 2.8%

稲 0社

恵比須士
天'官
厳社

合刀比桜士

13/、 4.1%

3/ 28X

二所地主
19/ 42%

9 / 3.2弊

18/ 73%

3 / 1.6鳥

^

15 / 24%

柁/ 19%

8 / 2.0%

9/ 4.2%
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32/ 5.5X

主
16/6.5弊

6 /09X

11/ 3.5%

6/ 19寓

フ/ 2.5%

天満宮
5 / 1 2%

3/ 2 鵠

3 / 1 6X

11/ 1.8%

大主
6 / 0.9弊

9/ 2.佛

8 3.フ%

14 2.2

23/ 4.0%

5 / 1.6%

5/ 1.6嘗

12/53%

木
8/ 37、

3 28寓

3 / 1.6%

11/ 18%

8 1.8郭

三所地主
13

四所地主
10/ 1.6%

5 / 1.2%

稲荷神
5 / 1.6%

12/ 1,9闇

17/ 29%

6 09%

2/ 1 9寓

三所地主
6/ 13%

11/ 4,5X

5/ 2,3寓

9/14腎

16/ 28寓

4/ 13

11/4.5%

8/ 1.3%

5/ 1.1%

5/ 2,3鼻

16/ 2.8%

3/ 0.8X

立
フ/ 1.1%

人
15/ 2.6X

大元
4/1.6%

一
一

一
一二

一
一

一
一

一
一



小
規
模
の
共
同
体
祭
祀
と
個
人
祭
祀
と
の
い
ず
れ
に
も
関
連
し
う
る
と
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
た
利
益
の
内
容
と
し
て
は
、
一
般
的
な
神
格
と
り
わ
け
上
位
を
占
め

る
稲
荷
と
恵
比
須
の
場
合
に
は
、
漁
農
工
商
全
般
に
関
わ
っ
て
、
多
方
面
の
効
果
が

期
待
で
き
る
一
般
的
な
利
益
を
想
{
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
て
、
「
地
生

え
」
の
神
格
の
場
合
に
は
、
士
地
や
水
源
の
守
護
神
で
あ
っ
た
り
、
農
林
業
や
、
製

鉄
な
ど
、
地
域
の
生
活
に
根
ざ
し
た
特
定
の
利
益
を
想
定
で
き
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に

い
さ
さ
か
大
胆
に
敷
衍
t
れ
ぱ
、
一
般
的
な
神
格
の
小
社
1
と
り
わ
け
個
人
に
ょ

つ
て
勧
請
さ
れ
た
も
の
ー
は
貨
幣
経
済
を
前
提
に
し
た
街
場
的
生
活
の
あ
り
方
に

対
応
し
、
こ
れ
に
対
し
て
「
地
生
え
」
の
森
神
は
士
地
や
生
業
に
根
ざ
し
た
村
落
的

生
活
の
あ
り
方
に
対
応
す
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

次
に
表
4
を
用
い
て
小
社
と
森
神
の
地
域
的
変
移
を
眺
め
て
み
ょ
う
小
社
で

は
、
大
歳
神
が
東
か
ら
西
に
移
る
に
従
っ
て
数
が
少
な
く
な
り
、
こ
れ
に
対
し
て
大

元
神
が
増
加
し
て
い
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
大
元
神
楽
が
盛
ん
な
江
川
流
域
で

も
、
邑
智
郡
下
・
中
で
は
大
元
神
の
小
社
は
少
な
く
、
む
し
ろ
沿
岸
部
の
那
賀
郡

四
・
五
、
美
濃
郡
下
で
そ
の
率
が
上
昇
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
森
神
の
場
合
に

は
大
元
神
は
、
邑
智
郡
中
・
上
、
那
珂
郡
一
・
三
に
多
い
。
金
屋
子
神
は
、
小
社

.

森
神
と
も
に
、
製
鉄
が
盛
ん
だ
っ
た
邑
智
郡
に
集
中
し
て
い
る
。
森
神
で
は
、
地
主

神
が
、
安
濃
郡
か
ら
那
賀
郡
五
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
首
位
を
占
め
、
し
か
も
そ
の

割
合
が
西
に
行
く
に
従
っ
て
高
ま
り
、
那
賀
郡
四
で
は
ほ
ぽ
六
割
に
達
し
て
い
る

こ
れ
に
対
し
て
地
主
神
と
同
じ
く
士
地
の
守
護
神
と
考
え
ら
れ
る
荒
神
は
、
反
対
に

西
に
行
く
ほ
ど
そ
の
割
合
を
下
げ
、
那
珂
郡
五
に
至
っ
て
は
一
0
位
内
か
ら
姿
を
消

し
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
地
主
神
と
荒
神
と
の
地
域
的
変
移
の
反
比
例
関
係
は
き

わ
め
て
鮮
や
か
だ
が
、
美
濃
郡
下
で
は
荒
神
が
に
わ
か
に
復
活
す
る
。
那
賀
郡
四
以

西
で
は
、
水
の
神
で
あ
る
河
内
神
が
小
社
・
森
神
と
も
姿
を
現
わ
す
が
、
こ
れ
は
さ

ら
に
西
の
山
口
県
で
も
祀
ら
れ
て
い
る
神
格
で
あ
る
倉
。
ま
た
、
死
者
を
祀
る
霊

神
・
塚
神
が
那
賀
郡
に
集
中
し
て
現
わ
れ
て
い
る
の
も
興
味
深
い
。
神
名
と
し
て
の

森
神
は
、
那
賀
郡
四
と
美
濃
郡
に
突
出
し
て
多
い
が
、
前
者
で
は
西
村
に
六
八
柱
、

後
者
で
は
美
濃
郡
上
の
遠
田
村
六
三
柱
、
乙
子
村
四
六
柱
と
、
特
定
の
村
に
集
中
し

て
い
る
。
あ
る
い
は
祭
神
不
詳
の
も
の
を
一
括
し
て
森
神
と
し
て
数
え
上
げ
た
の
か

も
し
れ
な
い

い
ず
れ
に
せ
よ
こ
れ
ら
の
地
域
的
変
移
に
は
多
様
な
要
因
が
絡
ん
で
い
る
と
思
わ

れ
る
。
い
い
か
え
れ
ぱ
そ
れ
は
、
神
職
や
民
間
宗
教
者
の
唱
に
ょ
る
作
為
の
み
な

、し

ら
ず
、
地
理
的
環
境
、
生
業
、
街
場
的
性
格
と
村
落
的
性
格
、
さ
ら
に
は
地
域
毎
の

伝
承
や
感
覚
な
ど
、
様
々
な
要
因
に
ょ
っ
て
複
雑
に
構
成
さ
れ
る
、
い
わ
ば
「
社
会

的
事
実
」
な
の
で
あ
り
、
そ
の
解
明
は
一
筋
縄
に
は
い
か
な
い
。

三
、
小
社
と
森
神
を
め
ぐ
る
具
体
的
事
例
1
波
積
地
区
と
銀
山
町

こ
こ
で
は
、
小
社
と
森
神
を
め
ぐ
る
具
体
的
事
例
と
し
て
、
歴
史
的
経
過
を
辿
る

こ
と
が
で
き
、
か
つ
い
ず
れ
も
邇
摩
郡
上
の
セ
ク
シ
ョ
ン
に
属
す
る
波
積
地
区
と
銀

山
町
と
を
取
り
上
げ
た
い
。
ま
ず
は
、
小
論
の
第
節
で
そ
の
現
状
に
触
れ
た
、
波

積
地
区
の
事
例
で
あ
る
。
註
(
玲
)
で
見
た
よ
う
に
、
旧
銀
山
領
の
波
積
本
郷
・
波

積
北
・
波
積
南
に
つ
い
て
は
、
「
文
政
十
丁
亥
年
波
積
三
ケ
村
上
津
井
都
治
村
地
主

、し

祭
諸
事
明
細
帳
」
と
い
う
文
書
が
残
さ
れ
て
い
た
玉
〕
。
こ
れ
は
、
波
積
本
郷
の
氏

神
高
倉
山
八
幡
宮
の
宮
司
郷
原
内
記
正
代
が
、
文
政
一
 
0
 
(
一
八
二
七
)
年
の
時
点

で
、
所
轄
す
る
神
々
の
所
在
と
そ
の
「
持
主
」
、
祭
礼
の
際
の
初
穂
1
白
米
、

籾
、
餅
白
、
神
迺
野
菜
、
銭
、
紙
な
ど
ー
の
量
目
や
担
当
す
る
神
職
1
波
積

本
郷
に
は
も
う
つ
の
氏
神
若
王
子
社
が
あ
り
、
そ
の
神
職
で
あ
る
和
田
行
馬
と

郷
原
の
二
人
で
祭
祀
を
分
担
し
て
い
た
ー
な
ど
を
記
し
た
手
控
え
で
あ
る
。

こ
の
「
明
細
帳
」
に
記
録
さ
れ
た
神
々
と
、
「
神
社
書
上
帳
」
記
載
の
そ
れ
と

を
、
各
々
の
所
在
地
毎
に
対
比
さ
せ
た
も
の
が
表
5
 
「
邇
摩
郡
波
積
三
村
小
社
・
森



表5 邇郡波三村小社・森神所在一覧

神社上帳明治三(1870)年

波積本郷(小;士 12宇、森神 27所)

'桜J雄、あ蔀,
瓣X蛭獄論、細需゛鑓ゞ蕪黒曳●醐顎側縛'鷺"ゞ趨驫奇g魚窄郡簡禦
波積北(小社6宇、森神23所)

1;,鞭,緬昶き都囲
恵比須神、大歳袖、山王権現

高下
天満宮

§無

船

地主祭諸事明細帳文政十a827)年

波積本郷(45)

爵難叉':,
早霧蕪杢黙唖懋黙

1"じ
大明神市ぢ"

神、大歳神大明フτ

航、.11輪:ー
水神

波積北 (33)

11奨経一
Ia ,11、駐畑・、赴獣畊、一恕
"嘩,、""¥"、嘘"贈

雑隷講熟、*霜、町緊権梦蒼黙誕゛締ハ1

波積南(42)

1、^洗"・_ 牛神

はん大陟

1111.、,、ー
,会、'お羊"大"郡水神
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表6 銀山町小社所在一覧
神社上帳扣明治_(1幻の年

佐毘賣山神社仙ノ山中曽根

神

摂社
末社

熊野社

盛山大明神(1830)

ι、呂神

覽大明神
天満宮

栗嶋大明神
表山神享禄二a529)年
岩屋神文化十五(1818)年
山吹古城山
下河原

下河原肺森

休谷熊野社境内
下河原(山口藩崇敬之社)

社八幡宮
大歳社

天満宮

稲荷大明神
豊榮神社

神社帳文化十

稲荷社
荒神社
荒神社

稲荷社
愛宕社
稲荷社
杵築社
清和神霊

佐毘賣山神社山神仙山(社柿葺・幣殿・拝殿・石
鳥居・除地)

熊野大権現休谷(社柿芸・拝殿・除地)

昆布山谷

昆布山谷
伺所
出シ士谷

同所西福寺山
出シ士谷

同所
同所

(1814)年

末社今宮稟保(1717)(社板葺)
末社鷺大明神享保トハ(1乃3)(社)

,1、

末社妻山神享禄二a529)(山神本社同殿)

稲荷社
稲荷社

八幡宮
大歳大明神
天満宮

荒神社

稲荷社
稲荷社
稲荷社
稲荷社
稲荷社

稲荷大明神

栃細谷
栃細谷

休谷山吹古城(社柿葺・鳥居・除地)八幡宮社要害
下河原下組(社板荘・除地)
下河原道口(社柿葺・幣殿瓦葺・拝殿

瓦芸・鳥居・除地)
権現境内(社板芸)

稲荷大明神昆布山谷上ノ位(社板蒜)

同所

岩屋道
同所

同所

大谷

大谷

荒神社
荒神社
荒神社
大元社

稲荷社
日御崎社
荒神社

社稲荷社
稲荷社
稲荷社
稲荷社
稲荷社

末社並摂社正徳四(1714)年

稲荷大明神栃畑谷出シ士(社・鳥居)

荒神

権現

(神社を除く)稲荷X U、荒
神X 6、水神、御崎、若宮一 20

同所

同所

伺所

同所

御崎谷
御崎谷
同所

休谷

同所

休谷

中組

下河原

稲荷大明神
稲荷大明神
稲荷大明神
稲荷大明神

社中
休谷

栃畑谷横手(石祠・鳥居)
栃畑谷下組(社板葺鳥居)
栃畑谷ロロ(社板菩)
栃畑谷上組(社板芸鳥居)

ム宮社

石銀社

稲荷社

稲荷大明神
稲荷大明神
稲荷大明神
荒神

稲荷社
金毘羅社
厳嶋社

寺金毘羅社
愛宕社

院荒神社
稲荷社

境天満宮
山神社

内稲荷社
荒神社

社弁才天
稲荷社
弁才天

稲荷社

本谷

同所

同所

稲荷二座
荒神一座

大谷下(石祠)
大谷中組(石祠・鳥居)
大谷上組(石祠)
大谷上組(石祠)

大兀社

稲荷社出士谷

昆布山谷長楽寺境内
栃細谷西向寺境内
大谷神宮寺々内
御崎谷極楽寺々内

同所

同所

休谷寶珠寺々内
休谷天神坊寺内

休谷清水寺々内
同所

伺所

同所

下河原龍昌寺々内
同所

下河原安立寺々内

昆布山谷

昆布山谷

日御崎社

稲荷大明神
稲荷大明料,

大谷坂根(社板゛

水神一社

荒神一塵
稲荷一社

大谷下組(社板菩鳥居)

恵美須社
メ、、ト、

石銀大明神
稲荷大明神
稲荷大明神

休谷上(社板菩)
休谷川合(社板菩)

出土谷

出土谷
栃畑谷

荒神一座栃畑谷

(寺院境内社ならびに神社を除く)稲荷社X 17、
荒神社X 7、愛宕社、杵築社、清和神霊、大兀
社、日御崎社、今宮、石銀社→31

鳥居)

下河原口辺(社板芸)
石銀本谷道ノ上(社板芸)
石銀本谷窟(社板笠・鳥居)
石銀本谷横谷(社板芽)
石銀本谷口田口(社板芸)

稲荷一座大谷

稲荷座
荒神三所

坂根谷?

大谷

御崎一座御崎谷

稲荷一座休谷

(神社を除く)稲荷大明神X 13、荒神、
御崎社、恵美須社、今宮、石銀大明神→

若宮一社本谷

稲荷社石銀

稲荷一座絵下之下(不詳)

大元社、
19

日

社
社



神
所
在
一
覧
」
で
あ
る
ど
の
村
で
も
祀
ら
れ
る
神
の
数
が
若
干
減
っ
て
い
る
が
、

し
か
し
そ
の
大
半
は
、
四
0
年
余
の
歳
月
を
越
え
て
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
形
で
受
け
継

が
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
た
と
え
ば
、
小
論
第
一
節
で
取
り
上
げ
た
、
波
積
本

郷
下
小
原
の
地
主
神
、
波
積
南
小
原
の
式
地
神
、
谷
川
・
柿
木
原
の
地
主
神
、
深
山

の
式
地
神
、
横
谷
・
横
谷
奥
の
地
主
神
も
文
政
一
0
年
の
時
点
で
す
で
に
存
在
し
て

た
だ
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
文
政
の
明
細
帳
で
は
、
小
社
と
森
神
と
が
区
別

さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
々
の
祭
祀
の
た
め
の
覚
書

で
あ
る
が
故
に
、
と
り
た
て
て
両
者
を
区
別
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
が
、
し
か
し
郷
原
内
記
の
意
識
の
な
か
で
、
両
者
の
区
別
が
あ
ま
り
意
味
を
な
し

て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う

明
治
三
年
の
「
神
社
書
上
帳
」
で
見
る
と
、
小
社
は
波
積
本
郷
が
過
半
を
占
め
て

い
る
が
、
こ
れ
は
波
積
本
郷
が
本
村
で
あ
っ
て
平
坦
部
に
位
置
し
、
街
場
的
な
性
格

が
相
対
的
に
強
か
っ
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
表
4
の
邇
摩
郡
上
の
小

社
の
位
で
あ
っ
た
稲
荷
社
が
こ
こ
で
は
皆
無
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
す
ぐ
後
で
見
る

よ
う
に
、
佐
摩
村
(
大
森
町
、
銀
山
町
)
に
稲
荷
社
が
集
中
し
て
い
た
た
め
で
あ

、し

る
。
森
神
で
は
、
地
主
神
が
四
八
柱
全
体
の
五
六
・
五
0
0
を
占
め
、
つ
い
で
大
歳

、し

神
が
四
柱
、
五
・
九
%
と
な
る
。
こ
れ
は
表
4
の
邇
摩
郡
上
と
ほ
ぼ
同
様
の
数
字
で

あ
る
波
積
地
区
は
総
じ
て
村
落
的
な
性
格
が
強
く
、
し
た
が
っ
て
「
地
生
え
」
の

神
々
が
中
心
的
な
位
置
を
占
め
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
に
対
し
て
銀
山
町
の
場
合
は
か
な
り
性
格
を
異
に
し
て
い
る
。
表
6
 
「
銀
山

、し

町
小
社
所
在
一
覧
」
は
、
佐
摩
村
銀
山
町
の
氏
神
佐
毘
賣
山
神
社
所
蔵
の
正
徳
四

(
一
七
一
四
)
年
「
末
社
並
摂
社
」
、
文
化
一
一
(
八
一
四
)
年
「
神
社
帳

、

＼ノ

明
治
三
年
「
神
社
書
上
帳
扣
」
の
三
種
類
の
文
書
云
か
ら
、
銀
山
町
に
お
け
る
小

社
の
変
遷
を
辿
っ
た
覧
表
で
あ
る
。
「
神
社
書
上
帳
」
の
佐
摩
村
の
条
に
は
、
神

0

社
以
外
に
は
六
四
宇
1
銀
山
町
は
四
六
宇
1
の
小
社
の
所
在
が
記
さ
れ
て
い
る

だ
け
で
、
森
神
の
記
載
は
皆
無
で
あ
る
。
し
か
も
小
社
の
な
か
で
も
、
稲
荷
社
が
二

九
宇
1
そ
の
う
ち
の
三
{
千
が
銀
山
町
1
と
き
わ
め
て
多
い
命
)
。
こ
れ
は
、

銀
山
町
の
街
場
的
性
格
、
あ
る
い
は
稲
荷
神
の
鉱
業
神
と
し
て
の
性
格
を
示
し
て
い

る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

三
種
の
文
書
は
、
い
ず
れ
も
当
時
の
佐
毘
賣
山
神
社
の
神
職
が
書
き
出
し
た
も
の

で
、
周
囲
二
里
半
と
さ
れ
る
「
柵
之
内
」
の
い
わ
ゆ
る
「
銀
山
六
谷
」
(
大
谷
栃

畑
山
谷
昆
布
山
谷
、
休
谷
下
河
原
、
石
銀
・
本
谷
)
の
各
地
区
に
、
小
社
が
散

在
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
な
か
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
小
社
の
建
物
・
施
設
に
至

る
ま
で
詳
述
し
て
い
る
文
化
一
一
年
の
「
神
社
帳
」
を
見
る
と
、
こ
の
時
点
で
も
銀

、し

山
町
に
は
森
神
は
存
在
せ
ず
、
さ
ら
に
正
徳
四
年
の
「
末
社
並
摂
社
」
で
は
、

社

「
座
」
「
所
」
三
種
類
の
助
数
詞
か
ら
判
断
す
る
と
、
お
そ
ら
く
大
谷

の
荒
神
三
所
」
だ
け
が
森
神
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
銀
山
町

で
は
か
な
り
早
い
段
階
か
ら
森
神
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
高

い
(
部
そ
の
理
由
と
し
て
、
一
つ
に
は
、
鉱
山
地
区
の
植
生
と
し
て
そ
も
そ
も
神

木
と
な
る
よ
う
な
樹
木
が
あ
ま
り
生
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
、
今
一
つ

、し

に
は
、
銀
山
町
で
は
人
口
移
動
が
激
し
く
露
)
、
継
続
的
に
森
神
を
祀
る
旧
家
が
少

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。
実
際
、
波
積
地
区
に
比
べ
る
と
、
小
社

の
所
在
に
も
か
な
り
の
異
同
が
見
ら
れ
る
。

明
治
年
の
「
神
社
書
上
帳
扣
」
で
は
、
寺
院
境
内
の
小
社
が
挙
に
一
五
宇
数

え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
前
に
は
佐
毘
賣
山
神
社
の
神
職
の
管
轄
外
に
置
か
れ
て

、し

た
の
で
あ
ろ
う
こ
れ
ら
寺
院
境
内
の
小
社
、
な
ら
び
に
明
治
期
に
は
神
社
に
分

い類
さ
れ
て
い
た
八
幡
宮
・
大
歳
社
・
天
満
宮
・
稲
荷
大
明
神
・
豊
榮
神
社
と
佐
毘
賣

山
神
社
の
摂
末
社
を
除
く
と
、
小
社
の
数
は
、
と
く
に
文
化
一
一
年
か
ら
明
治
三
年

に
か
け
て
、
九
宇
か
ら
三
一
{
于
へ
と
、
約
・
六
倍
増
加
し
て
い
る
仲
野
義
文

し
ナ
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に
ょ
れ
ば
銀
山
町
の
人
口
は
、
文
化
二
(
一
八
一
五
)
年
に
は
一
六
玉
七
人
で
あ

つ
た
も
の
が
、
慶
応
=
(
一
八
六
七
)
年
に
は
八
百
七
人
へ
と
半
減
し
て
い
る

西
)
。
人
口
が
半
減
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
小
社
が
顕
著
に
増
加
し
て
い
る

、し

こ
と
は
興
味
深
い
。
あ
る
い
は
そ
の
背
景
に
は
貨
幣
経
済
の
浸
透
や
現
世
利
益
を
希

求
す
る
時
代
風
潮
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
慶
応
一
一
年
に
お

け
る
銀
山
町
住
人
の
職
業
は
鉱
山
労
働
者
が
約
四
割
を
占
め
、
そ
の
他
も
ほ
と
ん
ど

が
商
工
業
従
事
者
で
、
百
姓
は
わ
ず
か
三
%
に
も
満
た
な
い
状
況
で
あ
っ
た
(
四

0

こ
の
よ
う
に
周
囲
の
農
村
と
比
べ
て
も
き
わ
め
て
特
異
な
街
場
的
性
格
を
持
つ
が
故

に
、
銀
山
町
で
は
森
神
が
祀
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

や
こ
と
な
き
神
の
社
も
草
村
の
中
に
か
く
ろ
ひ
あ
た
し
國
け
し
き
神
を
も
眼

、
ヤ
フ

力火
"
耀
う
て
な
に
齋
き
尊
き
も
は
た
卑
き
も
枝
宮
も
本
つ
社
も
け
ち
め
な
く

み
た
れ
に
け
れ
ハ
・
:
・
・
・
古
事
を
聞
て
は
記
し
{
呂
事
を
見
て
は
聿
盲
と
り
か
く
れ

た
る
御
名
を
あ
ら
は
し
違
ひ
ぬ
る
こ
と
を
正
し
て
か
つ
く
も
書
て
は
あ
れ

(
『
藤
園
紀
行
』
己

と

四
、
藤
井
宗
雄
の
森
神
観

こ
こ
ま
で
、
小
社
と
対
比
さ
せ
な
が
ら
、
石
見
地
方
の
森
神
に
つ
い
て
、
主
に
歴

、し

史
資
料
を
通
し
て
概
観
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
最
後
に
、
「
神
社
書
上
帳
」
作

成
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
藤
井
宗
雄
の
森
神
に
対
す
る
意
識
を
探
っ
て
み
る
。
そ

れ
は
同
時
に
、
藤
井
が
ど
ぅ
し
て
「
神
社
書
上
帳
」
に
「
森
神
」
の
項
目
を
立
て
た

の
か
、
す
な
わ
ち
「
森
神
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
成
立
を
問
う
作
業
に
な
る
だ
ろ

う
。
と
い
う
の
も
石
見
地
方
に
お
け
る
「
森
神
」
の
用
例
は
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
藤

井
以
前
に
は
遡
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

藤
井
宗
雄
は
、
那
賀
郡
鍋
石
村
1
旧
浜
田
市
と
旧
弥
栄
村
の
境
界
近
く
の
山
間

に
位
置
す
る
の
旧
家
で
、
酒
造
な
ど
も
手
広
く
営
む
庄
屋
の
家
に
生
ま
れ
た

彼
自
身
、
鍋
石
村
や
朽
木
村
の
庄
屋
を
勤
め
、
維
新
後
は
浜
田
県
の
神
社
取
調
方
や

地
誌
編
掛
県
社
天
石
門
彦
神
社
等
の
神
職
、
浜
田
に
設
け
ら
れ
た
神
道
事
務
局

分
局
長
等
の
公
職
を
歴
任
す
る
一
方
、
文
久
三
(
一
八
六
一
己
年
に
は
平
田
家
に
入

門
し
、
歌
人
、
史
家
と
し
て
も
著
明
で
、
藤
園
あ
る
い
は
石
華
仙
と
号
し
て
い
た
。

彼
が
三
十
代
か
ら
書
き
始
め
た
著
述
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
膨
大
な
量
に
達
す
る
ー

代
表
作
と
し
て
『
石
見
式
内
神
社
考
』
、
『
石
見
年
表
』
、
『
石
見
国
神
社
記
』

、

『
石
見
雑
記
』
、
『
石
見
名
所
歌
集
』
、
『
濱
田
鑑
』
等
が
あ
る
ー
が
、
大
半
は

公
刊
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
罪
価
は
今
後
の
研
究
に
俟
つ
と
こ
ろ
が
大
き
い
(
飢
)
。

さ
て
、
明
治
三
年
か
ら
四
年
に
か
け
て
の
神
社
調
査
が
終
了
す
る
に
際
し
て
藤
井

が
詠
ん
だ
長
歌
に
は
次
の
よ
う
な
文
言
が
見
ら
れ
る
。

こ
の
言
葉
に
は
、
社
殿
の
有
無
大
小
、
神
の
尊
卑
に
か
か
わ
ら
ず
分
け
隔
て
な
く

取
り
扱
い
、
事
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
き
わ
め
て
柔
軟
か
つ
実
証

的
な
態
度
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
太
政
官
布
告
に
ょ
る
神
社
調
査
に
際
し

て
、
藤
井
が
あ
え
て
小
社
や
森
神
の
項
目
を
立
て
た
理
由
の
一
端
が
、
こ
こ
に
は
示

さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
け
れ
ど
も
こ
の
神
社
調
査
以
前
か
ら
、
森
神
は
藤
井
に

、し

と
つ
て
特
別
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

彼
は
『
自
記
年
表
』
の
な
か
で
、
文
久
元
(
一
八
六
一
)
年
十
月
、
「
丸
子
山
ノ

森
神
ヲ
始
テ
祀
ル
」
と
書
き
記
し
て
い
る
。
み
ず
か
ら
年
表
に
記
す
ほ
ど
、
こ
れ
は

藤
井
に
と
つ
て
大
き
な
出
来
事
だ
っ
た
よ
う
で
、
こ
の
と
き
彼
が
作
成
し
た
祝
詞

が
、
『
藤
園
文
集
』
一
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
祝
詞
か
ら
、
「
丸
子
山
ノ
森

、

゛
)
、

し

神
」
が
祀
ら
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
を
見
て
み
ょ
う
。

是
よ
り
先
に
宗
雄
が
家
に
も
此
の
度
下
人
の
家
に
も
病
事
あ
り
し
故
に
物
知



り
人
に
問
へ
ば
古
き
山
伏
の
塚
の
出
示
り
あ
り
し
・
:
:
・
此
の
太
林
を
除
て
別
に
塚

な
ど
あ
る
事
無
く
前
に
思
い
合
は
す
る
事
も
あ
れ
ば
若
し
は
此
の
森
神
の
崇

り
坐
す
に
こ
そ
と
畏
れ
あ
れ
ど
御
前
に
参
詣
し
て
其
の
趣
を
告
げ
て
祈
願
奉

ら
む
と
す
(
原
文
は
万
葉
仮
名
)

文
久
元
年
に
こ
の
森
神
が
祀
り
始
め
ら
れ
た
直
接
の
契
機
は
、
病
を
も
た
ら
し
た

「
古
き
山
伏
の
塚
の
崇
り
」
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
物
知
り
人
」
に
ょ
っ
て
告

知
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
物
知
り
人
」
が
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
か
は
判
明
で

は
な
い
が
、
修
験
や
盲
僧
な
ど
、
民
間
の
宗
教
者
の
関
与
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
森
神
に
対
す
る
祈
願
の
内
容
と
し
て
藤
井
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

今
日
よ
り
以
後
崇
り
坐
す
事
無
く
ば
宗
雄
が
家
記
に
載
て
毎
年
に
怠
る
事
無

く
例
の
随
に
神
酒
白
米
を
供
へ
幣
帛
手
捧
け
此
の
岡
の
字
を
以
て
丸
子
山
神

と
御
名
を
称
へ
て
御
祭
仕
り
奉
ら
む
此
の
趣
を
疾
く
聞
こ
し
め
し
給
ひ
て
森

辺
に
住
み
居
る
人
等
を
日
夜
守
護
り
給
ひ
業
を
手
助
け
幸
給
ひ
朝
夕
に
立
る

煙
の
森
の
方
に
靡
む
を
ば
竃
の
賑
ふ
験
と
み
そ
な
は
し
て
欝
恨
み
給
は
ず
森

の
辺
の
甚
し
く
繁
茂
る
と
き
は
公
田
の
蔭
を
な
し
て
損
な
へ
ば
神
木
を
除
き

て
片
端
に
生
茂
る
を
ば
伐
払
は
し
め
給
ひ
此
の
森
よ
り
落
降
る
果
物
木
葉
を

撥
拾
ふ
を
ば
掃
除
仕
り
奉
る
と
各
め
坐
す
事
無
く
大
直
日
神
直
日
に
見
直
し

ま
し
給
ひ
僻
別
て
宗
雄
が
家
業
を
堅
磐
に
常
磐
に
栄
し
め
給
ひ
子
孫
の
彌
継

継
に
絶
る
事
無
く
疾
く
嗣
ぐ
を
も
あ
り
し
め
給
ひ
(
原
文
は
万
葉
仮
名
)

願
し
つ
?
自
身
の
家
業
と
子
孫
の
繁
栄
を
祈
願
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
死
亡

し
た
山
伏
の
崇
り
を
鎮
め
る
た
め
に
森
神
と
し
て
祀
り
、
こ
れ
を
自
家
の
守
護
神
と

み
な
す
、
石
見
の
森
神
信
仰
の
典
型
的
な
姿
の
つ
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
留
意
す
べ

き
は
、
藤
井
が
み
ず
か
ら
を
、
「
森
辺
に
住
み
居
る
人
」
と
位
置
つ
け
て
い
る
点
で

、し

あ
る
(
詑
)
。
言
い
換
え
れ
ば
こ
れ
は
、
も
と
も
と
神
職
1
波
積
本
郷
高
倉
山
八
幡

宮
の
郷
原
内
記
の
よ
う
に
、
み
ず
か
ら
が
所
管
す
る
森
神
に
上
が
る
初
穂
を
期
待
す

る
ー
で
は
な
か
っ
た
藤
井
が
、
ま
さ
に
森
神
の
崇
り
を
畏
れ
、
こ
れ
を
祀
る
当
事

者
の
視
点
か
ら
、
森
神
に
向
き
合
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
で
あ
れ
ぱ
こ

、し

そ
、
単
に
人
目
を
引
く
荘
厳
な
社
殿
の
み
な
ら
ず
、
森
神
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な

「
草
村
の
中
に
か
く
ろ
ひ
」
し
神
々
を
も
、
藤
井
は
分
け
隔
て
な
く
神
社
調
査
の
対

象
と
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

さ
ら
に
も
う
一
点
、
先
の
祝
男
な
か
の
「
森
の
辺
の
甚
し
く
繁
茂
る
と
き
は
公

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

田
の
蔭
を
な
し
て
損
な
へ
ば
神
木
を
除
き
て
片
端
に
生
茂
る
を
ぱ
伐
払
は
し
め
給

ひ
」
(
傍
点
は
引
用
者
に
ょ
る
。
以
下
同
様
)
と
い
う
一
言
葉
に
注
目
し
た
い
。
実
は

、し

こ
れ
に
類
似
し
た
表
現
は
、
天
保
三
(
一
八
四
二
)
年
の
長
州
藩
に
お
け
る
「
一
荏

祀
解
除
」
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
、
す
で
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
「
一
荏
祀
解
除
」

、し

と
は
、
長
州
藩
の
寺
社
の
基
本
台
帳
た
る
「
元
禄
寺
社
御
根
帳
」
に
記
載
さ
れ
て
い

な
い
寺
社
堂
宇
を
「
淫
祀
」
と
位
置
、
づ
け
、
こ
れ
を
「
正
社
」
に
強
制
的
に
統
合
し

よ
う
と
す
る
政
策
で
あ
っ
た
露
)
。
「
淫
祀
」
の
な
か
に
は
当
吠
霖
神
も
含
ま
れ
て

い
た
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
『
防
長
風
士
注
進
案
』
 
1
天
保
三
(
八
四
)

年
か
ら
嘉
永
五
(
一
八
五
二
)
年
に
か
け
て
成
立
し
た
周
防
・
長
門
ニ
ケ
国
の
詳
細

な
地
誌
1
の
奥
阿
武
宰
判
小
川
村
1
津
和
野
藩
に
隣
接
す
る
ー
の
条
で
は
、

次
の
よ
う
な
代
官
所
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
た
。
「
す
へ
て
當
郡
ハ
淫
祀
多
く
黄
蟹

＼

、

ノ

し

、

、

荒
神
疫
神
何
の
森
く
れ
の
林
な
と
い
ひ
て
差
別
な
く
森
林
を
立
て
後
世
大
き
に
森
茂

こ
こ
で
藤
井
は
ま
ず
、
崇
り
を
避
け
る
た
め
に
年
毎
の
供
物
と
祈
願
を
約
束
し
、

の
森
神
を
、
地
名
に
ょ
っ
て
丸
子
山
神
と
名
、
う
け
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
森
神

対
し
て
予
想
さ
れ
る
妨
害
例
を
挙
げ
、
こ
れ
に
反
応
し
な
い
よ
う
あ
ら
か
じ
め
念

、

し、、

六、

し、
、

公、

田、

の、

蔭、
に、

相、

成、
妨、
し、、

六、

し、

イ虞、

く

亀^

3

^

、^
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神
々
を
祀
る
森
が
日
照
を
妨
げ
て
稲
作
を
阻
害
す
る
と
い
う
観
点
は
、
「
淫
祀
解

除
」
を
推
進
す
る
側
の
理
由
と
し
て
し
ば
し
ば
提
示
さ
れ
て
い
た
露
)
。
お
そ
ら
く

藤
井
は
長
州
藩
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
議
論
を
踏
ま
え
、
丸
子
山
森
神
の
祝
詞
の
な

か
で
、
神
木
の
繁
茂
が
「
公
田
の
蔭
を
な
し
て
損
な
」
う
と
い
う
類
似
の
表
現
を
用

い
た
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
森
の
繁
茂
が
稲
作
を
阻
害
す
る
と
は
、
現
実
問
題
と
し
て
は
考
え
に
く

そ
れ
は
む
し
ろ
弾
圧
の
口
実
、
あ
る
い
は
言
い
掛
か
り
の
よ
う
に
さ
え
見
え
る

、
0

しが
、
と
す
る
な
ら
ぱ
、
神
木
そ
の
も
の
を
伐
る
の
は
無
理
に
し
て
も
周
囲
の
茂
み
だ

゛
)
、

け
で
も
伐
採
を
許
し
て
ほ
し
い
と
森
神
に
懇
願
す
る
藤
井
の
口
吻
に
、
長
州
藩
に
ょ

る
森
神
信
仰
の
弾
圧
に
抗
す
る
ひ
そ
や
か
な
イ
ロ
ニ
ー
を
読
み
込
む
こ
と
も
不
可
能

で
は
あ
る
ま
い
。

こ
の
よ
う
に
長
州
藩
に
お
け
る
コ
荏
祀
解
除
」
を
藤
井
が
踏
ま
え
て
い
た
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
、
津
和
野
藩
の
国
学
者
岡
熊
臣
(
一
七
八
三
1
 
一
八
五
こ
を
通
じ
て

の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
推
測
さ
れ
る
。
『
自
記
年
表
』
に
ょ
れ
ば
、
藤
井
は

嘉
永
四
(
一
八
五
)
年
に
「
木
部
岡
熊
臣
翁
ヲ
訪
フ
」
て
い
る
。
最
晩
年
の
熊
臣

、し

と
の
間
に
ど
の
よ
う
な
会
話
が
交
わ
さ
れ
、
直
接
ど
の
よ
う
な
影
響
が
も
た
ら
さ
れ

た
の
か
は
、
も
と
よ
り
知
る
よ
し
も
な
い
。
し
か
し
熊
臣
は
長
州
藩
の
「
一
佳
祀
解

、し

除
」
政
策
を
厳
し
く
批
判
し
て
お
り
、
弘
化
二
(
一
八
四
五
)
年
の
「
一
障
祀
論
」

に
お
け
る
彼
の
次
の
よ
う
な
文
章
に
は
、
先
に
み
た
藤
井
の
態
度
に
き
わ
め
て
近
し

い
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

、

、

を
、
因
縁
も
な
く
所
由
も
な
く
、
唯
小
児
の
玩
物
の
如
く
に
祭
り
畏
む
も
の

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

あ
ら
む
や
、
善
神
に
も
あ
れ
悪
神
に
も
あ
れ
、
尊
神
に
も
あ
れ
卑
社
に
も
あ

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、れ
、
大
社
に
も
あ
れ
小
社
に
も
あ
れ
、
皆
各
々
其
所
其
家
其
人
に
在
て
は
必

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

祭
ら
ず
し
て
は
叶
は
ざ
る
因
縁
あ
り
て
祭
来
れ
る
も
の
に
て
御
座
候
露
)

今
諸
処
に
大
小
諸
神
社
、
一
郷
一
村
の
社
、
又
一
家
鎮
守
祠
霊
社
、
森
神
、

井
戸
ノ
神
、
水
ロ
ノ
神
等
の
類
に
至
る
迄
、
各
皆
、
其
祭
来
れ
る
も
の
は
、

各
皆
、
其
地
其
時
其
家
其
所
に
祭
ら
ず
し
て
叶
は
ぬ
因
縁
あ
り
て
祭
る
も
の

な
る
趣
を
自
得
致
す
べ
く
候
、
然
る
を
何
ぞ
や
祭
ら
ず
し
て
も
よ
き
も
の

こ
こ
に
は
、
森
神
も
含
め
て
神
の
薗
卑
、
社
殿
の
大
小
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ

れ
が
み
ず
か
ら
の
存
在
理
由
を
も
つ
と
い
う
柔
軟
な
発
想
が
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
傍
証
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
先
に
引
い
た
奥
阿
武
宰
判
の
『
防
長
風
士
注
進
案
』

は
、
岡
熊
臣
の
編
に
ょ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
(
N
)
。

、し

想
像
を
た
く
ま
し
く
す
る
な
ら
ば
、
「
森
神
」
と
い
う
語
の
、
藤
井
に
ょ
る
使
用

そ
の
も
の
が
、
熊
臣
に
ょ
っ
て
示
唆
さ
れ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
徳
丸
亞
木

に
ょ
れ
ば
、
長
州
藩
で
は
一
八
世
紀
前
半
か
ら
、
神
職
側
で
「
木
林
神
」
と
い
う
語
を

用
い
た
例
が
わ
ず
か
な
が
ら
見
ら
れ
る
と
い
う
(
開
)
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
ら
の
用

、し

例
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
ぇ
ば
森
神
を
管
理
す
る
立
場
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、

熊

臣
に
ょ
る
用
例
二
稲
解
除
」
を
め
ぐ
る
論
争
に
関
わ
る
も
の
し
か
私
は
確
認

は
、
先
の
引
用
に
も
あ
る
よ
う
に
、
神
社
や
小
社
な
ど
と
森
神

し
て
い
な
い
が

と
を
同
列
に
扱
お
う
と
す
る
、
い
わ
ば
積
極
的
か
つ
共
感
的
な
視
点
1
藤
井
に
も

共
通
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
ー
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
(
的
)
。
さ
ら
に
熊
臣
は

、

自
身
の
出
身
地
で
あ
る
鹿
足
郡
木
部
村
の
例
を
引
き
、
集
落
の
開
祖
た
ち
を
「
霊

神
」
と
し
て
墓
地
に
祀
り
、
「
遂
に
は
樹
木
茂
り
て
森
と
な
れ
る
も
多
く
御
座
候
」

応
)
と
述
べ
て
い
る
こ
れ
ま
た
、
小
論
の
第
一
節
で
見
た
波
積
地
区
に
お
け
る
N

氏
の
、
「
地
祖
神
一
と
し
て
の
森
神
理
解
に
も
通
じ
る
よ
う
な
観
点
で
あ
る
。

他
方
で
藤
井
宗
雄
は
、
み
ず
か
ら
家
督
を
秩
だ
翌
年
の
嘉
永
六
(
一
八
五
己

年
に
『
藤
井
家
式
』
を
定
め
て
い
る
が
、
そ
の
「
年
中
式
」
の
な
か
で
は
次
の
よ
う

、し

に
記
し
て
い
た



十
一
月
藪
神
祭
大
元
社
遜
一
尺
二
寸
幣
十
二
本
御
酒
米
餅
0
田
神
三
尺
幣

御
酒
米
0
水
神
同
上
0
荒
神
同
上
0
傳
乗
坊
神
一
尺
二
寸
幣
一
御
酒
米
0
塞

神
同
上
0
吹
通
神
同
上

こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
神
々
は
そ
れ
ぞ
れ
、
「
神
社
書
上
帳
」
の
鍋
石
村
の
条

に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
'
)
、
藤
井
家
で
は
こ
れ
ら
を
以
前
か
ら
自
家
の
「
藪

神
」
と
し
て
祀
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
藪
神
」
の
呼
称
が
、
や
が
て
文
久
兀

(
一
八
六
一
)
年
に
丸
子
山
神
を
祀
る
際
に
は
「
ホ
林
神
」
へ
と
変
わ
る
訳
だ
が
、
そ

の
間
に
、
藤
井
宗
雄
は
、
岡
熊
臣
の
森
神
観
に
大
き
な
影
響
を
受
け
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
力

お
わ
り
に
1
 
「
森
神
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー

藤
井
家
に
残
さ
れ
て
い
る
『
神
社
書
上
那
賀
』
は
、
明
治
三
年
か
ら
翌
年
に
か

け
て
の
神
社
調
査
に
お
い
て
那
賀
郡
各
村
の
神
職
・
庄
屋
か
ら
提
出
さ
れ
た
「
神
社

取
調
書
上
」
の
控
え
ー
お
そ
ら
く
正
本
と
控
え
の
二
部
を
提
出
さ
せ
た
と
思
わ
れ

る
ー
を
綴
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
の
横
山
村
(
那
賀
郡
四
)
の
控
え
に

は
、
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
一
節
が
あ
る

敷
地
の
裏
や
田
畑
に
近
い
山
際
の
神
木
に
多
様
な
神
格
を
戸
別
で
祀
る
と
い
う
形
式

が
、
石
見
地
方
円
に
広
く
分
布
し
て
い
た
こ
と
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
で
あ
っ

六
こ
れ
に
対
し
て
最
初
の
項
目
で
は
、
「
勧
請
年
暦
等
も
木
根
祭
故
不
詳
」
と
い

う
一
文
が
目
を
ひ
く
。
「
木
根
祭
」
と
は
、
こ
れ
ま
た
第
一
節
で
扱
っ
た
直
江
広
治

の
論
考
呆
林
神
信
仰
」
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
神
木
の
根
元
に
幣
を
立
て
る
と
い
う
祀

り
方
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
、
簡
素
な
祭
祀
な
の
で
そ
の
由
来
が
分
か
ら
な
い
、
と
い

つ
た
含
意
で
あ
ろ
う
か
。
同
じ
『
神
社
書
上
那
賀
』
を
見
て
い
く
と
、
こ
の
「
木

根
祭
」
あ
る
い
は
「
木
根
祭
神
」
の
呼
称
を
、
神
木
に
祀
る
神
々
の
項
目
名
に
し
た

「
神
社
取
眼
1
」
控
え
が
、
那
珂
郡
三
か
ら
那
賀
郡
四
に
か
け
て
の
地
域
に
多
く

存
在
す
る
(
セ
。
も
ち
ろ
ん
藤
井
ら
は
こ
れ
ら
を
す
べ
て
「
森
神
」
に
修
正
し
て
い

る
が
、
こ
の
よ
う
な
記
述
の
ズ
レ
は
き
わ
め
て
興
味
深
い
。

要
す
る
に
、
神
木
に
戸
別
に
神
を
祀
る
形
式
が
石
見
地
方
に
広
く
分
布
し
て
い
た

と
し
て
も
、
こ
れ
を
包
括
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
こ
の
明
治
初
年
の
神
社
調
査
ま
で

は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
藤
井
{
示
雄

は
、
お
そ
ら
く
岡
熊
臣
の
影
響
下
に
「
森
神
」
と
い
う
語
を
採
用
し
、
み
ず
か
ら
も

慣
れ
親
し
ん
だ
神
木
の
祭
祀
形
式
に
、
共
感
を
込
め
て
こ
の
用
語
を
当
て
は
め
た
。

凋
査
の
際
に
立
て
ら
れ
た
「
森
神
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
石
見
地
方
の
多
く
の
神
職

の
問
で
、
現
実
の
祭
祀
形
式
を
包
括
す
る
便
利
な
用
語
と
し
て
す
ん
な
り
と
受
け
入

れ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
一
部
の
地
域
で
「
木
根
祭
神
」
の
語
を
用
い
て
い
た
神
職
た

ち
は
、
自
分
た
ち
の
用
語
に
固
執
し
た
。
波
積
地
区
で
も
一
九
世
紀
初
頭
に
は
ま
だ

「
森
神
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
存
在
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
郷
原
内
記
も
小
社
と
森
神
と

の
区
別
に
さ
ほ
ど
の
意
味
を
見
出
せ
な
か
っ
た
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
む
し

ろ
明
治
初
年
の
こ
の
調
査
の
結
果
「
森
神
」
の
栗
、
神
職
や
般
の
人
々
の
間

に
普
及
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
直
江
に
ょ
る
「
森
神
」
概
念
の
「
発
見
」

は
、
そ
の
延
長
線
上
に
位
置
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た

一
右
森
神
祭
神
不
詳
勧
請
年
暦
等
も
木
根
祭
故
不
詳
暑
申
候

一
森
地
は
山
邉
或
は
田
畑
の
端
石
畔
等
に
て
御
見
捨
地
に
御
座
候

一
祭
祀
は
森
地
續
の
田
畑
持
百
姓
よ
り
作
初
穂
相
備
毎
年
一
度
宛
仕
来
申
候

後
段
の
二
つ
の
項
目
に
は
、
小
論
の
第
節
で
み
た
、
石
見
地
方
の
森
神
祭
祀
の

あ
り
方
が
そ
の
ま
ま
記
さ
れ
て
い
る
。
繰
り
返
す
ま
で
も
な
か
ろ
う
が
、
旧
家
の
屋
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も
と
よ
り
、
以
上
の
仮
説
は
か
な
り
の
蓋
然
性
を
も
つ
と
思
わ
れ
る
も
の
の
現

段
階
で
は
問
接
的
な
証
拠
の
積
み
重
ね
に
ょ
る
推
測
に
す
ぎ
な
い
。
と
く
に
藤
井
宗

雄
が
残
し
た
膨
大
な
著
作
の
検
討
、
さ
ら
に
は
岡
熊
臣
の
思
想
と
の
対
比
の
な
か

で
、
「
森
神
」
概
念
の
確
実
な
始
点
を
探
る
作
業
が
、
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ

て
い
る
し
か
し
、
「
森
神
」
と
い
う
語
を
一
般
的
に
「
山
野
に
所
在
す
る
樹
木
や

叢
林
に
祀
ら
れ
た
神
々
の
総
称
」
と
い
う
意
味
で
用
い
る
こ
と
が
可
能
だ
と
し
て

も
、
石
見
地
方
の
場
合
藤
井
ら
に
ょ
る
「
森
神
」
の
元
来
の
用
法
は
戸
別
の
祭
祀

に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
た
と
え
神
木
に
ょ
る
祭
祀
で
あ
っ
て
も
共
同
体
で
な
さ
れ
る

も
の
は
、
「
森
神
」
で
は
な
く
神
社
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る

(
セ
。
「
森
神
」
概
念
の
使
用
に
際
し
て
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
よ
う
な
成
立
の
経

緯
を
ふ
ま
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
藤
井
宗
雄
の
広
範
に
わ
た
る

思
索
の
軌
跡
を
辿
る
作
業
は
、
単
に
「
森
神
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
関
わ
る
問
題
に
止

ま
ら
ず
、
幕
末
か
ら
明
治
半
ば
に
か
け
て
の
石
見
地
方
の
歴
史
、
と
り
わ
け
思
想
史

や
文
化
史
を
検
討
し
、
さ
ら
に
は
地
方
に
お
け
る
宗
教
状
況
の
変
遷
を
考
え
る
上

で
、
き
わ
め
て
貴
重
な
素
材
を
提
供
す
る
も
の
と
な
る
だ
ろ
う

註

(
1
)
た
と
え
ば
大
塚
民
俗
学
会
編
『
日
本
民
俗
事
典
』
(
弘
文
堂
九
七
二
年
)

の
森
神
の
項
目
で
は
「
神
聖
視
さ
れ
て
い
る
1
区
画
の
森
に
お
い
て
祀
る
神
」
(
執

筆
者
は
直
江
広
治
)
と
あ
り
、
ま
た
福
田
ア
ジ
オ
他
編
『
日
本
民
俗
大
辞
典
下
』

全
口
川
弘
文
館
二
0
0
0
年
)
で
は
「
聖
地
と
し
て
の
森
を
ま
つ
り
場
と
し
て
、

あ
る
い
は
樹
木
を
依
代
と
し
て
ま
つ
ら
れ
る
神
」
(
執
筆
者
は
徳
丸
亞
木
)
と
あ

る
。(

2
)
直
江
広
治
『
屋
敷
神
の
研
究
1
日
本
信
仰
伝
承
論
』
全
園
川
弘
文
館
、
九

六
六
年
)
も
参
照
の
こ
と
。
石
見
地
方
に
関
し
て
は
、
そ
も
そ
も
森
神
を
主
題
と
し

た
研
究
自
体
が
、
管
見
の
及
ぶ
か
ぎ
り
で
は
直
江
の
先
の
論
文
以
降
現
わ
れ
て
い
な

旧
銀
山
領
に
関
し
て
、
拙
稿
「
明
治
初
期
旧
石
見
銀
山
領
に
お
け
る
森
神
信
仰

0

し1
数
量
的
把
握
の
試
み
」
(
相
良
英
輔
先
生
退
職
記
念
論
集
刊
行
会
編
『
た
た
ら

製
鉄
・
石
見
銀
山
と
地
域
社
会
1
近
世
近
代
の
中
国
地
方
』
[
清
文
堂
二
0
0

八
年
]
、
所
収
)
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
徳
丸
亞
木
は
、
『
「
森
神
信
仰
」

の
歴
史
民
俗
学
的
研
究
』
(
東
京
堂
出
版
、
二
0
0
二
年
)
に
お
い
て
森
神
の
共
同

体
祭
祀
に
着
目
し
、
詳
細
な
史
料
分
析
と
実
地
調
査
の
両
面
か
ら
、
水
神
・
地
霊

穀
霊
・
死
霊
(
人
間
と
動
物
を
含
む
)
等
、
多
岐
に
わ
た
る
「
基
層
信
仰
」
の
展
開

例
と
し
て
森
神
信
仰
を
位
置
、
う
け
、
そ
こ
に
「
神
霊
を
祀
る
形
と
し
て
の
古
態
」

(
同
書
六
九
頁
)
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
立
論
は
山
口
県
下
の
事
例
に

限
定
さ
れ
て
お
り
、
石
見
地
方
の
森
神
に
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
も
の
で
は
な
い
。

(
3
)
「
安
濃
郡
神
社
書
上
帳
」
(
島
根
県
立
図
書
館
所
蔵
「
寺
社
史
料
」
三
八

五
)
「
邇
摩
郡
神
社
書
上
帳
上
下
」
(
同
三
八
二
)
「
邑
智
郡
神
社
書
上

帳
」
(
同
二
四
八
)
、
「
那
賀
郡
神
社
書
上
帳
」
(
同
二
四
九
)
、
「
那
賀
郡
神
社

書
上
帳
二
」
(
同
一
八
三
)
、
「
美
濃
郡
神
社
書
上
帳
上
」
(
同
三
八
四
)
。
こ
れ

ら
「
神
社
書
上
帳
」
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
明
治
初
期
旧
石
見
銀
山
領

に
お
け
る
森
神
信
仰
一
五
 
1
一
五
六
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ち
な
み
に
藤
井
宗

雄
は
こ
れ
ら
の
「
書
上
帳
」
に
依
拠
し
つ
?
後
に
『
石
見
国
神
社
記
』
を
著
わ
し

て
い
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
拙
稿
「
棚
刻
藤
井
宗
雄
著
『
石
見
国
神
社
記
』
巻

安
濃
郡
」
(
島
根
大
学
法
文
学
部
山
陰
研
究
セ
ン
タ
ー
『
山
陰
研
究
』
二
、
二
0

0
九
年
)
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
4
)
旧
津
和
野
藩
領
の
神
社
調
査
は
藤
井
ら
の
管
轄
外
で
あ
り
、
津
和
野
藩
領
に
該

当
す
る
「
那
賀
郡
神
社
帳
邑
智
郡
神
社
帳
下
」
(
島
根
県
立
図
書
館
所
蔵
「
寺
社
史

料
」
二
五
0
)
、
「
美
濃
郡
神
社
帳
」
(
同
二
四
五
)
な
ら
び
に
「
津
和
野
藩
神
社

帳
(
鹿
足
郡
)
上
」
(
同
二
四
六
)
、
「
津
和
野
藩
神
社
帳
(
鹿
足
郡
)
下
」
(
同



二
四
七
)
に
は
「
木
林
神
」
の
記
載
は
み
ら
れ
な
い
。
津
和
野
藩
領
で
は
慶
応
三
(
一

八
六
七
)
年
の
「
社
寺
改
正
」
(
加
部
巌
夫
編
『
於
杼
呂
我
中
亀
井
茲
監
伝
』

[
マ
ツ
ノ
書
店
、
一
九
八
二
年
。
原
本
は
一
九
0
五
年
]
、
四
六
二
四
六
六
頁
)

に
ょ
っ
て
多
く
の
小
祠
・
森
神
が
合
祀
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
影
響
も
考
え
ら
れ
る
。

(
5
)
沖
本
常
吉
「
荒
神
森
」
(
『
民
間
伝
承
』
四
一
、
一
九
玉
0
年
)

0

(
6
)
和
歌
森
太
郎
編
前
掲
書
、
一
三
王
頁

(
7
)
同
所
。
註
(
1
)
で
取
り
上
げ
た
『
日
本
民
俗
事
典
の
森
神
の
項
目
が
、
こ
の

記
述
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

(
8
)
和
歌
森
太
郎
編
前
掲
晝
三
六
頁
(
9
)
同
所
。

(
W
)
同
晝
一
三
一
頁
。

(
H
)
ち
な
み
に
直
江
の
調
査
地
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
旧
津
和
野
藩
領
と
し

て
は
、
鹿
足
郡
六
日
市
町
(
現
吉
賀
町
)
沢
田
・
注
連
川
、
鹿
足
郡
柿
木
村
(
現
吉

賀
町
)
福
川
、
鹿
足
郡
日
原
町
(
現
津
和
野
町
)
古
屋
敷
、
那
賀
郡
金
城
村
(
現
浜

田
市
)
小
国
字
士
井
原
、
美
濃
郡
美
都
町
(
現
益
田
市
)
山
本
字
大
神
楽
、
那
賀
郡

弥
栄
村
(
現
浜
田
市
)
小
坂
[
明
治
七
年
「
神
社
合
併
取
計
而
奉
伺
上
口
上

覚
」
]
。
旧
浜
田
藩
領
と
し
て
は
、
美
濃
郡
匹
見
町
元
組
(
現
益
田
市
)
、
美
濃
郡

美
都
町
(
現
益
田
市
)
津
茂
[
「
明
治
四
年
神
社
取
調
書
上
帳
控
」
]
、
那
賀
郡
弥

栄
村
(
現
浜
田
市
)
西
ノ
郷
[
明
治
年
三
一
月
「
神
社
取
調
書
上
帳
控
」
]
、
同

村
木
都
賀
[
明
治
三
年
「
祭
神
名
調
書
上
帳
控
」
、
明
治
四
年
「
神
社
取
調
書
上
帳

控
」
]
。
地
名
の
後
の
[
]
内
は
、
直
江
が
依
拠
し
た
資
料
名
で
あ
る
。

(
口
)
九
五
0
年
の
「
荒
神
太
林
」
 
1
註
(
5
)
を
参
照
1
で
は
、
森
神
と
い
う

一
般
名
称
を
全
く
用
い
て
い
な
か
っ
た
沖
本
は
、
た
と
え
ば
一
九
六
四
年
の
『
日
原

町
史
下
巻
』
(
日
原
町
教
育
委
員
会
)
の
第
五
章
宗
教
」
や
第
六
章
「
信
仰

で
は
、
年
代
の
異
な
る
数
種
類
の
村
鑑
な
ど
の
記
叔
を
手
が
か
り
に
、
各
村
落
で
、

荒
神
森
や
大
歳
森
と
い
っ
た
「
木
林
神
が
、
社
殿
を
備
え
た
小
社
や
神
社
へ
と
次
第

に
昇
格
し
て
い
く
道
筋
を
描
き
出
し
て
い
る

(
B
)
も
っ
と
も
、
「
モ
リ
ガ
ミ
」
を
「
地
祖
神
と
み
な
す
こ
の
よ
う
な
意
識

31
は
、
た
し
か
な
伝
承
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
 
N
氏
の
個
人
的
な
推

、
0

測
と
み
た
方
が
い
し

(
H
)
こ
の
地
域
で
は
氏
神
の
式
年
祭
の
折
に
、
「
御
崎
帳
」
と
呼
ば
れ
る
神
名
帳

そ
の
士
地
の
す
べ
て
の
神
々
の
名
が
書
き
出
さ
れ
て
い
る
ー
が
読
ま
れ
、
そ

の
よ
う
に
し
て
招
き
出
さ
れ
た
神
々
の
前
で
、
大
元
神
楽
が
舞
わ
れ
る
の
で
あ
る

が
、
し
か
し
神
名
帳
に
記
し
て
あ
る
在
地
の
神
々
に
つ
い
て
の
記
憶
も
ほ
と
ん
ど
失

わ
れ
て
い
る
。

(
巧
)
註
(
3
)
を
参
照
の
こ
と
。

(
W
)
藤
井
以
外
の
調
査
員
は
、
邑
智
郡
矢
上
村
諏
訪
神
社
宮
司
諏
訪
靱
夫
那
賀

郡
鍋
石
村
河
野
正
吾
那
賀
郡
内
村
高
井
八
幡
宮
宮
司
牛
尾
高
安
で
あ
っ
た
。
と
こ

ろ
で
藤
井
宗
雄
の
子
孫
に
当
た
る
藤
井
靖
久
氏
宅
(
浜
田
市
)
に
は
、
宗
雄
の
未
公

刊
の
著
作
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
は
、
明
治
三
年
か
ら
翌
年
に
か

け
て
「
神
社
取
調
」
の
た
め
に
那
賀
・
邇
摩
・
{
女
濃
・
邑
智
各
郡
の
村
々
を
宗
雄
が

踏
査
し
た
際
の
晶
(
『
藤
園
紀
行
』
二
)
、
そ
の
後
「
書
上
帳
」
を
実
際
に
作
成

す
る
際
の
「
神
社
取
調
之
節
日
記
」
や
、
調
査
に
際
し
て
棟
札
や
社
伝
を
記
録
し
た

『
神
社
書
取
』
、
さ
ら
に
は
那
賀
郡
・
邑
智
郡
・
美
濃
郡
の
村
々
か
ら
提
出
さ
れ
、

部
分
的
に
修
正
が
施
さ
れ
た
「
神
社
取
調
書
上
」
の
控
え
の
一
部
ま
で
も
が
含
ま
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
録
を
見
る
と
、
こ
の
調
査
が
、
各
村
か
ら
提
出
さ
れ
た
書
上

を
単
純
に
集
計
し
た
も
の
で
は
な
く
、
藤
井
た
ち
に
ょ
っ
て
意
図
的
・
体
系
的
に
と

り
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

(
Π
)
註
(
4
)
で
触
れ
た
旧
津
和
野
藩
領
の
神
社
帳
」
と
同
様
た
と
え
ば
同
じ

祁
社
調
査
の
報
告
と
考
え
ら
れ
る
坐
一
地
方
各
郡
の
「
神
社
取
調
帳
」
(
島
根
県
立

県
U
館
「
寺
社
史
料
」
)
で
も
、
小
社
・
森
神
の
項
目
は
立
て
ら
れ
て
い
な
い
。
全

56-



国
的
に
見
て
も
、
森
神
の
項
目
が
あ
る
例
は
、
お
そ
ら
く
皆
無
で
あ
ろ
う

(
玲
)
た
と
え
ば
、
註
(
N
)
で
触
れ
た
大
元
神
楽
の
御
崎
帳
に
は
、
「
神
社
書
上

帳
」
を
は
る
か
に
上
回
る
数
の
神
名
が
書
き
出
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、

「
文
政
十
丁
亥
年
波
積
三
ケ
村
上
津
井
都
治
村
地
主
祭
諸
事
明
細
帳
」
と
い
う
神
職

の
手
控
え
に
は
、
波
積
本
郷
波
積
北
、
波
積
南
さ
ら
に
上
津
井
、
都
治
の
一
部

で
文
政
一
 
0
 
(
一
八
二
七
)
年
に
祀
ら
れ
て
い
た
神
名
が
、
「
神
社
書
上
帳
」
に
ほ

ぽ
対
応
す
る
形
で
書
き
出
さ
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
神
名
が
挙
げ
ら
れ
な
い
「
末

社
」
も
か
な
り
の
数
に
上
っ
て
い
る
。
こ
の
「
明
細
帳
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
後

で
触
れ
る
。

(
玲
)
た
と
え
ば
美
濃
郡
で
は
、
全
五
一
村
の
う
ち
、
遠
田
(
一
 
0
六
柱
)
、
都
茂

(
八
八
柱
)
、
乙
子
(
五
一
柱
)
、
津
田
(
四
0
柱
)
、
丸
茂
(
=
三
柱
)
の
上
位

五
村
の
森
神
の
合
計
は
三
一
六
柱
で
、
郡
全
体
の
総
計
四
六
0
柱
の
三
分
の
二
以
上

を
占
め
、
一
方
で
森
神
が
皆
無
の
村
が
半
数
近
く
、
二
四
村
も
あ
る
。
同
一
地
域
に

お
け
る
森
神
分
布
の
こ
の
よ
う
に
極
端
な
ば
ら
つ
き
は
、
各
村
の
神
職
が
森
神
を
書

き
出
す
際
の
基
準
の
相
違
に
起
因
す
る
可
能
性
が
高
い
。
今
ひ
と
?
不
確
定
な
要

素
と
し
て
は
、
神
社
の
摂
社
や
末
社
の
扱
い
が
あ
る
。
「
神
社
書
上
帳
」
の
神
社
の

記
載
に
は
、
多
く
の
摂
社
・
末
社
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
位
置
、
づ
け
は
か
な

り
難
し
く
、
小
論
の
分
析
か
ら
は
除
外
し
て
い
る
。

(
⑳
)
仔
細
に
み
る
と
、
小
社
に
関
し
て
銀
山
領
で
は
合
計
四
九
八
宇
、
全
体
の
六

一
%
、
浜
田
藩
領
で
は
合
計
五
七
五
宇
、
全
体
の
五
七
・
三
%
を
占
め
る
。
森

神
に
関
し
て
は
銀
山
領
が
一
四
八
一
柱
、
七
六
・
三
%
、
浜
田
藩
領
が
二
七
八

柱
七
0
・
四
%
を
占
め
て
い
る
。

(
幻
)
こ
の
点
に
関
し
て
は
前
掲
拙
稿
「
明
治
初
期
旧
石
見
銀
山
領
に
お
け
る
森
神

信
仰
」
、
二
五
七
1
二
六
一
頁
で
も
、
簡
単
に
言
及
し
て
い
る
。

(
訟
)
た
だ
、
こ
の
区
別
が
必
ず
し
も
万
全
で
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
註
(
賜
)
を

参
照
さ
れ
た
い
。

(
器
)
徳
丸
前
掲
書
、
五
六
頁
、
九
五
頁
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

玉
)
江
津
市
立
図
書
館
「
森
脇
文
庫
」
所
蔵
『
江
津
市
の
神
社
資
料
』
中
の
、
郷

士
史
家
森
脇
太
一
に
ょ
る
写
本
の
コ
ピ
ー
を
利
用
し
て
い
る
。

(
部
)
現
在
、
こ
れ
ら
の
文
書
は
一
括
し
て
石
見
銀
山
資
料
館
に
保
管
さ
れ
て
し

る
。(

鉛
)
佐
摩
村
の
稲
荷
社
二
九
宇
は
、
旧
銀
山
領
・
浜
田
藩
領
を
通
じ
て
一
位
の
数

字
で
あ
る
。
ち
な
み
に
第
二
位
は
那
珂
郡
三
の
原
井
村
(
現
浜
田
市
街
地
)
の
一
七

宇
で
あ
る
。

(
部
)
も
と
よ
り
、
神
職
が
森
神
に
関
し
て
は
記
^
に
残
さ
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ

る
。(

器
)
仲
野
義
文
『
銀
山
社
会
の
解
明
1
近
世
石
見
銀
山
の
経
営
と
社
会
』
(
清

文
堂
二
0
0
九
年
)
、
一
五
0
1
 
一
玉
三
頁
を
参
照
の
こ
と

(
器
)
同
書
、
一
四
八
頁
、
一
五
七
頁
。
(
即
)
同
晝
一
七
0
頁
、
一
七
一
頁
。

(
討
)
以
上
、
藤
井
宗
雄
の
略
歴
に
つ
い
て
は
、
藤
井
靖
久
氏
所
蔵
の
『
自
記
年

、し

表
』
、
『
藤
井
家
記
』
等
に
ょ
る
。
小
論
で
利
用
す
る
宗
雄
の
著
作
は
す
べ
て
、
藤

井
靖
久
氏
所
蔵
の
も
の
を
参
看
し
た
。

(
認
)
同
じ
祝
詞
の
な
か
に
は
「
此
の
森
辺
に
住
ま
い
居
る
宗
雄
及
び
下
人
等
」
の

文
言
も
見
ら
れ
る
。

(
器
)
三
宅
紹
盲
二
幕
末
長
州
の
宗
教
政
策
」
(
河
内
正
治
編
『
瀬
戸
内
海
地
域
の

宗
教
文
化
』
雄
山
閣
、
一
九
七
六
年
、
所
収
。
三
宅
紹
宣
『
幕
末
長
州
藩
の
政
治
構

0

造
』
校
倉
書
房
、
一
九
九
三
年
、
に
再
録
)

(
触
)
山
口
県
文
書
館
編
『
防
長
風
士
注
進
案
第
一
三
巻
奥
阿
武
宰
判
』
(
山
口

県
立
図
書
館
一
九
六
四
年
)
、
一
四
一
頁
。
ま
た
徳
丸
亞
木
前
掲
書
、
三
三
頁

も
参
照
さ
れ
た
い



(
肪
)
た
と
え
ば
長
州
藩
の
藩
校
明
倫
館
の
学
頭
で
あ
っ
た
山
県
太
華
の
匡
祀

考
」
に
は
次
の
よ
う
な
表
現
が
あ
る
。
「
世
間
田
野
ノ
間
ニ
ア
ル
叢
祠
ナ
ト
ノ
類
、

其
初
メ
ハ
石
ナ
ト
ヲ
立
テ
何
某
ノ
古
墓
ナ
ト
云
タ
ル
ヲ
後
ハ
小
キ
祠
ヲ
立
、
又
後
年

二
至
り
テ
ハ
漸
々
二
是
ヲ
大
ニ
シ
其
傍
二
樹
木
生
茂
リ
是
ヲ
斬
レ
ハ
崇
ア
リ
ナ
ト
愚

俗
ノ
人
申
伝
へ
、
終
二
田
畠
ノ
害
ト
ナ
ル
事
多
キ
事
ナ
リ
」
(
沖
本
常
吉
編
『
幕
末

一
稲
論
叢
』
[
マ
ツ
ノ
書
店
一
九
七
八
年
]
、
三
三
頁
)

0

(
託
)
同
晝
玉
七
頁
。

(
訂
)
も
っ
と
も
『
防
長
風
士
注
進
案
第
三
巻
奥
阿
武
宰
判
』
冒
頭
の
凡
例

は
、
こ
の
通
説
に
懐
疑
的
で
あ
る
(
同
晝
一
 
1
二
頁
)

0

(
羽
)
徳
丸
前
掲
晝
五
二
1
五
五
頁
。
徳
丸
が
提
示
す
る
の
は
、
『
防
長
寺
社
由

来
第
六
巻
』
中
の
寛
保
元
(
一
七
四
)
年
「
阿
武
郡
上
柴
福
村
西
見
山
八
幡

宮
由
緒
書
」
、
な
ら
び
に
『
防
長
風
士
注
進
案
第
一
七
巻
美
禰
宰
判
』
に
お
け
る

二
箇
所
の
、
合
計
一
箇
所
で
あ
る

(
諦
)
管
見
の
か
ぎ
り
で
は
、
先
の
引
用
以
外
に
熊
臣
が
直
接
「
太
林
神
」
の
語
を
用

い
て
い
る
の
は
、
同
じ
「
誌
稲
論
」
の
次
の
箇
所
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
様
の

含
意
を
示
し
て
い
る
。
「
此
御
世
頃
は
申
も
更
に
上
代
我
国
の
制
度
に
は
神
社
と
申

程
の
社
祠
に
た
と
へ
、
小
祠
・
禿
倉
・
森
神
等
に
て
も
、
い
づ
れ
は
正
社
い
づ
れ
は

、し

一
稲
と
申
差
別
、
歴
代
の
史
書
格
式
に
更
に
無
之
事
に
候
」
(
沖
本
常
吉
編
前
掲

晝
四
九
頁
)

0

た
だ
、
藤
井
が
「
物
知
り
人
」
・
民
間
の
宗
教
者
に
対
し
て
違
和
感
を
示
さ
な
か

つ
た
の
に
対
し
、
岡
熊
臣
は
、
巫
蜆
な
ど
の
民
間
宗
教
者
を
、
民
衆
を
惑
わ
す
も
の

と
し
て
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
こ
こ
で
詳
論
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
が
、
た
と
え
ば
張
憲
生
『
岡
熊
臣
転
換
期
を
生
き
た
郷
村
知
識
人
1

幕

末
国
学
者
の
兵
制
論
と
コ
稲
」
観
』
(
三
元
社
、
二
0
0
二
年
)
の
第
四
章
「
岡

熊
臣
の
「
淫
祀
」
観
1
 
「
一
荏
祀
」
論
批
判
を
中
心
に
」
、
桂
島
宣
弘
『
増
補
改
訂

版
幕
末
民
衆
思
想
の
研
究
1
幕
末
国
学
と
民
衆
宗
教
』
(
文
理
閣
、
二
0
0
五

年
)
の
第
二
章
「
復
古
神
道
と
民
俗
信
仰
1
岡
熊
臣
の
二
荏
祀
解
除
」
批
判
」
な

ど
を
参
照
さ
^
た
い
。

(
如
)
沖
本
常
吉
編
前
掲
晝
一
一
六
頁
。

(
U
)
森
原
の
「
本
社
無
之
槻
木
鎮
座
」
の
大
元
神
1
 
「
神
社
書
上
帳
」
で
は
神

社
に
類
別
さ
れ
て
い
る
ー
、
そ
れ
以
外
は
す
べ
て
森
神
で
あ
り
、
岸
下
の
田
神
、

口
屋
の
水
神
、
道
免
の
荒
神
、
傳
乗
坊
の
地
主
神
、
口
屋
上
の
塞
神
、
ふ
い
と
ぅ
の

地
主
神
が
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
丸
子
山
の
丸
子
山
神
も
記
さ

れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
「
神
社
書
上
帳
」
の
鍋
石
村
の
条
に
記
載
さ
れ
た
森
神
は
四

柱
に
上
り
、
そ
の
う
ち
の
七
柱
を
藤
井
家
で
祀
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

(
C
)
管
見
の
か
ぎ
り
で
は
、
那
賀
郡
二
の
荒
相
・
上
府
・
後
野
・
宇
野
・
下
府

小
笹
・
七
条
・
伊
木
・
長
澤
・
細
谷
、
那
賀
郡
四
の
櫟
田
原
・
朽
木
の
各
村
が
こ
れ

に
該
当
す
る
。
那
賀
郡
四
の
内
村
・
横
山
・
田
橋
の
各
村
は
、
項
目
と
し
て
は
「
森

神
」
が
立
て
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
説
明
に
際
し
て
「
木
根
祭
」
の
栗
用
い
ら
れ

て
い
る

(
心
)
「
神
社
書
上
帳
」
で
は
、
管
見
の
及
ぶ
か
ぎ
り
、
以
下
の
神
社
が
「
本
社
無

之
」
で
「
森
木
鎮
座
」
も
し
く
は
「
正
体
神
木
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
邇
摩
郡
で

は
、
井
尻
村
大
兀
神
社
・
津
淵
村
大
歳
神
社
・
大
屋
村
荒
神
社
・
静
間
村
大
元
神

社
・
同
村
大
兀
神
社
、
邑
智
郡
で
は
今
田
村
山
神
社
・
小
田
村
大
元
神
社
・
矢
上
村

大
兀
神
社
・
谷
住
郷
村
大
元
神
社
、
那
賀
郡
で
は
鍋
石
村
大
元
神
・
黒
澤
村
大
元
神

社
大
元
神
を
は
じ
め
と
し
て
、
す
、
べ
て
「
地
生
え
」
の
神
に
ょ
っ
て
占
め
ら
れ
て

い
る
点
も
興
味
深
い
が
、
い
ず
れ
も
「
當
村
ヨ
リ
凋
之
」
と
し
て
、
共
同
体
祭
祀
で

あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
ち
な
み
に
藤
井
家
に
残
る
邑
智
郡
跡
市
組
田
津
村
の
「
神
社

取
湘
書
上
」
の
控
え
に
は
「
大
元
大
明
神
本
社
無
之
森
木
鎮
座
・
・
:
・
・
造
営
當
村
ヨ

リ
絢
之
と
し
て
神
社
の
項
目
に
書
き
出
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
実
際
の
「
神
社
書
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上
帳
」
で
は
小
社
の
項
目
に
回
さ
れ
て
い
る
事
例
も
存
在
す
る
。
精
査
す
れ
ば
こ
の

よ
う
に
神
木
に
祀
ら
れ
る
小
社
の
事
例
も
か
な
り
見
つ
か
る
は
ず
で
あ
り
、
し
た
が

つ
て
神
社
と
小
社
と
森
神
と
を
藤
井
た
ち
が
判
別
し
た
の
は
、
必
ず
し
も
社
殿
の
有

無
に
の
み
基
づ
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

[
付
記
]
藤
井
靖
久
さ
ん
に
は
、
藤
井
宗
雄
の
著
作
の
閲
覧
・
撮
影
を
お
許
し
い
た

だ
き
、
ま
た
石
見
銀
山
資
料
館
の
仲
野
義
文
館
長
な
ら
び
に
藤
原
雄
高
学
芸
員
に

は
、
資
料
館
所
蔵
の
佐
毘
賣
山
神
社
史
料
の
閲
覧
・
撮
影
に
便
宜
を
図
っ
て
い
た
だ

い
た
。
さ
ら
に
銀
山
町
の
小
社
に
関
し
て
は
、
島
根
大
学
法
文
学
部
の
小
林
准
士
准

教
授
に
ご
教
示
い
た
だ
い
て
い
る
。
、
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。


