
徳
島
県
下
に
お
け
る
岐
神
信
仰
に
関
す
る
言
説

─
一
九
七
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
に
か
け
て
─

近　

藤　

直　

也

一
、
は
じ
め
に

本
稿
は
、「
岐
神
信
仰
論
序
説
─
徳
島
県
下
の
特
異
性
に
つ
い
て
─
」（
二
〇
一
二
年
三
月
刊
、『
徳
島
地
域
文
化
研
究　

一
〇
号
』
所

収
（
以
下
「
別
稿
一
」
と
略
記
す
る
））
と
、「
一
九
五
〇
～
一
九
六
〇
年
代
の
徳
島
県
下
に
お
け
る
岐
神
進
行
に
関
す
る
言
説
」

（
二
〇
一
三
年
三
月
刊
『
徳
島
地
域
文
化
研
究　

一
一
号
』
所
収
（
以
下
「
別
稿
二
」
と
略
記
す
る
））
に
次
ぐ
一
連
の
考
察
の
姉
妹
編

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
併
読
に
よ
っ
て
徳
島
県
下
全
域
の
岐
神
信
仰
の
研
究
史
に
関
す
る
全
容
が
明
ら
か
に
な
る
。

二
、一
九
七
〇
年
代
の
岐
神
信
仰
に
関
す
る
言
説

『
岐
神
信
仰
関
連
に
記
述
は
、
一
九
七
〇
年
代
が
最
も
多
く
、
全
体
で
一
五
編
に
及
ぶ
。
一
九
五
〇
年
代
の
五
編
と
比
べ
て
三
倍
、

六
〇
年
代
の
七
編
と
較
べ
て
も
二
倍
以
上
と
増
え
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
研
究
環
境
が
質
量
と
も
に
整
備
さ
れ
た
結
果
で
あ
り
、
喜
ば
し

い
限
り
で
あ
る
。
こ
の
間
で
最
初
に
公
刊
さ
れ
た
の
は
、
一
九
七
一
年
刊
の
三
木
寛
人
編
著
の
『
木
屋
平
村
史
』
で
あ
っ
た
。

一
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�

お
舟
戸
さ
ん　

わ
が
村
で
山
神
社
に
次
い
で
多
い
の
が
お
舟
戸
さ
ん
で
あ
る
。
舟
戸
神
と
は
防
障
い
わ
ゆ
る
防
病
災
の
神
で
、
祭
神

は
猿
田
彦
命
と
か
さ
ま
ざ
ま
の
説
が
あ
る
。
も
と
も
と
疫
病
や
悪
霊
風
水
害
の
防
障
の
役
割
り
を
果
た
す
神
様
と
さ
れ
て
い
る
が
、

時
世
の
移
行
と
と
も
に
人
々
は
困
難
な
事
態
に
当
面
す
れ
ば
、
そ
の
都
度
に
自
分
の
信
じ
て
い
る
神
仏
を
お
舟
戸
神
と
し
て
祀
る
。

こ
う
し
た
事
柄
な
ど
さ
ま
ざ
ま
の
性
格
を
織
り
込
ん
で
今
日
に
至
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
村
内
に
残
る
こ
の
種
の
神
様
は
一
戸

か
二
戸
で
祀
り
、
す
べ
て
個
人
の
家
の
守
護
神
と
な
っ
て
い
る
。
祭
日
は
旧
正
月
一
六
日
と
旧
二マ
マ［
近
藤
注
：
一
一
の
誤
り
か
］

月
一
六
日
で
あ
る
。
お
舟
戸
様
に

供
え
物
を
す
る
と
き
は
一
切
も
の
を
言
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
俗
説
が
あ
る
。
お
舟
戸
さ
ん
に
は
一
二
人
の
子
供
が
あ
る
の
で
、

供
物
を
供
え
る
と
き
に
も
の
を
い
う
と
、
子
供
達
が
そ
れ
を
知
っ
て
お
先
に
供
物
を
食
べ
て
し
ま
う
か
ら
だ
と
い
う
。
お
舟
戸
さ
ん

を
祀
る
場
所
は
屋
敷
の
中
と
か
、
屋
敷
の
前
か
ま
た
は
屋
敷
よ
り
下
で
祀
る
の
が
普
通
で
あ
る
と
い
う
。
川
上
（
五
座
）・
太
合
（
八

座
）・
谷
口
（
二
座
）・
森
遠
（
七
座
）・
弓
道
（
三
座
）・
八
幡
（
二
座
）・
日
々
宇
（
二
座
）・
内
川
地
（
五
座
）・
川
原
（
一
座
）・

竹
尾
（
三
座
）・
川
井
（
七
座
）・
麻
衣
（
三
座
）・
檪
木
（
四
座
）・
大
北
（
五
座
）・
南
張
（
八
座
）・
ビ
ヤ
ガ
イ
チ
（
一
座
）・
貢

（
二
座
）・
三
ツ
木
（
四
座
）・
杖
谷
（
一
座
）・
樫
原
（
一
四
座
（
延
べ
一
六
座
））・
桑
柄
（
一
座
）・
市
初
（
三
座
）・
菅
蔵
（
四

座
）・
二
戸
（
三
座
）・
木
中
（
一
座
）・
野
々
脇
（
二
座
）・
今
丸
（
六
座
）　

合
計
一
〇
七
座
（
延
べ
一
〇
九
座
）［
近
藤
注
：
実
際

は
個
人
名
が
総
て
入
っ
て
い
た
が
煩
瑣
に
わ
た
る
た
め
座
数
に
置
き
換
え
た
］（
略
）

�

綿
着　

旧
一
一
月
一
五
日
に
そ
の
年
に
生
れ
た
子
の
あ
る
家
で
子
供
の
祝
い
の
宴
を
張
る
。
こ
の
日
、
親
類
や
縁
者
が
祝
い
の
品
を

も
っ
て
お
し
か
け
て
く
る
。
客
は
勝
手
に
着
物
、
布
、
酒
、
金
子
、
家
重
、
ほ
か
い
な
ど
を
も
っ
て
集
ま
り
、
御
馳
走
を
食
べ
て
ど

ん
ち
ゃ
ん
騒
ぎ
を
す
る
。
こ
の
た
め
祝
い
を
う
け
る
家
で
は
婚
礼
と
同
じ
ぐ
ら
い
の
経
費
が
か
か
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
は
本
村
で

は
三
ツ
木
方
面
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
る
。
①

木
屋
平
村
は
、
吉
野
川
の
支
流
の
穴
吹
川
最
上
流
部
に
位
置
す
る
村
で
あ
る
も
の
の
、
近
世
以
前
か
ら
美
馬
郡
に
は
属
さ
ず
麻
植
郡

で
あ
り
続
け
た
。
一
九
七
三
年
以
降
は
美
馬
郡
に
属
し
た
も
の
の
、
文
化
圏
的
に
は
麻
植
郡
の
領
域
と
考
え
て
い
い
。
特
に
岐
神
信
仰

に
関
し
て
は
、
麻
植
郡
内
の
ど
の
町
村
よ
り
も
突
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
岐
神
の
一
〇
七
座
と
い
う
数
の
多
さ
で
も
証
明
し
得
る
。
こ

の
数
は
、
七
六
七
座
と
い
う
神
山
町
に
は
及
ば
な
い
も
の
の
、
村
の
東
端
の
川
井
峠
を
越
え
れ
ば
そ
こ
は
神
山
町
上
分
村
で
あ
り
、
昔

二
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か
ら
人
や
物
の
往
来
は
頻
繁
で
あ
っ

た
。
近
藤
の
神
山
町
で
の
聞
き
取
り
調

査
で
も
、
木
屋
平
村
か
ら
嫁
入
り
さ
れ

た
伝
承
者
に
何
度
か
お
会
い
し
た
。
神

山
町
に
次
い
で
岐
神
信
仰
が
盛
ん
な
の

は
木
屋
平
村
で
あ
る
。
供
物
と
し
て
の

綿
着
と
紙
子
が
無
い
だ
け
で
、
そ
の
他

は
神
山
町
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。
両
者

の
異
同
を
検
証
す
る
意
味
で
、『
村
史
』

の
内
容
を
再
確
認
し
て
お
き
た
い
。

「
山
神
社
に
次
い
で
多
い
の
が
お
舟

戸
さ
ん
」
と
あ
る
条く
だ
りは
、
皮
膚
感
覚
と

し
て
そ
の
多
さ
を
示
し
て
い
る
。
こ
の

項
の
最
後
に
大
字
毎
の
事
例
数
を
示
し

て
い
る
が
、
樫
原
が
一
四
座
で
最
多
を

示
す
も
の
の
、
村
内
総
て
の
地
区
に
ほ

ぼ
万
遍
な
く
分
布
し
て
お
り
、
地
域
的

偏
り
は
無
か
っ
た
（
地
図
１
参
照
）。

「
祭
神
は
猿
田
彦
命
と
か
さ
ま
ざ
ま
の

説
が
あ
る
」
と
い
う
が
、
猿
田
彦
命
と

岐
神
は
基
本
的
に
背
景
を
全
く
異
に
す

地図１．木屋平村内所在の岐神祠分布図

・麻植郡木屋平村内の岐神107座（延べ109座）分布図。各字の数字は岐神祠の数を示す。
・‥‥（点線）は村内の旧村境界線。
・旧二戸（ふたど）村は、昭和30年に中江田村（現美郷村）から吸収合併。

麻植郡
山川町

麻植郡
美郷村

名西郡
神山町

那賀郡
木沢村

美馬郡
一宇村

東祖谷山村

美
馬
郡

穴
　吹
　川

北

穴
吹
町

木屋平村全図

徳島県

燧峠

野々脇
＝

木
中二

戸菅
蔵

旧二戸村
（昭和30年以前は
中枝村（現美郷村
　に属す。）

今丸

市初

ビヤガイチ

三ツ木
杖谷 貢

桑柄

樫原

旧三ツ木村

南張

大北 川井峠

麻衣
川井

檪木

旧川井村
川原

内川地

森遠
谷口太合

日々宇

弓道

穴　
吹　川

川上

（剣山）
1954m

旧木屋平村

木頭村

＝

竹尾

八
幡

１

２

３ ４ ３ １ ２

６

５

７

４３

８

２

２

１
 14
（16）

４

１

５ ３

３

１７２
８

５

三
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る
神
で
あ
り
、
両
者
を
混
同
す
る
事
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
れ
を
見
逃
せ
ば
岐
神
信
仰
追
窮
の
矛ほ
こ

先さ
き

は
完
全
に
鈍
っ
て
し
ま
い
、
全
く
あ

ら
ぬ
方
向
に
暴
走
し
て
し
ま
う
。
後
に
詳
述
す
る
が
、
こ
の
僅
か
な
隙す
き

に
よ
っ
て
先
学
の
多
く
の
研
究
者
達
は
陥か
ん

穽せ
い

に
は
ま
り
、
二
度

と
抜
け
出
せ
な
く
な
っ
て
終
幕
を
迎
え
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。
油
断
は
禁
物
な
の
で
あ
る
。
猿
田
彦
命
は
、
瓊に
に
ぎ
の
み
こ
と

瓊
杵
尊
が
日
向
国
高

千
穂
峰
に
降く
だ

っ
た
時
の
道
案
内
の
神
で
あ
り
、
天
あ
め
の
う
ず
め
の
み
こ
と

鈿
女
命
と
一
対
で
語
ら
れ
る
。
一
方
、
岐
神
は
先
に
別
稿
一
で
詳
述
し
た
如
く
、
キ
・

ミ
神
話
の
「
絶こ

と

ど

妻
之
誓
」
渡わ
た

し
の
条く
だ
りで

登
場
し
た
防
塞
の
神
な
の
で
あ
っ
た
。
道
案
内
と
防
塞
は
そ
の
機
能
に
お
い
て
真
逆
で
あ
り
、

そ
の
混
同
は
絶
対
に
許
さ
れ
ず
、
も
し
こ
れ
を
犯
せ
ば
両
者
と
も
に
そ
の
存
立
基
盤
を
根
底
か
ら
覆
く
つ
が
えし
て
し
ま
う
。
自
殺
行
為
な
の
で

あ
る
。
こ
れ
程
の
大
き
な
意
味
が
あ
る
事
を
努ゆ
め

々ゆ
め

忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。

元
来
「
防
障
の
役
割
り
を
果
た
す
神
様
」
と
い
う
点
は
ほ
ぼ
正せ
い

鵠こ
く

を
得
て
い
る
が
、
時
世
の
移
行
と
共
に
、
困
難
な
事
態
に
直
面
し

た
時
に
「
自
分
の
信
じ
て
い
る
神
仏
を
お
舟
戸
神
と
し
て
祀
る
」
と
は
ど
う
い
う
事
で
あ
ろ
う
か
。
額
面
通
り
解
釈
す
れ
ば
、
あ
ら
ゆ

る
神
仏
の
中
で
岐
神
が
優
先
す
る
事
に
な
る
の
だ
が
、
現
実
に
は
そ
う
は
な
っ
て
い
な
い
。
天
照
大
神
や
八
幡
神
な
ら
ど
こ
の
神
社
で

も
鳥
居
が
あ
り
社
殿
も
備
わ
っ
て
い
る
。
岐
神
に
は
殆
ど
こ
の
よ
う
な
も
の
は
な
く
、
せ
い
ぜ
い
木
ま
た
は
石
製
の
小
祠
が
あ
れ
ば
立

派
な
方
で
あ
り
、
中
に
は
御
神
体
が
剥む

き
出
し
の
ま
ま
風
雨
に
晒さ
ら

さ
れ
て
い
る
も
の
も
珍
し
く
な
い
。
岐
神
と
は
元
来
こ
の
よ
う
な
も

の
で
あ
り
、「
自
分
の
信
じ
て
い
る
神
仏
」
と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
次
元
が
違
う
の
で
あ
り
、
先
に
言
及
し
た
如
く
猿
田
彦
命
と
岐

神
を
同
一
視
す
る
誤
り
と
同
等
で
あ
り
、
同
じ
轍て
つ

を
踏
む
事
に
な
る
。
一
〇
七
座
も
の
岐
神
が
村
内
各
地
に
分
布
す
る
た
め
に
こ
の
よ

う
に
表
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
で
は
岐
神
を
説
明
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
岐
神
は
、
基
本
的
に
来く
な
と
の
さ
へ
の
か
み

名
戸
祖
神
な
の
で
あ
り
、

あ
の
世
と
こ
の
世
の
ケ
ジ
メ
を
つ
け
る
神
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
自
分
の
信
じ
て
い
る
神
仏
」
と
し
て
簡
単
に
置
き
替
え
る
事
は
で
き
な

い
の
で
あ
る
。

一
一
月
一
六
日
と
正
月
一
六
日
と
い
う
年
二
回
の
祭
日
、
そ
し
て
一
二
人
の
子
沢
山
や
沈
黙
裏
の
参
拝
な
ら
び
に
そ
の
理
由
な
ど
も

神
山
町
と
全
く
同
一
で
あ
り
、
明
ら
か
に
神
山
町
の
文
化
が
木
屋
平
村
に
流
入
し
た
と
断
言
し
得
る
。
伝
わ
ら
な
か
っ
た
の
は
岐
神
へ

の
供
物
と
し
て
の
神
綿
着
と
紙
子
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
、
両
者
の
前
後
関
係
が
理
解
で
き
る
。

岐
神
を
祀
る
場
に
つ
い
て
、「
屋
敷
の
中
と
か
、
屋
敷
の
前
か
ま
た
は
屋
敷
よ
り
下
で
祀
る
の
が
普
通
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
神
山
町

四
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の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
両
者
は
共
に
山
村
で
あ
り
、
そ
の
度
合
い
は
木
屋
平
村
の
方
が
強
く
、
水
田
は
殆
ど
無
い
。
山
の
斜
面
に
家

が
南
面
す
る
よ
う
に
建
て
れ
ば
、
当
然
背
後
に
山
を
負
う
形
に
な
る
。
家
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
坂
道
を
登
る
事
に
な
り
、
家
の
入
口

の
手
前
に
岐
神
を
祀
れ
ば
ど
う
し
て
も
「
屋
敷
よ
り
下
で
祀
る
の
が
普
通
」
と
な
る
。
こ
れ
は
、
山
村
の
特
性
で
あ
っ
た
。

一
方
、
子
綿
着
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
神
山
町
と
同
様
に
木
屋
平
村
に
も
あ
っ
た
。
但
し
、
こ
れ
は
三
ツ
木
方
面
限
定
で
あ
る
。
木

屋
平
村
は
、
明
治
二
二
年
以
前
は
上
流
か
ら
木
屋
平
村
・
川
井
村
・
三
ツ
木
村
と
称
し
て
い
た
が
、
特
に
最
下
流
の
三
ツ
木
村
は
麻
植

郡
美
郷
村
や
名
西
郡
神
山
町
と
隣
接
し
て
い
た
た
め
、
両
方
面
か
ら
子
綿
着
文
化
が
流
入
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
注
目
す

べ
き
は
、
そ
の
内
容
が
文
化
一
四
年
（
一
八
一
七
）
頃
成
立
し
た
『
高
河
原
村
風
俗
問
状
答
』
と
か
な
り
似
通
っ
て
お
り
、
他
地
区
の

そ
れ
と
は
明
ら
か
に
一
綿
を
画
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

文
章
の
構
造
を
表
１
に
纏ま
と

め
た
が
、『
問
状
答
』
は
大
き
く
ａ
～
ｃ
の
三
節
に
分
か
れ
る
が
、『
村
史
』
は
そ
れ
を
な
ぞ
る
よ
う
な
形

で
a’
～
c’
の
三
節
に
対
応
す
る
。
当
初
、
こ
の
項
の
執
筆
者
が
『
問
状
答
』
を
下
敷
き
に
し
て
記
し
た
の
で
は
な
く
、
偶
然
の
一
致
だ

と
考
え
て
い
た
が
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
っ
た
。『
村
史
』
を
よ
り
詳
細
に
検
討
す
れ
ば
、

�

川
井
峠
と
燧
ひ
う
ち

峠
は
大
正
四
年
に
車
道
の
穴
吹
線
が
通
ず
る
ま
で
文
化
移
入
の
大
動
脈
で
あ
っ
た
。（
略
）
川
井
峠
を
利
用
し
た
村
人
は

主
と
し
て
現
在
の
川
井
通
学
区
と
木
屋
平
村
通
学
区
で
あ
り
、
燧
峠
を
利
用
し
た
村
人
は
、
二
戸
、
三
ツ
木
通
学
区
で
あ
る
。（
略
）

こ
の
こ
と
は
交
通
圏
内
に
於
け
る
風
習
に
よ
っ
て
も
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
一
つ
に
「
綿
着
」
と
い
う
年
中
行
事
が
三
ツ
木
一
帯
に
は
ま

だ
残
っ
て
い
る
が
、
川
井
・
木
屋
平
に
は
な
く
、
燧
峠
を
越
え
た
美
郷
村
に
は
そ
の
風
習
が
あ
る
。
綿
着
と
は
旧
暦
一
一
月
一
五
日

に
、
そ
の
年
に
生
ま
れ
た
子
供
の
お
祝
い
を
す
る
行
事
で
、
山
瀬
・
川
田
・
阿
波
郡
な
ど
で
行
な
わ
れ
、「
高
川
原
風
俗
問
状
答

4

4

4

4

4

4

4

4

」（
傍
点
近
藤
）
の

中
に
も
こ
の
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
県
内
で
は
相
当
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
行
な
わ
れ
た
も
の
に
違
い
な
い
。
但
し
ど
う
い
う
理

由
か
川
井
・
木
屋
平
に
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
を
ど
う
意
味
づ
け
て
よ
い
か
。
忌
部
氏
族
の
研
究
家
、
池
上
徳
平
は
「
こ
れ
は

忌
部
一
族
の
風
習
の
一
つ
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。
②

五
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と
あ
る
、
傍
点
部
に
あ
る
如
く
、
村
史
執
筆
者
は
既
に
風
俗
問
状
答
の
存
在
を
認
識
し
て
お
り
、
更
に
該
書
所
載
の
「
綿
着
」
の
条
く
だ
り

に
関
し
て
も
熟
知
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
点
を
念
頭
に
置
け
ば
、
妙
に
両
者
が
重
な
る
た
め
、
思
わ
ず
近
藤
が
表
１
に
纏
め
た
比

較
対
照
表
は
強あ
な
がち

見け
ん

当と
う

違
い
で
は
な
か
っ
た
。
村
史
執
筆
者
は
、
文
化
一
四
年
（
一
八
一
七
）
頃
記
さ
れ
た
名
西
郡
『
高
河
原
村
風
俗

問
状
答
』
を
下
敷
き
に
し
、
そ
の
一
五
四
年
後
に
村
内
独
自
の
要
素
（
布
・
酒
・
金
子
の
項
目
と
、
婚
礼
と
同
じ
ぐ
ら
い
の
経
費
が
か

か
る
事
）
を
追
加
し
て
「
綿
着
」
を
解
説
し
て
い
た
。
現
在
の
旧
三
ツ
木
村
内
の
「
綿
着
」
の
説
明
に
、
換
骨
奪
胎
し
て
近
世
末
の
名

西
郡
高
河
原
村
（
現
石
井
町
高
川
原
）
の
記
事
を
援
用
す
る
の
は
如い
か
が何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
「
綿
着
」
を
説
明
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
原
典
は
明
記
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

更
に
注
目
す
べ
き
は
、
綿
着
の
村
内
に
お
け
る
分
布
範
囲
で
あ
る
。
先
に
地
図
１
で
明
示
し
た
如
く
、
村
内
最
下
流
部
の
三
ツ
木
地

区
に
し
か
見
ら
れ
ず
、
旧
川
井
村
・
旧
木
屋
平
村
に
は
綿
着
祝
い
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
現
実
が
あ
る
。
執
筆
者
は
、
こ
の
理

由
を
村
内
を
貫
流
す
る
交
通
の
二
大
動
脈
の
一
つ
で
あ
る
燧
ひ
う
ち

峠
を
越
え
て
美
郷
村
や
山
瀬
村
の
綿
着
文
化
が
伝
播
し
た
た
め
で
あ
る
と

説
明
す
る
。
だ
が
、
こ
の
説
に
は
賛
同
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
、
も
う
一
つ
の
大
動
脈
で
あ
る
川
井
峠
越
え
の
神
山
町
に
も
綿
着
習
俗

（
子
綿
着
・
神
綿
着
の
両
方
を
含
む
）
が
分
布
し
て
お
り
、
こ
の
峠
を
通
じ
て
伝
播
す
る
可
能
性
も
十
分
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
む
し

ろ
、
神
山
町
の
方
が
綿
着
に
関
し
て
は
強
烈
な
分
布
地
域
で
あ
り
、
美
郷
村
や
山
川
町
の
比
で
は
な
い
。
執
筆
者
は
、
神
山
町
に
綿
着

綿
着　

旧
暦
一
一
月
一
五
日
に
そ
の
年
に
生
ま
れ
た
子
の
あ
る
家
で
子
供
の
祝
い
の
宴
を
張
る
。
こ
の
日
、親
類
や
縁
者
が
祝
い
の
品
を
も
っ
て
お
し
か
け
て
く
る
。
こ
の
た
め
祝
い
を
う
け
る
家
で
は
婚
礼
と
同
じ
ぐ
ら
い
の
経
費
が
か
か
る
と
い
わ
れ
る
。

客
は
勝
手
に
着
物
、
布
、
酒
、
金
子
、
家
重
、
ほ
か
い
な
ど
を

も
っ
て
集
ま
り
、
御
馳
走
を
食
べ
て
ど
ん
ち
ゃ
ん
騒
ぎ
を
す
る
。

表
１
『
高
河
原
村
風
俗
問
状
答
』
と
『
木
屋
平
村
史
』
の
比
較
対
照
表

文
化
一
四
年
（
一
八
一
七
）
頃
成
立
『
高
河
原
村
風
俗
問
状
答
』

此
月
十
五
日
は
綿
着
の
祝
儀
日
と
申
て
、
男
女
誕
生
御
座
候
家
は
、
親
類
の
家
よ
り
色
々
成
着
物
に
、
闍
行
家
重
肴
添
て
送
り
、
某
家
々
に
は
客
を
仕
、
村
内
重
の
内
に
披
露
仕
仕
儀
に
て
御
座
候
。

対応

対応

対応

昭
和
四
六
年
（
一
七
九
一
）
成
立
『
木
屋
平
村
史
』

aʼ

bʼ

cʼ

a

b

c
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が
濃
厚
に
分
布
す
る
事
実
を
知
ら
な
か
っ
た
た
め
こ
の
よ
う
な
説
を
立
て
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
再
考
を
要
す
る
。

前
述
の
如
く
岐
神
一
〇
七
祠
は
村
内
に
満
遍
な
く
分
布
し
て
お
り
な
が
ら
、
子
綿
着
の
分
布
は
旧
三
ツ
木
村
内
限
定
で
あ
っ
た
。「
こ

れ
を
ど
う
意
味
づ
け
て
よ
い
か
」
と
執
筆
者
は
悩
み
、「
忌
部
一
族
の
風
習
の
一
つ
」
と
す
る
池
上
説
で
解
釈
し
よ
う
と
す
る
が
、
こ
こ

に
も
一
つ
の
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
旧
三
ツ
木
村
の
庄
屋
を
代
々
務
め
て
い
た
三
木
家
に
は
、
中
世
以
降
の
大
嘗
祭
に
麁あ
ら
た
え服
を
献
上
し

た
古
文
書
が
数
多
く
保
存
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
中
に
「
山
崎
の
市
」
で
年
二
回
会
合
を
持
ち
、
麁
服
献
上
の
打
合
わ
せ
を
し
た
記
録
が

残
っ
て
い
た
。
こ
れ
を
明
治
初
年
に
見
出
し
、『
延
喜
式
』
所
載
の
阿
波
忌
部
神
社
が
山
瀬
村
（
現
山
川
町
）
山
崎
忌
部
所
在
の
天
日
鷲

神
社
で
あ
る
事
を
論
証
し
た
の
が
、
当
時
名
東
県
の
職
員
で
あ
っ
た
小
杉
榲す
ぎ

邨む
ら

で
あ
っ
た
事
は
先
（
別
稿
一
参
照
）
に
言
及
し
た
。

池
上
説
は
こ
の
小
杉
説
を
祖
述
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
三
木
家
と
旧
川
井
村
の
庄
屋
と
旧
木
屋
平
村
の
庄
屋
と
は
互
い
に
親
戚
同
志

で
あ
り
一
族
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
大
局
的
に
み
れ
ば
彼
ら
は
全
員
忌
部
の
末
裔
な
の
で
あ
り
、「
綿
着
」
が
「
忌
部
一
族
の
風
習
の
一

つ
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
旧
川
井
村
と
旧
木
屋
平
村
に
も
分
布
し
な
い
と
お
か
し
い
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
川
井
峠
を
越

え
て
名
西
郡
神
山
町
か
ら
綿
着
文
化
が
流
入
し
て
も
当
然
な
の
だ
が
、
そ
う
は
な
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
綿
着
の

風
習
を
忌
部
一
族
の
風
習
の
一
つ
と
す
る
池
上
説
は
誤
り
と
な
る
。
綿
着
分
布
圏
の
西
端
が
た
ま
た
ま
旧
三
ツ
木
村
で
あ
り
、
そ
こ
か

ら
上
流
の
旧
川
井
村
や
旧
木
屋
平
村
に
は
伝
わ
ら
な
か
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
綿
着
文
化
の
流
入
は
、
全
体
の
分
布
状
況
か
ら
判
断
す
れ

ば
木
屋
平
村
に
と
っ
て
比
較
的
新
し
い
現
象
で
あ
り
、
恐
ら
く
近
世
末
頃
に
燧
峠
を
越
え
て
最
初
に
旧
三
ツ
木
村
に
流
入
し
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
本
来
な
ら
ば
こ
こ
か
ら
上
流
に
向
け
て
ジ
ワ
ジ
ワ
と
伝
播
し
て
行
く
の
だ
が
、
明
治
維
新
の
激
動
期
を
迎
え
、
こ
こ
で

停
止
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

一
九
七
二
年
刊
の
『
板
野
町
史
』
に
は
二
件
の
綿
着
が
記
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
通
過
儀
礼
の
項
で
あ
り
、
他
は
年
中
行
事
の
項
で

あ
る
。
地
元
で
は
、
両
面
か
ら
記
述
す
る
程
の
大
切
な
催
事
な
の
で
あ
ろ
う
。

綿
着　

初
め
て
迎
え
る
冬
に
、
綿
入
れ
の
着
物
を
母
里
よ
り
贈
っ
て
祝
う
。（
略
）

十
一
月
十
五
日　

綿
着
祝　

七
五
三
の
祝
と
も
い
う
。
親
戚
や
嫁
の
里
か
ら
子
供
の
晴
着
を
送
る
習
わ
し
が
あ
る
。
③

先
の
「
初
め
て
迎
え
る
冬
」
と
は
一
一
月
一
五
日
を
指
す
が
、
年
中
行
事
に
重
き
を
置
か
な
い
「
出
産
」
の
項
の
た
め
に
こ
の
よ
う

七
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な
表
記
と
な
っ
た
。
嫁
の
実
家
か
ら
「
綿
入
れ
の
着
物
」
を
贈
る
と
い
う
点
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
が
本
来
の
綿
着
の
あ
る
べ

き
姿
な
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
年
中
行
事
の
項
で
は
「
七
五
三
の
祝
と
も
い
う
」
と
あ
り
、
綿
着
が
七
五
三
に
埋
没
し
て
し
ま
い
、

本
来
の
あ
る
べ
き
姿
を
失
な
い
つ
つ
あ
る
。
即
ち
、
嫁
の
里
か
ら
は
元
来
「
綿
入
れ
の
着
物
」
を
こ
そ
贈
る
べ
き
な
の
に
、
こ
れ
が

七
五
三
の
祝
い
を
意
識
し
た
「
晴
着
」
に
置
き
替
わ
る
の
で
あ
っ
た
。
綿
着
と
は
、
元
来
神
綿
着
と
紙
子
に
見
ら
れ
る
如
く
、
一
一
月

一
五
日
か
ら
一
月
一
五
日
に
至
る
二
ケ
月
間
の
忌
み
を
伴
う
当
歳
児
の
冬
越
し
の
神
事
で
あ
っ
た
。
こ
の
綿
着
と
七
五
三
の
晴
着
は
元

は
異
質
な
も
の
で
あ
り
、
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
元
の
意
味
が
忘
れ
去
ら
れ
る
と
残
念
な
が
ら
こ
の
よ
う
に
い
と
も
簡

単
に
え
た
い
の
知
れ
な
い
近
世
中
期
起
源
の
行
事
に
吸
収
合
併
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

金
沢
治
氏
は
、
一
九
七
三
年
発
表
の
「
徳
島
県
の
民
間
信
仰
」
の
中
で
岐
神
を
紹
介
し
て
い
る
。
先
述
の
「
阿
波
北
方
年
中
行
事
」

以
来
、
三
七
年
ぶ
り
で
二
回
目
の
言
及
で
あ
る
。

�

道
祖
神　

阿
波
で
は
舟
戸
さ
ん
（
様
）、
オ
フ
ナ
ツ
さ
ん
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
猿
田
彦
命
に
付
会
さ
れ
て
い
る
が
、
外
か
ら
く
る
疫

病
、
悪
霊
な
ど
を
、
村
境
・
峠
・
橋
の
た
も
と
な
ど
で
防
ぐ
た
め
に
祀
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
行
路
の
神
、
旅
の
神
と
し
て
の

信
仰
も
加
わ
り
、
さ
ら
に
手
や
足
の
痛
み
を
治
す
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
る
。
木
頭
村
で
は
農
業
神
、
さ
ら
に
子
ど
も
を
守
る
神

と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
る
。

�

祭
日
は
十
二マ
マ

月
十
六
日
で
、
お
綿
着
と
称
し
て
箸
ま
た
は
竹
に
綿
を
巻
き
つ
け
て
祀
り
、
正
月
十
六
日
に
は
「
カ
タ
ビ
ラ
」
と
い
っ

て
紙
型
を
着
物
状
に
切
っ
て
祀
る
。
昭
和
三
十
四
年
の
調
査
に
よ
る
と
神
領
地
区
だ
け
で
百
十
二
の
オ
フ
ナ
ツ
サ
ン
が
祀
ら
れ
て
い

る
。

�　

木
頭
村
南
宇
で
は
舟
戸
さ
ん
は
「
チ
ン
バ
の
神
様
」
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
十
月
十
日
に
神
々
が
全
部
出
雲
へ
集
合
す
る
が
、
舟

戸
さ
ん
は
ち
ん
ば
の
た
め
、
あ
と
に
残
っ
て
子
ど
も
の
お
守
り
を
す
る
。
正
月
の
お
供
え
は
こ
っ
そ
り
ま
つ
ら
な
い
と
、
子
ど
も
た

ち
が
目
を
さ
ま
し
て
食
べ
て
し
ま
っ
て
舟
戸
さ
ん
に
は
あ
た
ら
な
い
。
そ
の
た
め
夜
遅
く
か
朝
早
く
お
供
え
す
る
慣
習
が
残
っ
て
い

る
。
④

見
出
し
が
「
道
祖
神
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
出
版
社
の
編
集
方
針
で
つ
け
た
ま
で
で
あ
る
。
全
国
的
に
は
「
道
祖
神
」
で
通

八
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用
す
る
の
だ
が
、
徳
島
県
下
で
は
「
道
祖
神
」
と
呼
ば
れ
る
神
は
殆
ど
存
在
し
な
い
。
そ
の
た
め
、
氏
は
冒
頭
で
「
阿
波
で
は
舟
戸
さ

ん
（
様
）、
オ
フ
ナ
ト
さ
ん
と
呼
ば
れ
て
い
る
」
と
断
わ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
阿
波
の
独
自
性
を
暗
に
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
、「
猿

田
彦
命
に
付
会
さ
れ
て
い
る
が
」
と
し
て
岐
神
の
本
来
の
防
塞
性
を
明
言
し
、
簡
単
に
は
陥か
ん

穽せ
い

に
填は
ま

ら
な
い
学
術
的
姿
勢
を
高
く
評
価

し
た
い
。

一
方
、「
祭
日
は
十
二4

月（
傍
点
近
藤
）

十
六
日
」
と
し
て
神
山
町
神
領
地
区
の
事
例
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
は
九
年
前
の
飯
田
氏
の
「
船
戸

神
考
」
と
同
じ
誤
り
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
金
沢
氏
も
『
神
領
村
誌
』
の
「
民
間
信
仰
」
だ
け
し
か
見
ず
、「
年
中
行
事
」
の
項
と
の
比

較
対
象
を
怠
っ
て
い
た
。
抑
々
、
氏
は
一
九
三
六
年
の
「
阿
波
北
方
年
中
行
事
」
の
中
で
「
十
一
月
十
六
日　

◦
「
お
ふ
な
た
は
ん
」

と
い
ふ
」
と
報
告
さ
れ
た
御
本
人
で
あ
り
、
こ
れ
が
年
中
行
事
と
し
て
の
岐
神
信
仰
の
初
見
史
料
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
日
取
り
の
間

違
い
に
は
是
非
気
付
い
て
欲
し
か
っ
た
の
だ
が
、
誤
り
は
こ
こ
で
も
放
置
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

こ
の
他
氏
は
那
賀
郡
木
頭
村
南
宇
の
事
例
を
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
岐
神
は
足
が
不
自
由
な
た
め
一
〇
月
一
〇
日
に
出
雲
へ
参
集
で

き
ず
、
居
残
っ
て
子
守
り
す
る
と
い
う
事
例
を
紹
介
し
て
い
る
。
後
に
詳
述
す
る
が
、
岐
神
足
悪
伝
承
は
那
賀
郡
か
ら
海
部
郡
に
か
け

て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
名
西
・
名
東
郡
以
北
に
は
分
布
し
な
い
。
独
自
の
文
化
圏
を
形
成
し
て
い
た
。
一
方
、
沈
黙
裏
の
参
拝
・

子
沢
山
伝
承
は
神
山
町
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
か
ら
推
せ
ば
、
足
悪
伝
承
は
子
沢
山
伝
承
の
一
変
化
型
で
あ
り
、
居
残
っ
て
の
子

守
り
の
理
由
付
け
と
し
て
該
地
方
で
考
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
管
見
で
は
、
こ
れ
が
岐
神
足
悪
伝
承
の
初
見
で
あ
っ
た
。

�

一
九
七
五
年
刊
の
板
野
郡
『
土ど

成な
り

町
史
』
に
は
、
綿
着
（
十
一
月
十
五
日
）
七
五
三
の
祝
と
も
い
う
。
誕
生
し
て
初
め
て
綿
入
れ
の

衣
服
を
着
用
す
る
の
意
で
綿
着
と
い
う
。
氏
神
に
参
詣
し
赤
飯
を
む
し
て
祝
い
を
す
る
。
⑤

と
あ
る
。
先
述
し
た
如
く
、
綿
着
の
基
本
は
生
後
初
め
て
一
一
月
一
五
日
を
迎
え
る
嬰
児
に
綿
入
れ
着
物
を
着
せ
る
の
が
本
来
の
意

味
で
あ
り
、
七
五
三
の
祝
い
と
は
無
関
係
で
あ
っ
た
。
偶た
ま

々た
ま

日
取
り
が
一
一
月
一
五
日
で
あ
っ
た
た
め
七
五
三
の
祝
い
と
混
同
さ
れ
る

の
だ
が
、
綿
着
の
背
景
に
は
古
代
以
来
続
く
岐
神
信
仰
が
あ
り
、
近
世
中
期
始
源
の
七
五
三
の
祝
い
と
は
異
質
な
も
の
で
あ
る
。
岐
神

の
子
沢
山
伝
承
に
裏
打
ち
さ
れ
た
結
果
、
子
綿
着
神
事
が
醸
成
さ
れ
た
事
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。「
七
五
三
の
祝
と
も
い
う
」
で
は
、

古
代
以
来
の
由
緒
正
し
い
行
事
が
近
世
中
期
始
源
の
都
市
伝
説
に
呑
み
込
ま
れ
、
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
見
失
う
結
果
に
陥

九
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る
。

�

一
九
七
六
年
一
〇
月
刊
の
板
野
郡
『
松
茂
町
誌　

下
巻
』
に
は
、
綿
着　

旧
一
一
月
一
五
日
、
子
供
が
生
ま
れ
て
初
め
て
の
冬
に
、

綿
入
れ
の
着
物
を
嫁
の
実
家
か
ら
贈
り
、
贈
ら
れ
た
家
で
は
赤
飯
を
配
る
。
こ
れ
は
今
も
農
家
で
は
行
な
わ
れ
て
い
る
。
⑥

と
あ
る
。
年
中
行
事
の
項
目
で
あ
り
な
が
ら
、
七
五
三
行
事
に
は
一
切
触
れ
ず
、
一
一
月
一
五
日
を
「
綿
着
」
で
書
き
切
っ
て
し
ま
う

点
は
高
く
評
価
し
た
い
。
地
元
固
有
の
行
事
を
重
視
し
て
い
る
表
れ
で
あ
り
、
先
の
『
土
成
町
史
』
と
は
好
対
照
で
あ
る
。
ま
た
、「
今

も
農
家
で
は
行
な
わ
れ
て
い
る
」
と
す
る
条く
だ
りは
、
綿
着
に
込
め
る
思
い
が
し
っ
か
り
と
伝
わ
っ
て
く
る
。

こ
の
他
、
同
書
に
は
約
一
五
〇
件
程
の
「
町
内
の
屋
敷
神
調
」
一
覧
表
」
が
纏
め
ら
れ
て
あ
る
。
住
所
・
管
理
者
・
祭
神
・
祭
日
・

建
立
年
の
順
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
岐
神
に
関
す
る
も
の
を
抜
き
出
す
と
七
社
を
確
認
す
る
事
が
で
き
た
。

（
大
字
中
喜
来
字
）

中
か
う
や
三
八　

村
田
巌　

船
戸
の
神　

旧
一
一
・
一
六　

不
明
（
略
）

南
か
う
や
中
の
越　

片
山
重
幸　

船
戸
の
神　

一
〇
・
二
四　

不
明
（
略
）

南
か
う
や
南
の
越
一　

福
田
吉
治　

船
戸
の
神　

一
二
・
一
六　

不
明
（
略
）

南
か
う
や
北
の
越
一　

加
島
誉
義　

船
戸
の
神　

な
し　

不
明

南
か
う
や
北
の
越
三　

富
士
田
正
之　

船
戸
の
神　

適
期
日　

不
明
（
略
）

南
か
う
や
北
の
越
一
一　

三
木
カ
ガ
ノ　

船
戸
の
神　

適
期
日　

不
明
（
略
）

（
大
字
広
島
字
）（
略
）

北
ハ
リ
二
二　

鈴
江
隆
男　

船
戸
の
神
（
石
像
）　

な
し　

不
明　

⑦

地
元
の
歴
史
民
俗
資
料
館
学
芸
員
の
松
下
氏
の
お
話
に
よ
れ
ば
、
こ
の
辺
は
屋
敷
神
信
仰
が
盛
ん
で
、
特
に
中な
が

喜ぎ

来ら
い

地
区
は
殆
ど
の

家
で
祀
っ
て
い
る
と
の
こ
と
。
こ
れ
を
反
映
し
て
か
、
一
覧
表
で
も
半
数
以
上
が
同
地
区
の
も
の
で
あ
り
、
岐
神
限
定
で
は
七
分
の
六

が
中
喜
来
に
集
中
し
、
残
り
一
例
は
広
島
地
区
所
在
で
あ
っ
た
。
中
で
も
村
田
巌
氏
宅
の
岐
神
は
旧
暦
一
一
月
一
六
日
を
例
祭
日
と
し

て
お
り
、
神
山
町
の
岐
神
祭
祀
と
も
同
日
で
あ
り
、
最
も
古
風
を
留
め
て
い
そ
う
で
あ
る
。
実
際
に
お
話
を
伺
う
と
、
今
で
も
御
夫
婦
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写
真
１
－
１

　

�

松
茂
町
中
か
う
や
38
の
村
田
巌
氏
家
の
船
戸
神
の
祠
と
そ
の
幟
。
現
在

で
も
毎
日
祠
へ
の
祀
り
は
欠
か
さ
ず
営
ま
れ
て
お
り
、
毎
年
11
月
16
日

に
な
れ
ば
幟
を
立
て
て
神
主
を
招
き
大
祭
を
催
さ
れ
る
と
の
事
。
御
当

主
巌
氏
か
ら
は
詳
し
く
お
教
え
戴
い
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

写
真
１
－
２

　

船
戸
大
明
神
の
正
面
全
景
。
手
前
の
容
器
は
供
物
を
供
え
る
た
め
の
も
の
。

一
一
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で
毎
日
屋
敷
地
の
一
隅
で
神
祀
り
を
さ
れ
、
毎
年
一
一
月
一
六
日
に
は

鏡
餅
を
搗
い
て
供
え
て
い
る
と
の
こ
と
（
写
真
１
参
照
）。
更
に
戦
前
ま

で
は
、
近
所
の
人
々
数
人
が
一
一
月
一
六
日
に
お
参
り
に
来
て
各
々
綿

を
鏡
餅
の
縁へ
り

に
供
え
て
い
た
。
岐
神
は
子
沢
山
の
神
で
、
冬
を
迎
え
る

に
際
し
て
子
供
に
綿
入
れ
を
着
せ
る
の
に
綿
が
無
く
て
不
自
由
し
て
い

る
の
で
供
え
る
。
特
に
妊
婦
が
こ
の
綿
を
供
え
る
と
、
オ
フ
ナ
ト
サ
ン

は
子
育
て
の
神
さ
ん
な
の
で
安
産
と
子
供
の
生
育
に
御
利
益
が
あ
る
と

い
う
。

綿
を
箸
に
巻
き
つ
け
て
供
え
た
り
、「
綿
着
」
と
い
う
名
称
は
聞
け
な

か
っ
た
も
の
の
、
一
一
月
一
六
日
の
祭
礼
日
、
子
沢
山
の
神
で
子
育
て

の
神
、
綿
の
供
物
と
い
う
三
点
で
は
神
山
町
の
伝
承
と
共
通
す
る
。
松

茂
町
内
に
お
け
る
他
の
六
社
の
「
船
戸
神
」
も
、
元
は
こ
れ
と
似
通
っ

た
伝
承
を
持
っ
て
い
た
と
推
測
し
得
る
。
管
見
で
は
、
岐
神
に
対
す
る

綿
の
供
物
の
東
限
は
こ
こ
に
あ
り
、
一
一
月
一
五
日
の
子
綿
着
と
の
関

連
と
相
俟
っ
て
七
五
三
の
祝
い
以
前
の
古
風
を
考
え
る
上
で
こ
の
事
例

は
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
っ
た
。

一
九
七
六
年
一
〇
月
刊
の
『
阿
波
郷
土
会
報　

年
譜
第
十
集　

丙
辰
』
に
は
、
植
村
芳
雄
氏
の
「
阿
波
の
性
神
考
」
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
が
、
岐
神
へ
の
言
及
が
あ
る
。「
鴨
島
町
に
あ
る
舟
戸
神
社
」
と
題
し
て
、

�

鴨
島
町
飯
尾
の
工
藤
瑞
一
氏
の
屋
敷
内
に
男
根
石
の
舟
戸
神
社
が
あ
る
。
約
三
千
年
前
位
前
の
も
の
で
あ
る
と
い
は
れ
、
鳥
居
龍

蔵
・
喜
田
貞
吉
両
博
士
の
調
査
で
折
紙
付
の
品
物
で
あ
る
と
い
う
。（
略
）
鴨
島
町
に
は
も
う
一
基
麻
植
塚
に
舟
戸
神
社
が
あ
る
が
、

（
略
）
藩
政
時
代
建
立
の
庚
申
塔
の
横
に
あ
り
、
昭
和
五
年
再
建
と
横
面
に
刻
字
し
て
あ
る
が
、
元
の
形
等
は
今
の
所
は
わ
か
ら
な
い

写真１－３�　船戸大明神の御神体。かつては、11月16日の大祭に
は、餅が供えられ、近所の人々は餅の周囲に綿を供えて
子供の成長や安産を祈願していた。村田家の庭の一隅に
祀られているため、近所の人々は自由にお参りできた。
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が
、
こ
こ
の
は
此
の
位
置
が
吉
野
川
の
川
岸
段
丘
に
な
っ
て
ゐ
る
の
で
、
渡
船
の
安
全
を
祈
っ
た
船
渡
神
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
⑧

と
あ
る
。
男
根
石
を
舟
戸
神
と
称
し
て
崇
拝
す
る
例
は
県
下
で
は
珍
し
く
、
管
見
で
は
こ
こ
だ
け
で
あ
る
。
一
一
六
九
年
頃
成
立
し
た

『
梁
鹿
秘
抄
』
に
は
、「
380
遊あ
そ
び女

の
好こ
の

む
物も
の

、
雑ざ
ぶ
げ
い
つ
づ
み
こ
は
し
ぶ
ね

芸
鼓
小
端
船
、
簦
お
ほ
か
さ
か
ざ
し
と
も
と
り
め
を
と
こ

翳
艫
取
女
男
の
愛あ
い

祈い
の

る
百
大
夫
⑨
」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
百
大
夫
」

こ
そ
が
男
根
の
形
を
し
た
遊
女
の
守
り
神
で
あ
っ
た
。
ま
た
こ
れ
よ
り
八
二
年
前
の
一
〇
八
七
年
成
立
の
『
傀く

ぐ

つ
儡
子
記
』
に
は
「
夜
は

百
神
を
祭
り
て
、
鼓こ
ぶ
く
わ
ん
か

舞
喧
嘩
し
て
、
福
さ
い
は
ひの

助た
す
けを

祈
れ
り
」
⑩
と
あ
る
。「
百
神
」
と
は
「
百
大
夫
」
の
事
で
あ
り
、
遊
女
だ
け
で
な
く
あ

や
つ
り
人
形
で
生
活
の
糧か
て

を
え
て
い
た
傀く

儡ぐ

子つ

達
も
百
大
夫
を
守
り
神
と
し
て
い
た
。
こ
の
両
者
を
考
え
合
わ
す
と
、
前
述
の
『
貞
光

町
史
』（
別
稿
二
参
照
）
に
あ
っ
た
人
形
芝
居
の
座
元
で
あ
っ
た
平
松
一
統
が
奉
祭
し
て
い
た
。「
船
戸
神
社
」
と
の
関
連
も
当
然
視
野

に
入
っ
て
く
る
。
少
な
く
と
も
、
祭
神
が
言
わ
れ
る
如
き
「
石
い
し
こ
り
ど
め
の
み
こ
と

凝
姥
命
」
で
は
な
か
っ
た
事
は
確
か
で
あ
る
。
飯
尾
の
船
戸
神
社
と
し

て
の
男
根
石
が
、
約
三
千
年
以
前
の
も
の
か
否
か
は
確
証
が
無
い
の
で
何
と
も
言
え
な
い
が
、
平
安
期
の
百ひ
ゃ
く
だ
ゆ
う

大
夫
神
と
の
関
連
は
ほ
ぼ

確
実
で
あ
る
。
加
え
て
、
先
に
詳
述
し
た
が
『
本
朝
世
紀
』
所
載
の
天
慶
元
年
（
九
三
八
）
九
月
二
日
の
岐
神
に
関
す
る
記
事
で
「
刻

繪
陰
陽
」
し
た
男
女
像
が
道
の
辻
々
に
祀
ら
れ
て
い
た
部
分
と
も
密
接
に
関
連
す
る
（
別
稿
一
参
照
）。
こ
れ
は
、
先
の
『
傀
儡
子
記
』

よ
り
も
一
四
九
年
も
前
の
記
事
で
あ
り
、
岐
神
と
性
器
崇
拝
の
関
連
は
九
三
八
年
当
時
の
平
安
京
で
は
直
接
繋
が
り
大
流
行
し
て
い
た

が
、
そ
の
名
残
り
が
鴨
島
町
飯
尾
に
現
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。（
五
三
頁
写
真
５
参
照
）

も
う
一
つ
の
麻
植
塚
の
舟
戸
神
社
で
あ
る
が
、
吉
野
川
の
河
岸
段
丘
上
に
位
置
す
る
た
め
「
渡
船
の
安
全
を
祈
っ
た
船
渡
神
」
と
し

て
い
る
が
、
前
述
し
た
如
く
フ
ナ
ト
は
元
来
「
来く
な
と
の
さ
へ
の
か
み

名
戸
祖
神
で
邪
悪
の
侵
入
を
阻
止
す
る
神
で
あ
り
、
文
字
に
惑
わ
さ
れ
船
で
説
明
し

て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
も
、
元
は
結
界
の
意
味
で
建
立
さ
れ
た
神
石
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
九
七
七
年
刊
の
『
小
松
島
市
史　

風
土
記
』
編
に
は
、
一
一
月
一
五
日
の
項
に
「
七
五
三
」
と
し
て
、

�

昔
は
、
男
女
三
才
の
髪
置
、
男
五
才
の
袴
着
、
女
児
七
才
の
帯
祝
い
を
し
氏
神
へ
参
っ
た
習
わ
し
が
今
も
姿
を
か
え
益
々
盛
ん
に
に

行
わ
れ
て
い
る
。
子
供
が
生
ま
れ
て
初
め
て
の
冬
に
嫁
あ
る
い
は
、
婿
の
実
家
か
ら
綿
入
れ
の
着
物
が
贈
ら
れ
る
習
わ
し
が
あ
っ
た
。

⑪
と
あ
る
。
前
半
部
分
は
、
現
在
進
行
形
の
所
謂
七
五
三
の
祝
い
で
氏
神
祭
り
の
事
柄
を
記
し
て
い
る
が
、
後
半
は
「
綿
着
」
の
文
言
は

一
三
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無
い
も
の
の
、
明
ら
か
に
子
綿
着
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。
岐
神
に
綿
を
供
え
る
神
綿
着
こ
そ
な
い
も
の
の
、
か
つ
て
小
松
島
市
に
お

い
て
も
子
綿
着
が
存
在
し
て
い
た
事
が
こ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
。
管
見
で
は
、
子
綿
着
分
布
の
南
東
限
で
あ
っ
た
。
こ
れ
よ
り

南
の
勝
浦
郡
・
那
賀
郡
・
海
部
郡
に
は
分
布
し
て
い
な
い
。
子
綿
着
の
分
布
範
囲
を
確
定
す
る
意
味
で
、
こ
の
史
料
は
極
め
て
重
要
な

意
味
を
持
つ
。

一
九
七
八
年
六
月
刊
の
『
吉
野
町
史　

下
巻
』
に
は
「
道
祖
神
」
の
項
に

�

道
祖
神
に
三
つ
の
源
流
が
あ
る
。（
１
）
遣
唐
使
が
招
来
し
た
「
旅
を
守
る
神
」（
２
）
神
道
に
お
け
る
道
の
神
（
黄
泉
比
良
坂
で
追
っ

て
来
た
イ
ザ
ナ
ミ
の
命み
こ
とを

千
引
の
石
で
塞
い
だ
）
と
い
う
塞
ぎ
の
神
、（
３
）
生
殖
器
崇
拝
「
偉
大
な
生
殖
の
威
力
を
農
耕
の
上
に
及

ぼ
し
、
増
産
豊
作
を
祈
る
呪
術
的
祈
り
」
外
に
本
町
の
場
合
藤
原
祗
園
社
に
あ
る
、
道
祖
猿
田
彦
命
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
庚
申
信
仰

と
あ
わ
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
。

�　

こ
の
外
に
船お
ふ
な
と戸

は
ん
と
い
わ
れ
る
神
が
多
い
。
祭
神
は
一
般
的
に
次
の
二
種
と
さ
れ
て
い
る
。（
１
）
伊
弉
諾
尊
の
子
で
あ
る
久
那

斗
神
、
天
神
。（
２
）
猿
田
彦
命
、
地
祗
。
し
か
し
、
ふ
な
と
の
神
で
あ
る
か
ら
、
川
の
舟
航
可
能
最
上
限
の
地
点
な
ど
に
祀
ら
れ

る
、
比
較
的
大
形
の
構
造
を
持
ち
、
時
に
完
全
な
神
社
で
あ
る
と
考
え
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
。
よ
く
「
子
だ
く
さ
ん
の
人
に
対
し
て
、

お
船
戸
さ
ん
が
お
辞
儀
す
る
」
と
い
う
俗
説
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
お
ふ
な
と
さ
ん
は
子
供
が
十
二
人
あ
る
神
様
で
あ
る
と
さ
れ
、

子
ど
も
の
な
い
人
が
さ
ず
か
る
よ
う
お
ま
い
り
し
た
と
い
う
。
⑫

と
あ
る
。
な
ぜ
道
祖
神
に
「
三
つ
の
源
流
」
が
あ
る
の
か
不
明
で
あ
る
が
、（
１
）
は
『
和
名
抄
』
所
載
の
「
道
祖
」
を
イ
メ
ー
ジ
し
た

と
解
釈
し
得
る
。
同
書
に
は
、『
風
俗
通
』
を
引
用
し
、
天
神
で
人
面
蛇
身
の
共
工
氏
の
子
が
遠
遊
を
好
み
、
死
後
そ
の
霊
を
道
祖
（
さ

へ
の
か
み
）
と
し
て
祀
っ
た
と
あ
る
。
こ
の
伝
説
を
遣
唐
使
が
招
来
し
た
か
否
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
中
国
伝
来
で
あ
る
点
は
首
肯

し
得
る
。

一
方
、（
２
）
と
（
３
）
は
一
つ
の
神
話
を
表
と
裏
の
両
方
か
ら
眺
め
た
結
果
で
あ
り
、
両
者
を
別
者
の
よ
う
に
見
做な

す
の
は
間
違
い

で
あ
る
。
キ
・
ミ
両
神
は
あ
の
世
と
こ
の
世
の
境
目
に
杖
を
立
て
た
折
の
コ
ト
ド
ワ
タ
シ
に
際
し
、
ミ
神
が
一
日
千
人
殺
す
と
言こ
と

挙あ

げ

す
れ
ば
、
キ
神
は
一
日
千
五
百
人
の
子
作
り
宣
言
で
応
酬
す
る
。
即
ち
、
一
日
五
百
人
ず
つ
人
口
が
増
え
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
地
上

一
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に
こ
れ
だ
け
多
く
の
人
が
増
え
た
と
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
形
を
変
え
た
人
類
起
源
神
話
で
あ
る
。
杖
の
化
生
が
来く
な
と
の
さ
へ
の
か
み

名
戸
祖
神
に

な
っ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
一
日
五
百
人
の
人
口
増
こ
そ
「
生
殖
器
崇
拝
」
の
根
源
を
な
す
。
従
っ
て
、（
２
）
と
（
３
）
は
元

来
二
つ
で
一
個
の
神
話
を
形
成
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、「
道
祖
猿
田
彦
命
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
庚
申
信
仰
と
あ
わ
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
」
の
条く
だ
りは
、
理
解
に
苦
し
む
。
文
脈
か
ら
推
せ

ば
、
現
実
に
「
道
祖
猿
田
彦
命
」
な
る
祭
神
が
現
存
す
る
（
近
藤
も
三
好
郡
山
城
町
茂
地
で
同
名
の
御み

先さ
き

神が
み

に
遭
遇
し
た
）
よ
う
で
あ

る
が
、
先
に
も
詳
述
し
た
如
く
道さ
へ
の
か
み祖と
猿
田
彦
命
と
は
全
く
異
質
な
神
で
あ
り
、
神
話
上
で
も
登
場
す
る
場
面
は
完
全
に
違
っ
て
い
る
。

両
者
を
合
体
さ
せ
た
神
な
ど
、
本
来
有
り
得
な
い
。
加
え
て
、
こ
れ
ら
と
庚
申
信
仰
と
も
全
く
異
質
で
あ
る
。
同
信
仰
は
、
庚か
え
の
さ
る申の

晩

に
三さ
ん

尸し

が
人
が
犯
し
た
罪
を
上
帝
に
告
げ
て
寿
命
が
縮
む
た
め
、
眠
る
こ
と
な
く
夜
通
し
起
き
て
、
こ
れ
を
防
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
。
庚

申
の
「
申さ
る

」
が
猿
田
彦
命
の
「
猿さ
る

」
に
通
じ
、
両
者
が
混
同
さ
れ
た
ま
で
で
あ
り
、
元
来
は
道さ
へ
の
か
み祖と

猿
田
彦
と
庚
申
信
仰
の
三
者
は
全

く
異
質
な
存
在
な
の
で
あ
っ
た
。

吉
野
町
内
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
道
祖
神
」
と
さ
れ
る
も
の
は
む
し
ろ
少
数
派
で
あ
り
、
大
多
数
は
岐ふ
な
と
が
み神で

あ
っ
た
。「
こ
の
外
に

船お
ふ
な
と戸
は
ん
と
い
わ
れ
る
神
が
多
い
」
の
条く
だ
りは
、
こ
の
事
を
暗
に
示
し
て
い
る
。
岐
神
を
（
１
）
の
「
久
那
斗
神
、
天
神
」
と
（
２
）
の

「
猿
田
彦
命
、
地
祗
」
の
二
種
と
す
る
点
は
、
先
に
詳
述
し
た
飯
田
義
資
氏
の
「
船
戸
神
考
」（
別
稿
二
参
照
）
か
ら
の
借
用
で
あ
る
。

当
時
か
ら
す
れ
ば
、
一
四
年
前
に
氏
の
論
考
は
公
刊
さ
れ
て
い
た
。
加
え
て
、「
川
の
舟
航
可
能
最
上
限
地
点
な
ど
に
祀
ら
れ
る
、
比
較

的
大
形
の
構
造
を
持
ち
、
時
に
完
全
な
神
社
」
と
「
よ
く
『
子
だ
く
さ
ん
の
人
に
対
し
て
、
お
船
戸
さ
ん
が
お
辞
儀
す
る
』
と
い
う
俗

説
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
お
ふ
な
と
さ
ん
は
子
供
が
十
二
人
あ
る
神
様
で
あ
る
と
さ
れ
、
子
ど
も
の
な
い
人
が
さ
ず
か
る
よ
う
お
ま
い

り
し
た
」
と
す
る
二
ケ
所
も
飯
田
論
文
の
引
き
写
し
で
あ
っ
た
。

一
九
七
八
年
一
二
月
刊
の
『
上
分
上
山
村
誌
』
に
は
「
お
ふ
な
と
さ
ん
」
の
項
が
あ
る
。
該
村
は
、
一
九
五
五
年
に
他
の
四
村
と
合

併
し
て
、「
神
山
町
」
と
称
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
合
併
後
二
三
年
を
経
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
内
容
は
合
併
以
前
の
旧

村
の
領
域
限
定
で
あ
る
。
こ
こ
は
鮎
喰
川
最
上
流
部
に
位
置
し
、
現
在
の
上
流
部
の
数
集
落
は
過
疎
の
た
め
既
に
消
滅
し
て
い
る
。

�

一
戸
か
二
戸
、
ま
た
は
数
戸
で
共
同
し
て
お
ま
つ
り
し
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
屋
敷
の
入
り
口
、
道
端
、
畠
の
あ
ぜ
、
茶
樹
の

一
五
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下
な
ど
家
の
近
く
が
多
い
。
薄
い
平
石
で
「
お
か
ま
ご
」
を
作
り
、
丸
い
石
を
御
神
体
と
し
て
い
る
の
が
殆
ん
ど
で
あ
ろ
う
。
山
分

の
各
村
で
は
最
も
多
く
ま
つ
ら
れ
て
い
る
神
さ
ん
で
あ
る
。
お
ふ
な
と
さ
ん
に
参
拝
す
る
時
は
、
家
を
出
る
時
か
ら
誰
と
も
い
っ
さ

い
言
葉
を
口
に
出
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
話
が
あ
る
。
お
ふ
な
と
さ
ん
に
は
十
二
人
の
子
供
が
い
る
の
で
、
参
拝
す
る
と
き
に
口

を
き
く
と
子
供
達
が
目
を
さ
ま
し
て
、
供
え
物
な
ど
先
に
食
べ
て
し
ま
う
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
帰
る
と
き
に
初
め
て
口
を
き
く

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
お
ふ
な
と
さ
ん
は
、
道
祖
神
（
ど
う
そ
じ
ん
）
衢
神
（
ク
ジ
ン
ま
た
は
チ
マ
タ
ガ
ミ
）、
塞
神
（
さ
い
じ
ん
）

と
同
じ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
名
西
山
分
の
信
仰
、
祭
祀
の
方
法
、
願
い
事
、
祭
日
な
ど
か
ら
考
え
る
と
他
地
方
と
は
す
こ
し
異
る
よ

う
で
あ
る
。
祭
日
は
旧
十
一
月
十
六
日
の
御
綿
着
（
お
わ
た
ぎ
）
で
、
箸
に
綿
を
巻
い
て
供
え
る
。
正
月
一
六
日
に
は
「
カ
タ
ビ
ラ
」

と
い
っ
て
紙
で
着
物
の
型
を
切
っ
て
奉
納
す
る
風
習
が
あ
る
。
⑬

先
に
『
神
山
の
お
ふ
な
と
さ
ん
』
の
項
で
詳
述
し
た
が
（
別
稿
一
参
照
）、
こ
の
地
区
は
悉
皆
調
査
の
結
果
、
全
四
七
三
戸
中
一
四
二

基
の
が
祀
ら
れ
て
い
た
。
単
純
計
算
す
れ
ば
、
三
・
三
戸
で
一
基
の
岐
神
を
祀
る
計
算
に
な
る
が
、
分
家
と
か
新
し
い
家
は
岐
神
祭
祀
に

参
加
し
な
い
場
合
が
多
く
、
実
際
に
岐
神
を
祀
る
戸
数
は
一
二
一
軒
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
一
戸
が
一
・
二
基
の
岐
神
を
祀
る
計
算
に
な

る
。
つ
ま
り
、
自
宅
の
岐
神
だ
け
で
な
く
近
所
の
共
同
で
祀
る
岐
神
に
も
参
拝
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
近
藤
が
該
村
を
歩
い
た
感
想
で

あ
る
が
、
旧
家
に
は
必
ず
岐
神
を
祀
る
祠
が
一
基
以
上
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。

三
三
年
後
の
二
〇
一
一
年
現
在
に
お
い
て
も
、
一
二
人
の
子
沢
山
・
目
覚
め
た
子
供
が
供
物
を
全
部
食
べ
て
し
ま
う
た
め
に
沈
黙
裏

に
参
拝
す
る
事
な
ど
の
伝
承
は
健
在
で
あ
り
、
ど
の
地
区
で
も
聞
か
れ
る
。
ま
た
、
一
一
月
一
六
日
の
御
綿
着
と
一
月
一
六
日
の
カ
タ

ビ
ラ
伝
承
は
、
往
時
の
半
分
か
三
分
の
一
に
減
少
し
て
い
る
が
ま
だ
辛
う
じ
て
残
さ
れ
て
い
る
。
一
般
的
な
道
祖
神
・
塞
神
と
比
較
す

れ
ば
、「
名
西
山
分
の
信
仰
、
祭
祀
の
方
法
、
願
い
事
、
祭
日
な
ど
か
ら
考
え
る
と
他
地
方
と
は
す
こ
し
異
る
よ
う
で
あ
る
」
と
し
て
い

る
が
、
尤
も
な
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、
供
物
を
一
二
人
の
子
供
に
食
べ
ら
れ
て
し
ま
う
た
め
沈
黙
裏
に
参
拝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点

な
ど
考
慮
す
れ
ば
、
岐
神
と
し
て
の
威
厳
は
一
体
ど
こ
へ
行
っ
た
の
か
と
常
識
を
疑
い
た
く
な
る
程
で
あ
る
。
こ
の
謎
を
解
く
ヒ
ン
ト

は
、
神
山
町
神
領
青
井
夫
の
杉
丸
家
に
祀
ら
れ
て
い
る
岐
神
に
あ
る
。
即
ち
、
町
内
で
一
、二
を
争
う
大
規
模
な
岐
神
で
あ
る
が
、
こ
の

神
の
ル
ー
ツ
は
名
東
郡
（
現
徳
島
市
）
一
宮
村
の
船
盡
比
咩
神
社
に
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
一
宮
の
船
盡
比
咩
神
社
の
分
霊
を
勧
請

一
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し
て
こ
こ
に
祀
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
本
宮
の
神
も
一
一
人
の
子
沢
山
で
、
供
物
が
子
供
に
食
べ
ら
れ
た
ら
い
け
な
い
た
め
黙
っ
て

参
拝
す
る
。
ま
た
、
一
一
月
一
六
日
の
祭
礼
に
は
小
豆
粥
が
子
供
を
始
め
氏
子
た
ち
に
振
舞
わ
れ
、
子
供
の
成
長
を
護
る
神
と
言
わ
れ

て
い
る
。
綿
着
・
カ
タ
ビ
ラ
の
供
物
こ
そ
無
い
も
の
の
、
か
つ
て
は
祀
ら
れ
て
い
た
可
能
性
は
、
板
野
郡
松
茂
町
や
鳴
門
市
で
の
分
布

状
況
か
ら
推
せ
ば
か
な
り
高
い
。
青
井
夫
の
伝
承
は
、
ほ
ぼ
真
実
を
語
っ
て
い
る
と
評
価
し
て
よ
い
。
上
分
上
山
村
を
含
め
た
現
神
山

町
全
域
の
岐
神
は
、
子
育
に
手
を
焼
く
女
神
で
あ
り
、
冬
の
寒
さ
か
ら
一
二
人
の
子
供
を
守
る
た
め
に
綿
着
や
カ
タ
ビ
ラ
を
必
要
と
し

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
伝
承
の
根
源
に
、『
三
代
実
録
』
所
載
の
船
盡
比
咩
神
の
存
在
が
大
き
く
影
響
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
口
に

岐
神
と
称
し
て
も
「
他
地
方
と
は
す
こ
し
異
る
」
所ゆ
え
ん以

は
こ
の
点
に
あ
っ
た
。『
村
誌
』
は
、
こ
の
点
に
ま
だ
気
付
け
ず
、「
山
分
特
有

の
信
仰
が
あ
る
よ
う
で
、
研
究
の
余
地
が
多
分
に
あ
る
」
と
し
て
結
論
を
保
留
し
て
い
る
。

最
後
に
「
旧
十
一
月
十
六
日
の
御
綿
着
（
お
わ
た
ぎ
）
で
、
箸
に
綿
を
巻
い
て
供
え
る
。
正
月
一
六
日
に
は
『
カ
タ
ビ
ラ
』
と
い
っ

て
紙
で
着
物
の
型
を
切
っ
て
奉
納
す
る
風
習
が
あ
る
」
と
言
及
し
て
い
る
が
、
翌
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
神
山
の
お
ふ
な
と
さ
ん
』
の
悉

皆
調
査
の
デ
ー
タ
を
見
れ
ば
、
両
方
を
き
っ
ち
り
供
え
る
事
例
は
全
一
四
二
基
中
二
例
し
か
な
く
、
全
体
の
一
・
四
％
に
す
ぎ
な
か
っ

た
。
こ
れ
に
綿
着
ま
た
は
カ
タ
ビ
ラ
の
ど
ち
ら
か
一
方
の
み
を
含
め
て
も
一
三
例
に
し
か
達
せ
ず
、
全
一
四
二
基
中
の
九
％
で
あ
り
、

上
分
の
綿
着
・
カ
タ
ビ
ラ
の
供
え
率
は
思
い
の
外
少
な
か
っ
た
。

一
九
七
九
年
三
月
刊
の
麻
植
郡
『
川
島
町
史
』
に
は
「
お
ふ
な
た
さ
ん
（
舟ふ
な
ど
の
か
み

戸
神
）」
の
項
が
あ
る
。

�

田
畑
の
畦
路
や
、
屋
敷
の
隅
に
、
石
で
囲
ん
だ
石
室
に
神
を
ま
つ
っ
た
祠
や
、
石
積
み
の
上
に
祀
っ
た
石
や
、
祠
が
な
く
な
っ
て
石

の
み
に
な
っ
て
信
仰
せ
ら
れ
て
い
る
の
を
み
る
こ
と
が
あ
ろ
う
。
俗
に
お
ふ
な
た
は
ん
と
称
す
る
俗
信
仰
で
、
増
産
の
神
、
悪
病
除

け
の
神
、
舟
の
神
と
し
て
信
仰
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
神
は
、
一
二
人
の
子
持
ち
で
あ
る
か
ら
、
供
物
は
こ
っ
そ
り
と
供
え
な
い
と
、

こ
ど
も
み
ん
な
の
口
に
入
ら
な
い
と
い
わ
れ
、
一
三
人
以
上
の
子
福
者
に
な
る
と
、「
お
ふ
な
た
は
ん
が
お
じ
ぎ
に
来
る
」
と
揶や

揄ゆ

さ

れ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
民
俗
信
仰
の
一
つ
で
あ
る
。

�　

大
字
久
保
田
の
旧
美
濃
屋
（
酒
造
業
）
の
屋
敷
跡
に
は
、
お
ふ
な
た
は
ん
を
祀
っ
た
石
室
が
残
さ
れ
て
お
り
、
お
ふ
な
た
は
ん
の

代
表
的
な
も
の
で
、
そ
の
石
室
内
に
宝
篋
印
塔
の
宝
珠
か
と
思
わ
れ
る
石
が
祀
ら
れ
、
子
の
な
い
婦
人
が
、
こ
れ
を
こ
っ
そ
り
持
ち

一
七

徳島県下における岐神信仰に関する言説148



帰
る
と
子
宝
に
恵
ま
れ
る
と
い
う
伝
説
が
あ
る
。
⑭

該
町
内
で
は
四
基
の
岐
神
が
別
表
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
詳
細
に
調
べ
れ
ば
こ
の
数
は
も
っ
と
増
え
る
可
能
性
が
あ
る
。
岐
神
が
、

増
産
・
悪
病
除
け
・
舟
の
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
舟
の
神
は
「
舟
戸
」
の
文
字
か
ら
の
連
想
で
あ
り
、
元
の

来く
な
と
の
さ
へ
の
か
み

名
戸
祖
神
か
ら
は
大
き
く
逸
脱
し
て
い
る
。
民
間
信
仰
だ
か
ら
変
化
す
る
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
本
稿
の
岐
神

の
本
質
を
探
究
す
る
と
い
う
姿
勢
上
、
こ
こ
は
き
っ
ち
り
と
襟
を
正
し
て
お
き
た
い
。「
一
二
人
の
子
持
ち
」・「
供
物
は
こ
っ
そ
り
供

え
」
る
・「
お
ふ
な
と
さ
ん
が
お
じ
ぎ
に
来
る
」
の
条
（
く
だ
り
）
は
、
元
祖
と
し
て
の
一
宮
の
船
盡
比
咩
宮
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
り
、
伝

承
が
旧
名
東
郡
一
宮
村
か
ら
麻
植
郡
川
島
町
ま
で
伝
播
し
て
い
る
事
が
わ
か
る
。

子
宝
を
切
望
す
る
人
が
御
神
体
の
石
を
こ
っ
そ
り
持
ち
帰
る
風
は
、
今
で
も
生
き
た
信
仰
と
し
て
人
々
に
継
承
さ
れ
て
い
る
証あ
か
しで

あ

り
、
岐
神
の
根
強
さ
が
偲し
の

ば
れ
る
。

さ
て
、「『
お
ふ
な
と
さ
ん
が
お
じ
ぎ
に
来
る
』
と
、
揶や

揄ゆ

」
の
条く
だ
りで

あ
る
が
、
類
似
の
表
現
は
先
述
の
一
九
五
五
年
刊
の
阿
波
郡
『
八

幡
町
史
』
に
も
あ
り
（
別
稿
二
参
照
）、「
多
産
を
喜
ぶ
の
か
、
嫌
う
の
か
は
っ
き
り
わ
か
ら
な
い
」
と
言
う
。
両
者
が
郡
こ
そ
異
に
す

る
も
の
の
、
吉
野
川
を
挟
ん
で
対
岸
に
置
位
し
て
お
り
、
共
に
一
つ
の
「
揶
揄
」
文
化
圏
を
形
成
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

一
九
七
九
年
一
一
月
刊
の
『
阿
波
町
史
』
に
は
、「
綿
着
」
と
「
お
ふ
な
た
は
ん
」
の
項
が
あ
る
。

�

綿
着　

生
れ
て
は
じ
め
て
の
十
一
月
十
五
日
、
里
か
ら
一
つ
身
の
綿
入
に
肌
着
な
ど
を
添
え
て
婚
家
へ
持
参
し
た
。
婚
家
で
は
赤
飯

を
炊
い
て
親
戚
を
呼
ん
で
吸
物
、
三
つ
丼
等
を
つ
く
り
酒
を
出
し
て
も
て
な
し
を
し
た
。
呼
ば
れ
た
親
戚
は
反
物
半
反
を
贈
る
こ
と

が
普
通
と
さ
れ
た
。（
略
）
お
ふ
な
た
は
ん　
「
お
ふ
な
た
は
ん
」
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
い
わ
れ
が
あ
り
、
神
代
の
昔
伊い

弉ざ

諾な
き

尊
が
亡

妻
伊い

弉ざ

冉な
み

尊
恋
し
さ
に
黄よ

泉み

の
国
へ
会
い
に
行
っ
た
と
こ
ろ
断
り
を
受
け
た
。
そ
こ
を
曲
げ
て
と
依
頼
す
る
と
、
そ
れ
で
は
と
い
っ

て
現
れ
た
の
は
、
な
つ
か
し
い
昔
の
妻
と
は
似
て
も
似
つ
か
ぬ
恐
ろ
し
い
黄よ
も
つ
し
こ
め

泉
醜
女
だ
っ
た
。
尊
は
驚
い
て
一
目
散
に
逃
げ
た
が
ど

ん
ど
ん
追
い
か
け
て
き
た
。
尊
は
し
か
た
な
し
に
持
っ
て
い
た
杖
を
投
げ
つ
け
る
と
、
そ
の
杖
が
久く
な
と
の
か
み

那
斗
神
と
な
っ
て
助
か
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
久
那
斗
神
が
お
ふ
な
た
は
ん
で
あ
る
と
い
う
説
と
、
猿
田
彦
命
の
別
名
、
道
祖
神
の
こ
と
、
塞さ
い
の
か
み神、
舟ふ
な
と
の
か
み

止
神

等
の
諸
説
が
あ
る
。
お
ふ
な
た
は
ん
は
十
二
人
の
子
福
神
で
、
十
三
人
産
む
と
、
お
ふ
な
た
は
ん
が
、「
お
そ
れ
入
り
ま
し
た
」
と
お
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じ
ぎ
す
る
と
い
わ
れ
、
村
で
十
三
人
で
き
る
と
そ
の
内
の
戸
口
へ
、
村
の
悪
戯
者
が
わ
ざ
わ
ざ
「
お
ふ
な
た
は
ん
」
を
担
い
で
い
っ

て
戸
口
に
立
て
か
け
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
町
内
の
お
ふ
な
た
は
ん
は
拾
数
か
所
祀
ら
れ
て
い
る
。
⑮

子
綿
着
に
関
し
て
は
、
管
見
で
は
阿
波
町
が
分
布
の
西
北
限
で
あ
り
、
こ
れ
よ
り
西
に
は
類
似
の
伝
承
は
見
出
し
得
な
か
っ
た
。
子

綿
着
は
神
綿
着
と
ほ
ぼ
同
一
の
分
布
範
囲
を
示
し
て
お
り
、
赤
児
と
子
神
の
違
い
、
ま
た
一
一
月
一
五
日
と
同
一
六
日
と
い
う
日
取
り

の
一
日
の
違
い
が
あ
る
も
の
の
、
共
に
「
綿
着
」
の
呼
称
を
持
つ
た
め
、
両
者
間
に
は
密
接
な
繋
が
り
が
認
め
ら
れ
る
。

一
歳
未
満
の
赤
児
に
着
せ
る
綿
入
れ
着
物
で
あ
る
か
ら
当
然
一
つ
身
で
あ
る
が
、
実
家
か
ら
は
こ
れ
に
肌
着
を
添
え
て
贈
ら
れ
る
。

こ
の
日
は
他
の
親
戚
も
招
き
、
赤
飯
の
他
に
縁
起
物
の
三
つ
丼
ど
ん
ぶ
り（

蒲か
ま

鉾ぼ
こ

・
田た
づ
く
り作

・
葱
の
ぬ
た
和
え
）
と
吸
物
な
ど
で
も
て
な
し
て
い
た
。

親
戚
衆
は
祝
い
の
品
と
し
て
「
反
物
半
反
」
を
持
参
す
る
の
が
普
通
と
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
実
家
が
持
参
す
る
綿
着
と
肌
着
に
あ

わ
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。「
半
反
」
の
部
分
に
赤
児
ま
た
は
小
児
用
の
着
物
料
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
岐
神
祭
祀
に
関
し
て
は
日
取
り
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
た
め
不
明
で
あ
る
が
、
先
述
の
「
阿
波
北
方
年
中
行
事
」
で
は
、「
お

ふ
な
た
は
ん
」
が
一
一
月
一
六
日
に
な
っ
て
お
り
、
加
え
て
こ
の
日
に
阿
波
郡
林
村
（
合
併
さ
れ
て
阿
波
町
に
属
す
）
で
「
紙
を
着
物

の
形
に
裁
ち
、
手
際
が
よ
く
な
り
ま
す
様
に
と
い
ひ
て
拝
む
」
と
あ
っ
た
。
岐
神
に
紙
で
着
物
形
に
切
っ
て
供
え
る
姿
は
、
現
在
は
神

山
町
以
外
に
認
め
ら
れ
ず
、
こ
れ
を
紙か
み

子こ

ま
た
は
帷か
た

子び
ら

と
称
し
、
一
月
一
六
日
に
供
え
て
い
た
。
一
一
月
一
六
日
の
「
お
ふ
な
た
は
ん
」

の
日
に
紙
の
着
物
を
供
え
る
場
合
、
そ
の
対
象
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
不
明
で
あ
る
が
、
文
脈
か
ら
推
せ
ば
岐
神
に
供
え
る
の
が

自
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
子
供
の
成
長
で
は
な
く
、「
手
際
が
よ
く
な
り
ま
す
様
に
」
と
の
願
い
で
あ
る
か
ら
、
裁
縫
の
上
達
を

願
っ
た
も
の
で
あ
る
。
今
で
こ
そ
紙
綿
着
と
帷
子
（
紙
子
）
の
セ
ッ
ト
は
神
山
町
内
で
し
か
分
布
し
な
い
が
、
か
つ
て
は
阿
波
町
方
面

で
も
分
布
し
て
い
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
旧
阿
波
郡
林
村
で
は
、
岐
神
に
供
え
て
い
た
帷か
た

子び
ら

の
元
の
意
が
忘
れ
ら
れ
、
串
に
挟

ん
だ
紙
製
の
着
物
の
模
型
か
ら
着
物
の
裁
縫
が
連
想
さ
れ
、
赤
児
の
生
育
で
は
な
く
裁
縫
技
術
の
上
達
祈
願
に
転
じ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
一
一
月
一
六
日
と
い
う
日
取
り
と
、
こ
の
日
を
「
お
ふ
な
た
は
ん
」
と
呼
ぶ
慣
習
、
さ
ら
に
紙
帷か
た

子び
ら

の
雛
型
を
供
え
る
こ
れ
ら
三

項
目
は
決
し
て
偶
然
の
一
致
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

阿
波
町
内
の
岐
神
は
一
〇
数
ケ
所
で
祀
ら
れ
て
い
る
と
あ
る
が
、
妥
当
な
数
で
あ
ろ
う
。
管
見
で
は
、
西
に
隣
接
す
る
美
馬
郡
脇
町
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で
も
一
八
基
の
岐
神
を
確
認
し
得
た
。
こ
れ
ら
の
数
字
か
ら
す
れ
ば
、
神
山
町
の
七
六
七
基
が
い
か
に
抜
群
に
多
い
数
字
か
が
理
解
で

き
よ
う
。
こ
の
事
と
、
神
山
町
の
東
端
部
を
か
す
め
る
よ
う
に
半
径
二
・
五
ｋ
ｍ
圏
内
に
三
つ
の
船
盡
比
咩
神
社
が
点
在
す
る
事
と
は
密

接
に
関
連
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
別
稿
一
参
照
）。

さ
て
、『
阿
波
町
史
』
で
は
キ
神
が
ミ
神
へ
の
「
恋
し
さ
に
黄
泉
の
国
へ
会
い
に
行
っ
た
と
こ
ろ
断
り
を
受
け
た
。
そ
こ
を
曲
げ
て
と

依
頼
す
る
と
、
そ
れ
で
は
と
い
っ
て
」
恐
ろ
し
い
黄よ
も
つ
し
こ
め

泉
醜
女
と
し
て
姿
を
現
わ
し
た
と
あ
る
が
、
こ
の
表
記
で
は
神
話
が
持
つ
ダ
イ
ナ

ミ
ズ
ム
が
か
な
り
損
わ
れ
て
し
ま
う
。
基
本
的
に
は
、
キ
・
ミ
神
の
近
親
相
姦
に
よ
る
国
生
み
・
国
造
り
の
途
上
に
お
い
て
火
神
を
生

み
、
こ
れ
に
よ
っ
て
焼
き
殺
さ
れ
る
。
子
に
よ
る
親
殺
し
で
あ
る
。
次
に
、
怒
っ
た
キ
神
が
子
の
火
神
を
八
つ
裂
き
に
斬
殺
す
る
。
父

親
に
よ
る
子
殺
し
で
あ
る
。
そ
の
後
、
黄
泉
国
訪
問
の
段
で
死
の
恐
怖
の
発
見
と
な
り
、
次
で
あ
の
世
と
こ
の
世
の
境
界
に
立
っ
て
邪

霊
の
侵
入
を
防
ぐ
岐
神
が
杖
か
ら
化
生
し
、
キ
・
ミ
神
の
互
い
の
言
挙
げ
に
よ
っ
て
一
日
に
五
百
人
ず
つ
人
口
が
増
え
る
と
い
う
創
世

神
話
の
完
結
を
導
く
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
辺
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
し
っ
か
り
踏
ま
え
て
お
か
な
い
と
、
岐
神
が
持
つ
本
質
を
見
失
っ
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。
岐
神
は
、
単
な
る
邪
霊
防
禦
の
神
で
は
な
く
、
創
世
神
話
の
根
拠
に
密
接
に
活
連
動
す
る
重
大
な
意
味
を
持
つ
神

な
の
で
あ
っ
た
。
来く
な
と
の
さ
へ
の
か
み

名
戸
祖
神
が
、
九
州
の
北
半
分
（
五
四
例
）
や
中
部
関
東
地
方
（
八
一
例
）
で
近
親
相
姦
伝
承
を
伴
い
な
が
ら
現

存
す
る
事
実
を
考
慮
す
れ
ば
、
ま
た
南
西
諸
島
（
六
二
例
）
で
近
親
相
姦
を
伴
っ
た
創
世
説
話
が
分
布
す
る
事
実
を
考
慮
す
れ
ば
、
神

話
の
時
代
だ
け
に
留
ま
ら
ず
現
在
進
形
で
今
な
お
活
き
続
け
て
い
る
事
が
よ
く
理
解
で
き
よ
う
（
別
稿
一
参
照
）。

従
っ
て
、
岐
神
を
「
猿
田
彦
の
別
名
」
と
か
「
舟
止
」
で
説
明
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
猿
田
彦
は
天
孫
降
臨
時
の
道
案
内
の

神
で
あ
り
、
キ
・
ミ
神
の
創
世
神
話
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
ま
た
、
岐
神
を
フ
ナ
ト
神
と
訓
む
も
の
の
、
こ
れ
を
「
舟
止
」
で
説
明
す

れ
ば
、
そ
の
段
階
で
自
動
的
に
岐
神
の
本
質
究
明
を
大
き
く
逸
脱
し
て
し
ま
う
危
険
性
を
孕は
ら

む
も
の
で
あ
っ
た
。
類
似
の
神
名
を
羅
列

し
て
、
説
明
理
解
し
た
よ
う
な
錯
覚
に
陥
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

岐
神
が
一
二
人
の
子
沢
山
で
あ
り
、
一
三
人
生
ま
れ
た
子
福
者
の
家
に
「
お
そ
れ
入
り
ま
し
た
」
と
お
辞
儀
す
る
と
い
う
伝
承
に
因

み
、
村
の
悪
戯
（
い
た
ず
ら
）
者
が
わ
ざ
わ
ざ
石
製
の
岐
神
を
担
い
で
戸
口
に
立
て
か
け
た
と
す
る
記
述
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
先
述
の

『
川
島
町
史
』
の
揶や

揄ゆ

伝
承
、
更
に
『
八
幡
町
史
』
の
「
多
産
を
喜
ぶ
の
か
、
嫌
う
の
か
は
っ
き
り
わ
か
ら
な
い
」
と
の
報
告
と
も
繋
が
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る
所
が
あ
る
。
阿
波
町
は
吉
野
川
左
岸
で
八
幡
町
に
隣
接
し
、
そ
の
対
岸
に
川
島
町
が
位
置
す
る
た
め
、
三
者
を
一
括
し
て
岐
神
を
利

用
し
た
多
産
揶
揄
文
化
圏
と
し
て
お
き
た
い
。
オ
ジ
ギ
伝
承
は
神
山
町
を
始
め
各
地
で
聞
か
れ
る
が
、
こ
れ
程
強
く
揶
揄
的
姿
勢
を
示

す
の
は
こ
の
地
域
に
し
か
見
ら
れ
な
い
。

一
九
七
九
年
一
一
月
刊
の
『
神
山
の
お
ふ
な
と
さ
ん
』
の
中
で
、
大お
お
あ
わ
れ
い
ぞ
う

粟
玲
造
氏
は
「
舟
戸
神
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
論
考
を
掲
載
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
概
要
は
岐
神
信
仰
の
基
準
形
成
の
た
め
に
既
に
別
稿
一
で
紹
介
し
た
が
、
こ
こ
で
は
氏
の
考
察
部
分
に
限
定
し
て
再

び
言
及
し
て
お
き
た
い
。
氏
は
こ
の
論
考
の
中
で
、『
記
』・『
紀
』
所
載
の
岐
神
が
時
間
的
・
空
間
的
に
拡
散
し
て
行
く
中
で
、

�

岐
神
、
道
俣
神
、
衢
神
、
衢
祖
神
、
道
神
、
道
祖
神
、
道
陸
神
、
八
衢
神
、
衢
神
大
神
、
久
那
戸
神
、
手
向
神
、
幸
神
、
塞
神
、
才

神
、
境
神
、
障
神
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
変
化
に
対
応
し
て
、
名
称
も
ま
た
多
種
多
様
で
あ
る
。

二
、
こ
の
ほ
か
に
、
意
味
が
異
な
り
、
発
生
の
違
っ
た
同
音
の
「
ふ
な
と
の
か
み
」
が
あ
る
。

�　

そ
の
神
名
を
舟
止
神
（
ふ
な
と
の
か
み
）
と
い
い
、
こ
の
神
は
港
や
舟
が
河
川
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
い
っ
た
終
点
に
祭
ら
れ
て
い
る
。

広
い
社
地
と
立
派
な
社
殿
が
あ
っ
て
完
全
な
神
社
で
あ
る
。
阿
波
誌
の
名
東
郡
の
項
に

船
盡
祠
…
一
宮
祠
の
東
百
八
十
歩
船
渡
神
あ
り
、
或
は
以
て
船
盡
と
為
す
之
石
楠
船
神
又
の
名
は
天
島
船
神
、
大
宜
都
姫
の
兄
弟
也

　

名
西
郡
誌
に
は

�

船
盡
神
社
…
広
野
大
字
長
谷
名
に
あ
り
、
船
盡
比
売
尊
、
天
手
力
雄
尊
の
二
神
を
祭
る
。
俚
俗
歯
の
辻
神
社
と
称
へ
歯
痛
を
癒
す
る

神
と
し
て
箸
を
納
む
る
こ
と
多
し
…
と
あ
る
。

�　

前
者
は
現
在
の
徳
島
市
一
宮
町
に
鎮
座
し
て
お
ら
れ
る
船
盡
比
売
神
社
で
あ
り
、
後
者
は
一
般
に
と
な
え
ら
れ
て
い
る
歯
の
辻
神

社
で
あ
る
。
一
宮
町
の
船
盡
比
売
神
社
は
、
一
宮
の
オ
フ
ナ
ト
サ
ン
と
一
般
に
呼
ば
れ
、
舟
戸
神
と
同
じ
発
音
で
あ
る
た
め
に
オ
フ

ナ
ト
さ
ん
の
元
宮
と
間
違
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
⑯

と
述
べ
て
い
る
。『
紀
』
の
一
書
第
九
で
、「
岐
ふ
な
と
の
か
み

神
」
の
本も
と

號の
な

を
「
来く
な
と
の
さ
へ
の
か
み

名
戸
祖
神
」
と
称
す
る
点
を
念
頭
に
置
い
て
か
、「
来く

名な

戸と

」
系
と

「
祖さ
へ

」
系
の
神
名
を
中
心
に
一
六
種
の
異
称
を
列
挙
し
て
い
る
。
氏
は
こ
れ
ら
の
中
に
猿
田
彦
尊
や
庚
申
を
加
え
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は

従
来
の
郷
土
史
家
と
異
な
り
、
岐
神
を
猿
田
彦
尊
や
庚
申
信
仰
と
峻
別
す
る
姿
勢
を
示
し
て
お
り
、
高
く
評
価
し
て
お
き
た
い
。
既
述
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し
た
が
、
岐
神
信
仰
研
究
に
際
し
て
猿
田
彦
尊
や
庚
申
信
仰
と
混
同
す
れ
ば
、
そ
の
段
階
で
陥か
ん

穽せ
い

に
嵌は
ま

っ
て
し
ま
い
そ
こ
か
ら
脱
け
出

せ
な
く
な
る
。
第
一
関
門
は
ク
リ
ア
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
、「
こ
の
ほ
か
に
、
意
味
が
異
な
り
、
発
生
の
違
っ
た
同
音
の
『
ふ
な
と
の
か
み
』
が
あ
る
」
と
す
る
条く
だ
りか

ら
、
徐
々
に
雲
行
き

が
怪
し
く
な
る
。
こ
の
文
脈
は
、
先
述
の
飯
田
論
文
の
進
め
方
と
同
一
で
あ
り
、
恐
ら
く
こ
れ
を
下
敷
き
に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

意
味
と
発
生
が
違
う
同
音
の
「
ふ
な
と
の
か
み
」
と
し
て
、
氏
は
二
つ
の
「
船
盡
」
宮
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
一
つ
は
徳
島
市
一
宮

の
そ
れ
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
神
山
町
広
野
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
別
稿
一
で
詳
述
し
た
如
く
、
正
確
に
は
徳
島
市
入に
ゅ
う
た田
所
在
の
、
広
野

の
船
盡
宮
に
対
す
る
遥
拝
所
と
し
て
の
第
三
の
船
盡
比
咩
神
社
も
あ
っ
た
事
を
氏
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
。
加
え
て
、
明
治
三
年

（
一
八
七
三
）
刊
の
『
神
祗
志
料
』
や
明
三
三
年
（
一
九
〇
〇
）
刊
の
『
大
日
本
地
名
辞
書
』
に
お
け
る
一
連
の
「
慶
長
十
二
年
棟
札

文
」
騒
動
に
関
し
て
も
全
く
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
も
、「
船
盡
」
の
文
字
か
ら
「
舟
止
神
」
を
類
推
し
、「
こ
の
神
は
港
や
舟
が
河
川
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
い
っ
た
終
点
に
祀
ら
れ
て

い
る
」
と
述
べ
、
飯
田
氏
が
提
唱
す
る
一
九
六
四
年
初
見
の
「
舟
航
可
能
最
上
限
地
点
」
説
を
採
用
し
て
い
る
。
飯
田
説
の
登
場
は
、

一
九
七
八
年
刊
の
『
吉
野
町
史
』
を
含
め
て
こ
れ
で
三
例
目
で
あ
る
が
、
縷
々
詳
述
し
た
如
く
岐
神
は
元
来
来く
な
と
の
さ
へ
の
か
み

名
戸
祖
神
で
あ
り
、「
来く

名な

」
を
「
舟ふ
ね

」
で
説
明
す
べ
き
で
は
な
い
。
ま
し
て
や
、「
戸
」
は
通
路
を
示
す
言
葉
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
止
」
で
説
明
す
れ
ば
、
本
来

の
岐
神
か
ら
大
き
く
逸
脱
し
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
飯
田
説
を
採
用
し
た
ば
か
り
に
、
こ
の
時
点
か
ら
本
質
究
明
へ
の
道
を
大
き

く
踏
み
外は
ず

す
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
た
め
も
あ
り
、
大
粟
氏
は
「
一
宮
町
の
船
盡
比
売
神
社
は
、
一
宮
の
オ
フ
ナ
ト
サ
ン
と
一
般
に
呼
ば
れ
、
舟
戸
神
と
同
じ
発
音

で
あ
る
た
め
に
オ
フ
ナ
ト
サ
ン
の
元
宮
と
間
違
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
」
と
結
論
す
る
。
別
稿
一
で
詳
述
し
た
が
、
慶
長
一
二
年

（
一
六
〇
七
）
銘
の
棟
札
に
名
東
郡
に
あ
る
船
盡
比
咩
神
社
と
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
名
西
郡
広
野
村
で
も
な
く
、
同
郡
入
田
村
で
も
な
い
。

名
東
郡
一
宮
村
所
在
の
船
盡
宮
以
外
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
も
、
こ
こ
は
祭
日
が
一
一
月
一
六
日
で
あ
り
、
黙
っ
て
参
拝
す
る
ル
ー
ル

が
あ
り
、
子
育
て
の
神
で
子
供
が
一
一
人
も
い
る
神
と
な
っ
て
い
る
。
神
綿
着
・
帷
子
の
供
物
を
欠
く
程
度
で
、
他
は
神
山
町
内

七
六
七
基
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
岐
神
信
仰
の
条
件
を
ほ
ぼ
満
た
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
こ
こ
は
神
山
町
全
域
に
分
布
す
る
七
六
七
基
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の
「
オ
フ
ナ
ト
サ
ン
の
元
宮
」
と
断
言
し
て
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
同
名
の
広
野
・
入
田
村
所
在
の
宮
は
、
祭
日
が
一
〇
月
二
八
日
で
あ

り
、
歯
痛
鎮
め
の
神
で
あ
り
、
祭
日
、
御
利
益
と
も
岐
神
信
仰
と
は
全
く
隔
絶
し
て
い
る
。
大
粟
氏
は
、
一
宮
の
船
盡
宮
が
「
オ
フ
ナ

ト
サ
ン
の
元
宮
と
間
違
え
ら
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
信
仰
・
伝
承
内
容
か
ら
推
せ
ば
、
一
宮
の
船
盡
宮
こ
そ
が
神
山
町
所
在

七
六
七
基
の
岐
宮
の
本
宮
な
の
で
あ
っ
た
。
氏
は
、
一
宮
船
盡
宮
の
信
仰
・
伝
承
内
容
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
ふ
し
が
あ
る
。
も
し

識
っ
て
い
れ
ば
、
少
な
く
と
も
こ
の
よ
う
な
結
論
は
下
さ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
更さ
ら

に
、
一
九
六
〇
年
刊
の
『
神
領
村
誌
』
に
は
、
青

井
夫
の
杉
丸
氏
宅
前
に
あ
る
岐
神
祠
が
村
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
り
、「
一
宮
舟
止
神
社
の
分
霊
と
の
伝
説
」
が
あ
る
と
付
加
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
（
別
稿
二
参
照
）。
神
山
町
七
六
七
基
の
岐
神
と
そ
の
信
仰
内
容
を
知
悉
し
て
い
る
大
粟
氏
で
は
あ
る
が
、
飯
田
説
を
鵜
呑

み
に
し
た
ば
か
り
に
、
最
初
の
段
階
か
ら
真
実
を
究
明
す
る
機
会
を
逸
す
る
の
で
あ
っ
た
。
今
一
歩
、
文
献
・
伝
承
両
面
か
ら
の
追
究

に
対
し
て
集
中
力
が
求
め
ら
れ
る
。

『
阿
波
志
』
の
引
用
に
際
し
て
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
現
文
の
ま
ま
の
引
用
で
は
な
い
（
表
２
参
照
）。
原
文
は
ａ
～
ｅ
の
順
で

文
章
が
並
ぶ
が
、
引
用
時
に
何
故
か
ｂ
・
ｃ
・
ｄ
の
三
ケ
所
を
欠
損
し
、
ａ
の
す
ぐ
後
に
ｅ
を
繋
ぐ
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
で
は
、
大
き

く
元
の
意
を
歪
曲
す
る
事
に
な
る
。
ｄ
と
ｅ
は
元
は
一
文
で
あ
り
、「
島マ
マ

之
石
楠
船
神
」
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、「
島マ
マ

」
の
部
分
を
不
自

然
に
削
り
取
っ
て
、
e’
の
如
く
に
し
て
a’
の
下
に
繋
げ
て
い
る
。
意
図
的
な
の
か
不
注
意
な
の
か
不
明
で
あ
る
が
、『
阿
波
志
』
の
著
者

佐
野
之
憲
が
最
も
強
調
し
た
か
っ
た
の
は
ｂ
の
「
是
な
り
」
で
あ
る
。
即
ち
、「
船
盡
祠
」
に
は
「
船
渡
」
神
を
祀
っ
て
い
る
の
で
あ

り
、
船ふ
な

盡は
て

と
訓
む
の
で
は
な
く
船ふ
な

渡と

と
訓
む
べ
き
事
を
提
唱
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
思
い
を
込
め
る
た
め
、
ｂ
の
「
是
な
り
」
が

あ
る
。
こ
の
趣
旨
を
理
解
せ
ず
、「
是
」
と
「
之
」
を
取
り
違
え
た
の
か
（
両
者
と
も
「
こ
れ
」
と
訓
め
る
が
、「
之
」
は
こ
こ
で
は

「
の
」
と
訓
ま
ね
ば
な
ら
な
い
）、
ｂ
・
ｃ
・
ｄ
を
骨
抜
き
に
し
て
ａ
の
す
ぐ
下
に
ｅ
を
繋
ぐ
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
元
の
文
意
を
正
確

に
理
解
し
て
引
用
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
大
粟
氏
に
は
、
一
宮
の
オ
フ
ナ
ト
サ
ン
（
船
盡
宮
）
が
神
山
町
全
域
に
祀
ら
れ
る
七
六
七

基
の
岐
お
ふ
な
と
さ
ん

神
と
同
じ
音
で
あ
る
た
め
、「
元
宮
と
間
違
え
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
先
入
観
が
あ
っ
た
。
こ
れ
が
作
用
し
て
、
表
２
の
如
く
極

め
て
不
自
然
な
引
用
に
な
っ
た
。
原
典
の
文
章
を
正
確
に
把
握
し
て
お
れ
ば
、
ま
た
船
盡
宮
三
社
の
棟
札
騒
動
の
経
緯
を
時
系
列
に
理

解
し
て
お
れ
ば
、
少
な
く
と
も
こ
の
よ
う
な
初
歩
的
ミ
ス
は
犯
さ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
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さ
て
、『
神
山
の
お
ふ
な
と
さ
ん
』
に
は
該
書
の
心
臓
部
と
も
い
え
る
「
調
査
結
果
表
」
が
各
大
字
毎
に
纏
め
ら
れ
て
い
る
が
、
各
表

毎
に
岐
神
の
数
だ
け
１
か
ら
起
算
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
で
は
各
大
字
ご
と
の
動
向
が
把
握
し
に
く
い
た
め
、
上
分
の
１
番
を
起
点
と
し
、

阿
川
の
109
番
を
終
点
と
し
て
、
全
七
大お
お

字あ
ざ

（
上
分
一
四
二
基
・
下
分
一
二
七
基
・
左
右
地
六
一
基
・
神
領
一
二
七
基
・
鬼
籠
野
一
一
四

基
・
広
野
八
七
基
・
阿
川
一
〇
九
基
の
順
）
に
通
し
番
号
を
打
ち
、
最
終
が
767
番
に
な
る
よ
う
に
し
た
。
縦
軸
に
は
左
端
か
ら
部
落
名
・

所
在
地
・
祭
者
・
形
（
御
殿
・
お
か
ま
ご
・
他
）・
石
の
数
・
供
物
（
綿
着
・
カ
タ
ビ
ラ
・
し
め
縄
・
斎
木
・
神
酒
・
ご
は
ん
・
箸
）・

ま
つ
る
日
（
正
月
・
十
一
月
・
十
二
月
・
紋
日
）・
備
考
の
順
に
並
ん
で
い
る
。

岐
神
の
性
格
並
び
に
特
性
を
知
る
上
で
最
適
と
思
わ
れ
る
「
備
考
」
欄
か
ら
考
察
を
進
め
た
い
。
性
格
・
特
性
に
関
す
る
記
述
は
延

べ
七
〇
例
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
、
331
番
が
三
種
、
11
・
171
・
250
・
253
・
277
・
391
が
各
々
二
種
の
伝
承
を
含
む
た
め
、
実
質
は
六
二
地
区

（
全
七
六
七
地
区
の
八
％
）
で
の
伝
承
と
な
る
。
性
格
・
特
性
重
視
の
た
め
、
延
べ
数
を
分
母
と
し
て
解
析
を
進
め
る
。

a1�
・
足
神
（
足
痛
を
治
す
神
・
足
を
丈
夫
に
す
る
神
）
91
・
171
・
180
・
237
・
276
・
277
・
354
・
492
・
680
・
689
・
753
・
763
（
一
二
例
）

a2
・
草
履
を
ま
つ
る
。
11
・
277
・
423
（
三
例
）

表
２
『
阿
波
志
』
所
載
「
船
盡
祠
」
記
事
と
大
粟
氏
の
同
箇
所
引
用
文
の
比
較
対
照
表

船
盡
祠
…
一
宮
祠
の
東
百
八
十
歩
、
船
渡
神
あ
り
或
は
以
て
船
盡
と
為
す

　
　
　
　

是
な
り
三
代
実
録
貞
観
十
四
年
十
一
月
二
十
九
日
従
五
位
を
授
く
、
旧
事
紀
云
ふ
島
之
石
楠
船
神
、
又
の
名
は
天
島
船
神
、
大
宜
都
姫
の
兄
弟
也

船
盡
祠
…
一
宮
祠
の
東
八
十
歩
船
渡
神
あ
り
、
或
は
以
て
船
盡
と
為
す
之
石
楠
船
又
の
名
は
天
島
船
神
、
大
宜
都
姫
の
兄
弟
也

対応

対応

欠如

欠如

欠如

aʼ

eʼ

ab

c

d

e

『
阿
波
志
』
の
原
文

大
粟
氏
の
引
用
文

マ
マ

マ
マ

マ
マ
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a3
・
わ
ら
じ
を
ま
つ
る
。
171
・
354
（
二
例
）

a4
・
手
足
の
神
（
手
足
通
を
治
す
神
）。
11
・
175
・
178
・
391
（
四
例
）

a5
・
足
腰
痛
を
治
す
神
。
331
（
一
例
）［
延
べ
七
〇
例
中
ａ
群
二
二
例
・
三
一
％
］

b1
・
子
供
の
守
り
神
。
174
・
177
・
182
・
188
・
196
・
220
・
231
・
239
・
240
・
249
・
250
・
253
・
258
・
459
・
509
・
663
（
一
七
例
）

b2
・
岩
上
よ
り
子
供
が
落
ち
て
も
怪
我
さ
せ
な
い
。
32
（
一
例
）

b3
・
子
供
が
衣
類
に
不
自
由
せ
ん
。
461
（
一
例
）

b4
・
子
授
け
。
495
（
一
例
）

b5
・
子
供
が
三
歳
に
な
る
ま
で
祀
り
、
以
後
ま
つ
ら
な
い
。
618
（
一
例
）［
延
べ
七
〇
例
中
ｂ
群
二
一
例
・
三
〇
％
］

c1
・
家
族
の
守
り
神
。
201
・
233
・
239
・
244
・
245
・
720
（
六
例
）

c2
・
家
族
の
健
康
を
祈
る
。
249
・
306
（
二
例
）

c3
・
主
人
の
身
体
を
守
る
。
543
（
一
例
）

c4
・
屋
敷
の
守
り
神
。
192
・
199
（
二
例
）［
延
べ
七
〇
例
中
ｃ
群
一
一
例
・
一
六
％
］

d1
・
な
め
く
じ
が
御
神
体
だ
か
ら
塩
は
ま
つ
ら
な
い
。
285
（
一
例
）

d2
・
塩
は
ま
つ
ら
な
い
。
283
・
750
（
二
例
）

d3
・
塩
ぬ
き
赤
飯
祭
る
。
122
（
一
例
）［
延
べ
七
〇
例
中
ｄ
群
四
例
・
六
％
］

ｅ
・
岐
神
が
祟
っ
た
結
果
、
祀
る
よ
う
に
な
っ
た
。
356
・
396
・
418
・
712
（
延
べ
七
〇
例
中
四
例
・
六
％
）

ｆ
・
講
中
に
災
難
が
な
い
様
に
又
健
康
祈
る
。
306
（
一
例
）

ｇ
・
悪
病
を
防
ぐ
。
253
（
一
例
）

ｈ
・
畑
の
守
り
神
。
250
（
一
例
）

ｉ
・
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
の
銘
。
20
（
一
例
）

ｊ
・
こ
の
辺
で
船
を
つ
な
い
だ
と
の
話
。
26
（
一
例
）

二
五
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ｋ
・
一
宮
の
舟
戸
に
こ
ん
も
と
が
あ
る
。
331
（
一
例
）

ｌ
・
石
の
上
で
み
こ
が
踊
っ
た
。
331
（
一
例
）

ｍ
・
だ
ま
っ
て
祭
ろ
う
と
す
る
の
に
よ
そ
の
人
は
も
の
を
言
わ
そ
う
と
す
る
。
391
（
一
例
）

全
七
六
七
基
中
の
六
二
基
（
約
八
％
）
に
し
か
性
格
・
特
性
を
知
り
得
る
備
考
欄
へ
の
記
述
は
無
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
延
べ
七
〇

例
の
伝
承
群
は
明
確
か
つ
雄
弁
に
神
山
町
内
の
岐
神
の
本
質
を
語
り
尽
く
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
七
〇
例
を
大
別
す
れ
ば
、
ａ
群
か
ら
ｆ

～
ｍ
の
そ
の
他
群
の
六
群
に
分
類
し
得
る
。
分
母
を
七
〇
例
と
す
れ
ば
、
最
多
は
ａ
群
二
二
例
で
全
体
の
三
一
％
を
占
め
る
。
ａ
群
の

中
で
も
a’
の
「
足
神
（
足
痛
を
治
す
神
・
足
を
丈
夫
に
す
る
神
）」
一
二
例
が
最
多
で
あ
り
、ａ
群
中
で
は
五
五
％
を
占
め
る
。
岐
神
と

言
え
ば
、
神
山
町
内
の
人
々
は
即
足
神
を
連
想
す
る
の
で
あ
っ
た
。
二
〇
一
一
年
の
近
藤
の
調
査
で
も
、
足
痛
を
治
し
て
く
れ
る
神
と

か
、
祈
願
や
お
礼
の
意
味
で
藁
草
履
を
供
え
る
と
い
う
伝
承
を
何
度
か
聞
き
得
た
。
a4

四
例
で
は
「
手
足
の
神
（
手
足
痛
を
治
す
神
）

と
し
て
、
足
だ
け
で
な
く
手
の
部
分
も
加
わ
っ
て
い
る
が
、
ａ
群
二
二
例
全
体
で
は
四
例
で
一
八
％
し
か
占
め
て
お
ら
ず
、
少
数
派
で

あ
っ
た
。
足
の
神
の
連
想
か
ら
手
が
追
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

更
に
a5
一
例
で
は
「
足
腰
痛
を
治
す
神
」
と
変
化
し
て
い
る
が
、
足
痛
を
治
し
て
く
れ
る
な
ら
ば
、
つ
い
で
に
腰
痛
も
と
い
う
庶
民

の
願
い
か
ら
派
生
し
た
と
言
え
る
。
こ
れ
が
証
拠
に
、
祈
願
や
報
賽
時
に
a2
三
例
の
「
草
履
を
ま
つ
る
」、a3
二
例
の
「
わ
ら
じ
を
ま
つ

る
」
が
あ
り
、
両
者
を
合
算
す
れ
ば
五
例
で
ａ
群
全
体
の
中
で
二
三
％
を
占
め
る
に
至
る
。
こ
れ
ら
報
賽
物
は
総
て
草
履
・
草
鞋
（
わ

ら
じ
）
な
ど
足
に
関
す
る
履
き
物
ば
か
り
で
あ
り
、
手
や
腰
に
関
す
る
品
物
は
一
切
無
い
。
こ
の
点
か
ら
も
、
岐
神
は
元
来
「
手
」
や

「
腰
」
で
は
な
く
、
専も
っ
ばら

「
足
」
に
特
化
さ
れ
た
神
で
あ
っ
た
と
断
言
し
得
る
。

次
い
で
目
立
つ
の
は
「
子
供
の
守
り
神
」
関
連
の
ｂ
群
二
一
例
で
、
全
体
の
三
〇
％
を
占
め
る
。
ｂ
群
二
一
例
全
体
の
中
で
特
に
多

い
の
は
b1
一
七
例
（
八
一
％
）
の
「
子
供
の
守
り
神
」
で
あ
っ
た
。
残
り
の
四
例
は
、
b2
～
b5
に
各
一
例
あ
る
に
過
ぎ
ず
、
岐
神
と
い

え
ば
「
子
供
の
守
り
神
」
と
す
る
強
烈
な
思
い
は
町
民
の
共
通
認
識
と
し
て
「
足
神
」
と
共
に
併
存
し
て
い
た
。
近
藤
の
調
査
で
も
、

こ
の
伝
承
は
度た
び

々た
び

聞
き
得
た
。
b2
一
例
の
「
岩
上
よ
り
子
供
が
落
ち
て
も
怪
我
さ
せ
な
い
」
と
す
る
伝
承
の
主
語
は
、
文
脈
か
ら
推
せ

ば
明
ら
か
に
岐
神
で
あ
り
、
岐
神
が
子
供
好
き
で
あ
り
、
子
供
と
遊
ぶ
事
を
好
ん
で
い
た
様
子
が
透
け
て
見
え
る
。
こ
れ
は
、
一
宮
の

二
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船
盡
宮
の
伝
承
と
も
共
通
す
る
。
町
内
で
は
畑
の
中
や
屋
敷
の
ま
わ
り
に
た
ま
に
巨
岩
が
あ
り
、
往
々
に
し
て
こ
こ
は
格か
っ
こ
う好

の
子
供
の

遊
び
場
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
巨
岩
の
根
元
に
よ
く
岐
神
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
珍
し
い
巨
岩
に
因
ん
で
、
こ
れ
を
顕
彰
す
る
意
味
で
岐

神
が
祀
ら
れ
る
。
普
通
で
あ
れ
ば
、
岩
上
か
ら
滑
落
す
れ
ば
子
供
は
大
怪
我
を
す
る
の
だ
が
、
岐
神
の
御
神
徳
に
よ
り
、
見
え
な
い
力

で
子
供
は
し
っ
か
り
守
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

b2

の
「
子
供
が
衣
類
に
不
自
由
せ
ん
」
と
い
う
伝
承
は
、
明
ら
か
に
一
一
月
一
六
日
の
串
に
綿
を
巻
き
つ
け
て
供
え
る
神
綿
着
と
、

一
月
一
六
日
の
紙
製
の
着
物
を
串
に
挟
ん
で
供
え
る
帷か
た

子び
ら

（
紙か
み

子こ

）
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
。
岐
神
に
供
え
る
こ
の
両
者
の
儀

礼
の
根
源
に
こ
の
よ
う
な
伝
承
が
あ
っ
て
み
れ
ば
、
岐
神
の
子
供
が
一
二
人
い
る
母
子
神
家
庭
の
逼ひ
っ

迫ぱ
く

の
状
況
が
よ
り
鮮
明
に
浮
か
び

上
が
る
。
先
に
言
及
し
た
が
、
沈
黙
裏
に
参
拝
し
な
い
と
一
二
人
の
子
神
が
目
を
覚
ま
し
て
供
物
を
全
部
食
べ
て
し
ま
い
、
親
神
に
当

た
ら
な
い
（
供
物
が
届
か
な
い
事
に
よ
り
、
願
い
も
聞
き
届
け
ら
れ
な
い
と
い
う
結
果
に
終
わ
る
）
と
す
る
伝
承
と
こ
れ
は
連
動
す
る
。

岐
神
と
も
あ
ろ
う
も
の
が
子
供
の
躾
し
つ
け

一
つ
で
き
な
い
の
か
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
子
沢
山
の
母
子
神
家
庭
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
こ

れ
も
致
し
方
な
い
所
な
の
で
あ
る
。
神
山
町
民
は
、
近
所
の
生
活
苦
の
家
庭
に
何
か
と
細
や
か
な
手
助
け
を
行
な
う
如
く
、
岐
神
に
は

格
別
に
親
近
感
を
抱
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
子
沢
山
の
家
に
対
し
て
「
岐
神
が
お
じ
ぎ
す
る
」
と
い
う
伝
承
に
も
裏
付
け

ら
れ
る
。
実
際
の
子
沢
山
の
家
庭
を
揶や

揄ゆ

す
る
だ
け
で
な
く
、
こ
の
よ
う
に
生
活
苦
や
子
育
て
苦
労
を
共
に
分
か
ち
合
っ
て
く
れ
る
最

も
身
近
な
頼
り
が
い
の
あ
る
神
な
の
で
あ
っ
た
。
旧
家
で
あ
れ
ば
殆
ど
ど
こ
の
家
に
も
祀
ら
れ
て
い
る
と
い
う
言
説
は
、
恐
ら
く
こ
の

事
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

b4

の
「
子
授
け
」
一
例
は
大
字
鬼お

籠ろ

野の

の
字
日
浦
地
区
で
の
伝
承
で
あ
る
が
、
近
藤
も
大
字
下
分
字
樫
谷
地
区
で
こ
れ
を
聞
い
た
。

（
写
真
２
参
照
）
岐
神
が
子
供
一
二
人
の
子
沢
山
で
あ
る
た
め
、
子
宝
に
恵
ま
れ
な
い
人
は
丁て
い

重ち
ょ
うに

こ
れ
を
祀
り
、
実
際
に
子
宝
を
授

か
っ
て
い
た
。
b1
の
如
く
「
子
供
の
守
り
神
」
だ
け
で
な
く
、
よ
り
根
源
的
に
岐
神
は
、「
子
授
け
」
の
段
階
か
ら
深
く
関
与
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

b5
一
例
で
は
「
子
供
が
三
歳
に
な
る
ま
で
祀
り
、
以
後
ま
つ
ら
な
い
」
と
言
う
が
、
こ
れ
は
b1
の
「
子
供
の
守
り
神
」
と
密
接
に
連

動
し
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
七
五
三
の
祝
い
に
象
徴
さ
れ
る
如
く
、
三
歳
は
通
過
儀
礼
上
大
き
な
一
つ
の
関
門
で
あ
っ
た
。
三
歳
児

二
七
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写真２－１�　樫谷地区某家の岐神。子宝祈願でお参りすれば、実際に子供が授
かったとの奇瑞を御当主からお聞きすることができた。

写真２－２�　内部の御神体の玉石の数々。多くは海岸部の丸い石を選んで勧請
したとのこと。
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ま
で
は
生
命
の
危
機
に
直
面
し
た
際
、
最
も
落
命
し
や
す
い
時
期
で
あ
る
。
特
に
、
生
後
初
め
て
冬
を
迎
え
る
子
供
の
命
の
不
安
定
さ

は
、
医
学
が
発
達
し
た
現
在
に
お
い
て
も
流イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

行
性
感
冒
等
で
抵
抗
力
の
弱
い
嬰
児
は
重
篤
な
状
況
に
陥
り
や
す
い
。
近
代
以
前
の
嬰
児

は
、
冬
を
越
す
事
な
く
落
命
し
た
者
が
多
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
一
一
月
一
五
日
に
「
綿
着
」
と
称
し
、
初
生
児
に
綿
入
れ
の
着
物
を

着
せ
る
儀
式
の
根
拠
は
こ
こ
に
あ
っ
た
。
こ
れ
と
連
動
し
た
も
の
が
、
神
綿
着
と
帷か
た

子び
ら

（
紙
子
）
な
の
で
あ
り
、「
子
供
の
守
り
神
」
の

面
目
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
。
赤
児
も
三
回
目
の
冬
を
迎
え
る
頃
に
な
れ
ば
、
初
回
や
二
回
目
と
較
べ
て
格
段
に
し
っ
か
り
と
環
境
に

対
応
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
見み

做な

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
三
歳
過
ぎ
れ
ば
岐
神
に
頼
る
ま
で
も
な
い
と
い
う
伝
承
は
、
か
な
り
強
気

な
言
説
で
は
あ
る
が
、
裏
を
返
せ
ば
そ
れ
ま
で
は
た
だ
只ひ
た

管す
ら

子
供
の
無
事
成
長
を
祈
念
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

ａ
群
の
足
、
ｂ
群
の
子
供
に
対
し
、
ｃ
群
一
一
例
は
岐
神
の
庇
護
の
対
象
が
家
族
・
主
人
・
屋
敷
な
ど
、
屋
敷
地
と
そ
こ
に
住
む
成

員
に
な
っ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
延
べ
七
〇
例
中
の
一
一
例
で
あ
り
、
全
体
の
一
六
％
を
占
め
三
番
目
に
多
い
が
、
ａ
・
ｂ
両
群

と
較
べ
れ
ば
半
数
程
し
か
な
く
、
重
要
度
か
ら
す
れ
ば
後
ま
わ
し
の
感
が
否
め
な
い
。
近
藤
の
実
際
の
聞
き
取
り
調
査
の
中
で
も
、「
こ

の
オ
フ
ナ
ト
サ
ン
を
祀
っ
て
い
た
ら
、
家
に
え
え
事
が
あ
る
」
と
い
う
伝
承
を
何
度
か
聞
い
た
。
こ
の
よ
う
な
漠
然
と
し
た
言
説
の
元

は
、
c1
六
例
の
「
家
族
の
守
り
神
」
な
の
で
あ
ろ
う
。
ｃ
群
の
中
で
は
こ
れ
が
最
も
多
く
、
ｃ
群
全
体
の
五
五
％
を
占
め
る
。
こ
れ
に

次
い
で
c2
二
例
の
「
家
族
の
健
康
を
祈
る
」
が
あ
る
が
、
具
体
的
に
病
気
や
怪
我
が
排
除
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
c1
六
例
は
、
病
気

や
怪
我
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ら
も
含
ん
だ
不
幸
や
災
い
な
ど
抽
象
的
な
も
の
の
排
除
を
願
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

c3
は
一
例
し
か
な
い
が
、「
主
人
の
身
体
を
守
る
」
と
あ
る
。
か
な
り
具
体
的
で
あ
り
、
家
族
の
中
で
も
一
家
の
大
黒
柱
と
し
て
の
主

人
に
特
化
し
て
、
そ
の
庇
護
を
求
め
て
い
る
。
主
人
さ
え
し
っ
か
り
し
て
い
れ
ば
、
家
族
は
安
泰
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
c4
二

例
の
「
屋
敷
の
守
り
神
」
は
、
c1
～
c3
の
家
族
の
成
員
の
庇
護
に
対
し
て
「
屋
敷
」
に
重
き
を
置
い
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
屋
敷
地
と

い
う
空
間
的
広
が
り
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
住
む
住
民
も
当
然
庇
護
の
対
象
に
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
ろ
う
。

ａ
～
ｃ
群
で
五
四
例
に
達
し
、
全
体
の
七
七
％
を
占
め
ほ
ぼ
支
配
的
で
あ
る
が
、
こ
ん
な
中
に
あ
っ
て
ｄ
群
四
例
は
全
体
の
六
％
し

か
占
め
な
い
少
数
派
で
あ
る
が
か
な
り
異
彩
を
放
っ
て
い
る
。
d1

一
例
は
、「
な
め
く
じ
が
御
神
体
だ
か
ら
塩
は
ま
つ
ら
な
い
」
と
言

う
。
岐
神
の
御
神
体
を
「
な
め
く
じ
」
と
す
る
伝
承
は
、
管
見
で
は
初
見
で
あ
り
そ
の
裏
に
何
か
と
て
つ
も
な
く
大
き
な
も
の
が
隠
さ

二
九
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れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
d2
二
例
は
、「
塩
は
ま
つ
ら
な
い
」
と
述
べ
る
が
、
言
外
の
意
味
と
し
て
「
な
め
く
じ
が
御
神

体
だ
か
ら
」
と
す
る
d1
の
前
半
部
が
省
略
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
d3
の
「
塩
ぬ
き
赤
飯
祭
る
」
も
な
め
く
じ
御
神
体
説
が
念
頭

に
あ
っ
て
初
め
て
成
立
す
る
伝
承
で
あ
っ
た
。

僅
か
四
例
で
は
あ
る
が
、
そ
の
分
布
範
囲
は
d1
が
旧
左
右
内
村
、
d2
が
旧
左
右
内
村
と
旧
阿
川
村
、
d3
が
旧
上
分
村
と
な
っ
て
お
り
、

神
山
町
南
西
端
か
ら
東
北
部
に
か
け
て
点
在
し
て
お
り
、
こ
の
状
況
か
ら
推
せ
ば
元
は
町
内
全
域
に
分
布
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

更
に
、
d1
で
御
神
体
を
「
な
め
く
じ
」
と
し
て
い
る
が
、
元
は
「
蛭ひ
る

」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
極
め
て
高
い
。
先
に
詳
述
し
た
が
、
大
粟

氏
は
「
船
戸
神
に
つ
い
て
」
の
中
で
、「
オ
フ
ナ
ト
さ
ん
の
御
神
体
は
蛭ひ
る

だ
か
ら
塩
分
は
い
け
な
い
…
各
地
」
⑰
と
述
べ
て
お
り
、「
各

地
」
が
具
体
的
に
ど
こ
を
指
す
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
文
字
通
り
町
内
各
地
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
「
な
め
く
じ
」
で
は
な
く

「
蛭
」
と
明
言
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
町
内
各
地
に
岐
神
蛭
説
が
流
布
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

加
え
て
、
こ
れ
を
証
明
す
る
か
の
よ
う
に
、
三
大お
お

字あ
ざ

の
調
査
班
長
か
ら
岐
神
蛭
説
の
証
言
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
実
際
に
聞
き
取
り

調
査
を
担
当
し
た
当
事
者
の
証
言
で
あ
り
、
こ
の
持
つ
意
味
は
重
い
。

・
御
本
尊
の
御
神
体
は
「
ヒ
ル
」
で
、
丸
い
石
は
十
二
人
の
子
ど
も
の
数
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。（
上
分
班　

森
エ
イ
ノ
）（
略
）

・
御
神
体
は
蛭
な
の
か
。
だ
か
ら
塩
を
祭
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
説
も
あ
る
。（
下
分
班　

大
泉
照
子
）（
略
）

・「
御
神
体
は
ヒ
ル
（
蛭
）
だ
か
ら
塩
を
祭
ら
な
い
よ
う
に
」［
近
藤
注
：
地
元
の
古
老
の
言
説
の
紹
介
］（
左
右
内
班　

後
藤
田
静
枝
）
⑰

こ
れ
ら
大
粟
氏
の
言
説
と
調
査
班
長
三
名
の
証
言
に
加
え
、
近
藤
の
調
査
で
も
岐
神
蛭
説
は
上
分
西に
し

久く

地ぢ

・
阿
川
宇う

度と

木ぎ

で
聞
き
、
こ

れ
と
連
動
す
る
供
物
の
塩
分
忌
避
説
は
上
分
中
津
・
入い
り

手て

と
阿
川
長な
が

代た
い

で
聞
い
た
。
小
字
の
地
名
は
、
報
告
書
の
d1
～
d3
四
例
と
は
総

て
違
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
合
算
す
れ
ば
、
上
分
・
下
分
・
左
右
内
・
阿
川
の
四
旧
村
で
一
〇
地
区
に
お
い
て
か
つ
て
は
岐
神
蛭
説
が

分
布
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
地
名
は
、
ち
ょ
う
ど
神
山
町
西
半
分
で
鮎
喰
川
源
流
か
ら
上
流
部
に
位
置
し
、
よ
り
古
い
伝

承
が
残
り
や
す
い
地
区
と
言
え
る
。

d1
の
東
左
右
内
に
お
い
て
、
こ
の
一
例
の
み
な
ぜ
御
神
体
を
「
な
め
く
じ
」
と
し
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
蛭
と
な
め
く
じ
を
取
り

違
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
元
は
御
神
体
が
「
蛭
」
の
た
め
に
塩
気
の
供
物
を
嫌
う
と
伝
承
し
て
い
た
が
、
時
代
の
推
移
と
共
に
「
塩
」

三
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分
を
嫌
う
の
は
「
な
め
く
じ
」
と
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
な
り
、
い
つ
し
か
な
め
く
じ
が
蛭
に
置
き
換
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
少
な

く
と
も
、
近
藤
の
調
査
で
は
「
な
め
く
じ
」
は
一
例
も
無
く
、
す
べ
て
蛭
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
大
粟
氏
を
は
じ
め
調
査
担
当
者
達
の
言

及
も
全
て
「
蛭
」
で
あ
り
、「
な
め
く
じ
」
表
記
は
集
計
表
の
285
の
備
考
欄
一
ケ
所
し
か
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
諸
点
を
考
え
合
わ
せ
れ

ば
、「
な
め
く
じ
」
の
元
の
姿
は
「
蛭
」
で
あ
っ
た
と
断
定
し
て
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。

岐
神
の
御
神
体
が
な
ぜ
蛭
で
あ
っ
た
の
か
、
し
か
も
こ
の
伝
承
が
よ
り
古
風
を
留
め
る
神
山
町
の
西
半
分
に
集
中
的
に
分
布
し
て
い

た
の
か
、
こ
の
疑
問
を
起
点
と
し
て
岐
神
の
本
質
に
迫
り
た
い
。
抑そ
も

々そ
も

岐
神
は
キ
・
ミ
神
話
の
コ
ト
ド
ワ
タ
シ
時
に
杖
か
ら
化
生
し
た

も
の
で
あ
る
が
、『
記
』
で
は
そ
の
前
段
の
「
二
神
の
結
婚
」
時
に
女
神
初
発
声
に
よ
っ
て
最
初
に
生
ま
れ
た
も
の
が
「
水ひ

る

こ
蛭
子
」
で
あ

り
、
こ
れ
は
異
形
を
理
由
に
葦
船
に
入
れ
て
流る

謫た
く

さ
れ
た
。
ま
た
『
紀
』
の
神
代
上
第
四
段
一
書
第
一
と
第
一
〇
で
も
、
同
じ
理
由
に

よ
り
同
名
の
船
に
入
れ
て
流
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
第
五
段
本
文
で
は
月
読
尊
と
素
戔
鳴
尊
生
誕
の
間
に
蛭ひ
る

児こ

を
生
む
が
、
三
歳
に

な
っ
て
も
立
ち
歩
き
で
き
な
い
理
由
に
よ
っ
て
天あ
ま
の
い
わ
く
す
ぶ
ね

磐
櫲
船
に
乗
せ
て
流
さ
れ
、
同
段
一
書
第
二
で
も
同
じ
理
由
で
鳥と
り
の
い
わ
く
す
ぶ
ね

盤
櫲
船
に
入
れ
て

流
さ
れ
て
い
た
。

以
上
、『
記
』『
紀
』
神
話
に
は
五
ケ
所
に
わ
た
っ
て
キ
・
ミ
神
の
間
に
生
ま
れ
た
蛭
児
が
登
場
す
る
が
、
誕
生
時
が
三
年
後
か
の
違

い
こ
そ
あ
れ
、
総
て
異
形
を
理
由
に
舟
に
入
れ
て
流
謫
さ
れ
て
い
た
。
死
の
恐
ろ
し
さ
を
知
っ
た
キ
神
が
コ
ト
ド
ワ
タ
シ
時
に
投
げ
た

杖
が
、
化
生
し
て
衝つ
き
た
つ
ふ
な
と
の
か
み

立
船
戸
神
・
求く
な
と
の
さ
へ
の
か
み

名
戸
祖
神
と
な
っ
て
幽
明
境
を
隔
て
る
結
果
に
終
わ
る
の
だ
が
、
マ
ク
ロ
な
視
点
に
立
て
ば
こ
の

岐
神
も
キ
・
ミ
両
神
の
営
み
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
た
神
と
規
定
し
て
よ
い
。
蛭
児
は
そ
の
異
形
に
よ
り
、
ミ
神
は
明
界
人
皆
殺
し
の
虞
お
そ
れ

に
よ
り
、
幽
界
に
追
放
さ
れ
る
。
ミ
神
の
越
境
を
防
ぐ
の
が
岐
神
の
役
割
で
あ
っ
た
が
、『
本
朝
世
紀
』
に
見
ら
れ
る
如
く
一
〇
世
紀
の

平
安
京
で
は
既
に
岐
神
は
御
霊
と
同
一
視
さ
れ
て
い
た
。
幽
明
境
界
を
護
る
は
ず
の
岐
神
が
、
御
霊
と
同
一
視
さ
れ
恐
れ
ら
れ
る
と
い

う
逆
転
現
象
が
天
慶
元
年
（
九
三
八
）
の
平
安
京
で
出し
ゅ
っ
た
い来し

て
い
た
。
こ
れ
よ
り
六
六
年
前
、
即
ち
貞
観
一
四
年
（
八
七
二
）
に
『
三

代
実
録
』
に
よ
れ
ば
天
南
雷
声
の
怪
異
が
起
り
、
こ
れ
を
鎮
め
る
た
め
に
天
皇
は
阿
波
国
船ふ
な

盡と

比ひ

咩め

神
に
対
し
て
位
階
昇
叙
し
た
。
船ふ
な

盡と

比ひ

咩め

神
と
は
ミ
神
の
隠
喩
で
あ
り
、
夫
神
の
キ
神
の
み
な
ら
ず
こ
の
世
の
人
間
を
皆
殺
し
に
す
る
程
の
強
い
威
力
を
持
っ
て
い
た
。

こ
れ
程
の
強
い
呪
力
の
持
主
で
あ
る
た
め
、
怪
異
を
鎮
め
る
た
め
に
は
船
盡
比
咩
神
の
昇
叙
に
如し

く
は
無
し
と
朝
廷
は
踏
ん
だ
の
で
あ

三
一
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る
。
荒
ぶ
る
神
を
昇
叙
す
る
事
に
よ
り
慰
撫
し
て
味
方
に
引
き
入
れ
、
以
て
こ
の
神
の
威
力
を
利
用
し
て
怪
異
を
鎮
め
よ
う
と
し
た
の

で
あ
っ
た
。

こ
の
阿
波
国
名
東
郡
の
船ふ
な

盡と

比ひ

咩め

神
と
、
六
六
年
後
の
天
慶
元
年
（
九
三
八
）
に
登
場
す
る
『
本
朝
世
紀
』
所
載
の
岐
ふ
な
ひ
と
が
み

神
は
全
く
一

連
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
岐
神
が
九
三
八
年
当
時
の
平
安
京
で
大
流
行
し
て
い
た
点
に
大
い
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
そ
し
て
、
大
流

行
の
根
源
に
岐ふ
な
と
が
み神の

裏
面
と
し
て
の
「
御
霊
」
信
仰
が
あ
っ
た
事
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
「
御
霊
」
の
正
体
は
、

キ
神
を
始
め
こ
の
世
の
人
間
全
員
取
り
殺
そ
う
と
す
る
ミ
神
の
怨
霊
で
あ
っ
た
。

船
盡
比
咩
神
は
、
九
三
八
年
に
平
安
京
で
岐
神
と
し
て
、
ま
た
御
霊
と
し
て
大
流
行
す
る
一
方
で
、
地
元
の
阿
波
国
で
も
名
東
・
名

西
郡
を
中
心
に
間か
ん

歇け
つ

的
に
大
流
行
を
繰
り
返
し
な
が
ら
も
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
定
着
し
て
い
た
。
船ふ
な

盡と

比ひ

咩め

神か
み

子
沢
山
説
は
、
キ
・
ミ
神

の
コ
ト
ド
ワ
タ
シ
に
お
け
る
ミ
神
の
一
日
千
人
の
縊く
び

り
殺
し
に
対
す
る
一
日
千
五
百
人
の
子
産
み
の
応
酬
の
反
映
で
あ
り
創
世
神
話
の

一
環
で
あ
っ
た
事
は
先
に
言
及
し
た
。
阿
波
国
で
岐ふ
な
と
が
み神が

女
神
で
子
沢
山
と
さ
れ
る
根
本
的
理
由
は
こ
の
辺
に
あ
る
。
加
え
て
、
現
在

の
神
山
町
西
半
分
に
お
い
て
一
〇
地
区
に
分
布
す
る
岐
神
蛭
説
も
キ
・
ミ
神
の
創
世
神
話
と
密
接
に
関
連
す
る
。
神
山
町
内
に
お
け
る

岐
神
子
沢
山
伝
説
と
岐
神
蛭
伝
説
と
は
、
一
見
何
の
脈
絡
も
無
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
実
は
最
奥
部
で
両
者
は
深
く
繋
が
り
合
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
岐
神
の
御
神
体
を
「
蛭
」
と
す
る
伝
承
は
、
単
な
る
虫
の
蛭
で
は
な
く
、
創
世
神
話
に
基
づ
い
た
蛭ひ
る

児こ

を
意
味
し
て
い
た
。

異
形
と
し
て
幽
界
に
流る

謫た
く

す
べ
き
蛭
児
と
、
キ
神
を
始
め
こ
の
世
の
人
間
の
皆
殺
し
を
齎も
た
らす

恐
る
べ
き
ミ
神
を
黄
泉
国
に
追
い
返
す
手

段
と
し
て
の
岐
神
は
、「
境
界
外
追
放
」
と
い
う
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
繋
が
る
。
確
か
に
追
わ
れ
る
も
の
と
追
う
も
の
で
そ
の
立
場
は

真
逆
で
は
あ
る
が
、
ミ
神
が
岐
神
と
同
一
視
さ
れ
た
段
階
（『
本
朝
世
紀
』
に
お
け
る
岐
神
の
御
霊
化
）
で
、
岐ふ
な
と
が
み神の

御
神
体
は
蛭
と
す

る
説
は
十
分
成
立
し
得
る
の
で
あ
る
。
ミ
神
の
怨
念
の
反
映
が
御
霊
で
あ
り
、
こ
れ
が
岐
神
と
同
一
視
さ
れ
る
。
岐
神
が
子
沢
山
の
女

神
と
し
て
船ふ
な

盡と

比ひ

咩め

神
と
さ
れ
る
根
本
的
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。
ま
た
、
現
在
の
神
山
町
西
半
分
に
分
布
す
る
一
〇
例
の
岐
神
蛭
説
は
、

以
上
の
意
味
で
極
め
て
古
い
神
話
・
伝
説
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
天
慶
元
年
（
九
三
八
）
は
お
ろ
か
、
奈
良
時
代
更
に
は
弥
生

期
ま
で
遡
り
得
る
程
の
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
貞
観
一
四
年
（
八
七
二
）
の
『
三
代
実
録
』
所
載
の
「
船
盡
比
咩
神
」
の
記
事
と
、
天

慶
元
年
（
九
三
八
）
の
『
本
朝
世
紀
』
所
載
の
岐
神
御
霊
説
の
記
事
を
繋
ぐ
も
の
と
し
て
岐
神
蛭
説
・
子
沢
山
説
に
彩
ら
れ
た
神
山
町
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内
に
分
布
す
る
七
六
七
基
の
岐
神
を
考
察
し
た
論
考
は
従
来
皆
無
で
あ
っ
た
。
船
盡
比
咩
神
社
が
阿
波
国
名
東
郡
一
宮
村
に
あ
っ
て
み

れ
ば
、
そ
し
て
神
山
町
内
七
六
七
基
の
岐
神
群
の
根
元
が
一
宮
村
の
船
盡
比
咩
神
社
に
あ
る
と
す
る
伝
承
が
一
九
六
〇
年
刊
の
『
神
領

村
誌
』
に
記
さ
れ
て
あ
っ
た
事
を
考
慮
す
れ
ば
、
阿
波
国
名
東
郡
一
宮
村
の
船
盡
比
咩
神
社
こ
そ
全
国
の
岐
神
の
ル
ー
ツ
で
あ
っ
た
と

比
定
し
得
る
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
貞
観
一
四
年
（
八
七
二
）
段
階
で
は
、
朝
廷
か
ら
怪
異
を
鎮
め
る
偉
大
な
神
と
し
て
厚
い
信

頼
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。
淡
路
島
に
自
凝
島
（
お
の
こ
ろ
じ
ま
）
関
連
の
神
話
が
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
の
南
西
方
向
の
徳
島
県
名
東
郡

一
宮
村
に
岐
神
の
ル
ー
ツ
が
あ
っ
て
も
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
。
む
し
ろ
自
然
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
、
全
国
的
に
見

れ
ば
な
ぜ
阿
波
国
に
の
み
岐
神
信
仰
が
こ
れ
程
盛
大
に
集
中
的
に
分
布
す
る
（
県
下
全
域
で
は
管
見
の
及
ぶ
範
囲
の
み
で
軽
く
一
千
基

を
越
す
）
の
か
と
い
う
謎
が
解
け
る
（
以
上
の
諸
点
に
つ
い
て
は
別
稿
一
・
二
参
照
）。

ｅ
四
例
は
岐
神
の
祟た
た

り
神
的
性
格
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
延
べ
全
七
〇
例
中
の
六
％
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
天
慶
元
年

（
九
三
八
）
の
平
安
京
で
は
「
御
霊
」
と
し
て
恐
れ
ら
れ
て
お
り
、
少
数
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
も
基
本
的
性
格
を
残
す
も
の
と
し
て
重
要

で
あ
る
。
356
の
神
領
村
上
角
で
は
「
転
居
の
た
め
ま
つ
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
三
年
前
家
人
が
大
病
し
、
お
ふ
な
と
さ
ん
が
埋
ま
っ
て

い
る
と
い
わ
れ
、
ほ
り
起
こ
し
て
祭
り
か
え
ら
れ
た
」
⑱
と
あ
る
。
転
居
の
た
め
岐
神
祭
祀
を
放
棄
し
て
土
砂
に
埋
ま
っ
た
ま
ま
に
し

た
た
め
、
家
人
の
大
病
と
い
う
徴
候
に
よ
っ
て
岐
神
は
そ
の
家
族
に
知
ら
せ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
396
の
神
領
村
小
野
で
は
「
石
を
子

供
が
も
ち
出
し
て
手
が
は
れ
た
」
⑲
と
い
う
。
岐
神
は
子
供
の
守
り
神
で
は
あ
る
が
、
子
供
が
御
神
体
の
丸
石
を
持
ち
出
す
な
ど
の

悪い
た
ず
ら戯

に
及
べ
ば
、
忽た
ち
まち

神
罰
に
よ
っ
て
手
が
腫は

れ
る
の
で
あ
っ
た
。
岐
神
の
毅き

然
と
し
た
性
格
が
窺う
か
がえ

る
。
同
じ
く
418
の
神
領
村
大
埜の

地
で
は
「
七
〇
年
前
家
人
が
病
気
に
な
り
治
ら
な
い
の
で
み
て
も
ら
っ
た
ら
、
お
ふ
な
と
さ
ん
に
炊
事
の
悪
水
が
か
か
っ
て
い
た
の
で

移
転
し
た
⑳
」
と
い
う
。
こ
の
場
合
、
岐
神
に
生
活
排
水
が
か
か
り
、
こ
の
祟
り
に
よ
っ
て
七
〇
年
前
に
家
人
が
病
気
に
な
る
と
い
う

災
い
が
惹じ
ゃ
っ
き起

し
た
。
医
者
に
見
て
貰
っ
て
も
原
因
が
特
定
さ
れ
ず
、
祈
祷
師
に
よ
っ
て
初
め
て
災
因
が
判
明
し
た
。
岐
神
は
、
家
人
を

病
気
に
す
る
事
に
よ
り
自
ら
の
環
境
改
善
要
求
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

712
の
阿
川
村
宇
度
木
で
は
、「
奥
さ
ん
が
体
が
悪
い
の
で
見
て
も
ら
っ
た
ら
お
ふ
な
と
さ
ん
を
祭
る
よ
う
に
云
わ
れ
南
天
の
木
を
植

え
て
そ
の
下
で
祭
る
㉑
」
よ
う
に
な
っ
た
と
言
う
。
こ
の
場
合
、
396
・
418
の
如
く
元
か
ら
あ
っ
た
岐
神
の
祀
り
方
が
悪
い
の
で
改
め
る
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よ
う
に
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
新
た
な
岐
神
祭
祀
の
増
設
で
あ
る
。
こ
れ
が
神
山
町
内
で
七
六
七
基
も
存
在
す
る
原
因
で
あ
り
、
町

内
で
は
当
時
現
在
進
行
形
で
増
え
つ
つ
あ
っ
た
。
但
し
、
現
在
は
過
疎
化
に
よ
り
増
え
る
数
よ
り
減
る
数
の
方
が
上
回
っ
て
い
る
が
、

一
九
七
九
年
当
時
は
確
実
に
新
規
増
設
の
事
例
が
あ
っ
た
。
祟た
た

り
事
例
全
四
例
中
396
・
418
・
712
の
三
例
ま
で
が
祈
祷
師
の
介
在
に
よ
っ

て
知
ら
さ
れ
て
お
り
、
岐
神
の
祟た
た

り
や
増
設
に
関
し
て
は
祈
祷
師
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
事
が
わ
か
る
。
恐
ら
く
、
七
六
七

基
に
ま
で
増
殖
す
る
過
程
で
、
古
代
・
中
世
・
近
世
・
近
現
代
の
各
時
期
に
、
彼
ら
が
祈
祷
の
結
果
の
災
因
を
岐
神
に
求
め
て
い
た
は

ず
で
あ
る
。
356
・
396
・
418
・
712
の
如
く
、
岐
神
を
持
ち
だ
し
た
方
が
地
域
住
民
に
受
け
入
れ
易
か
っ
た
。
裏
を
返
せ
ば
、
地
域
住
民
は

そ
れ
程
岐
神
に
全
幅
の
信
頼
を
寄
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
他
、
ｆ
～
ｍ
の
八
例
は
各
種
単
独
の
機
能
を
持
つ
が
、
各
々
強
い
個
性
を
発
揮
し
て
い
る
。
ｆ
の
306
は
「
講
中
に
災
難
が
な
い

様
に
又
健
康
祈
る
㉒
」
と
あ
る
が
、
こ
の
場
合
ｃ
群
の
家
族
・
屋
敷
の
守
護
に
最
も
近
い
も
の
の
対
象
が
「
講
中
」
と
そ
の
成
員
に
な
っ

て
い
た
の
で
別
枠
と
し
た
。
こ
れ
は
『
本
朝
世
紀
』
所
載
の
天
慶
元
年
（
九
三
八
）
に
平
安
京
の
各
辻
ご
と
に
岐
神
祭
祀
を
行
な
っ
て

い
た
形
と
そ
っ
く
り
で
あ
り
、
元
は
個
人
の
家
単
位
で
は
な
く
、
集
落
あ
る
い
は
何
軒
か
の
組
単
位
で
祀
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
意
味
で
ｆ
は
古
風
を
残
す
形
態
で
あ
っ
た
。

ｇ
の
253
は
「
悪
病
を
防
ぐ
㉓
」
と
あ
る
が
、
家
族
な
の
か
集
落
な
の
か
不
明
な
た
め
別
枠
と
し
た
。
恐
ら
く
、
こ
れ
も
元
は
ｆ
と
同

様
に
講
中
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ｈ
の
250
は
「
畑
の
守
り
神
㉔
」
と
あ
る
が
、
岐
神
が
畑
の
ま
ん
中
に
祀
ら
れ
て
い
る
場
合

が
間
々
あ
る
。
何
で
畑
の
中
な
の
か
意
味
不
明
で
あ
る
が
、
多
く
は
屋
敷
地
周
囲
の
畑
限
定
で
あ
り
、
遠
方
の
畑
に
祀
る
事
例
は
殆
ど

無
い
。
ｃ
群
一
一
例
同
様
、
も
と
は
屋
敷
や
家
族
の
守
り
神
で
あ
っ
た
も
の
が
、
元
の
意
味
が
忘
れ
ら
れ
、
畑
の
ま
ん
中
に
あ
る
事
か

ら
畑
の
守
り
神
と
説
明
が
変
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
事
は
、
事
例
数
の
上
か
ら
も
証
明
し
得
る
。
も
し
畑
の
守
り
神
が
基
本
形

で
あ
る
な
ら
ば
、
250
一
例
だ
け
で
な
く
他
に
も
っ
と
多
く
の
類
例
が
無
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
近
藤
も
畑
の
中
に
あ
る
岐
神
を
何
例
か
見

た
が
、
そ
の
殆
ど
は
屋
敷
地
に
隣
接
し
て
お
り
、
家
の
守
り
神
と
見
做
さ
れ
て
い
た
。

ｉ
の
20
は
「
文
久
元
年
閏
年
十
月
吉
日
、
組
立
人　

阿
州
地　

伊
予
住
人　

藤
原
久
兼
㉕
」
の
銘
が
入
っ
て
い
た
。
七
六
七
基
中
、

唯
一
建
立
年
代
と
組
立
者
が
判
明
す
る
も
の
で
あ
り
、
神
山
町
内
の
岐
神
研
究
に
際
し
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
文
久
元
年
は
西
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暦
一
八
六
一
年
を
指
す
が
、
近
世
末
に
は
岐
神
が
上
分
村
江
田
で
祀
ら
れ
て
い
た
事
が
証
明
さ
れ
る
。
名
東
郡
一
宮
村
の
船ふ
な

盡と

比ひ

咩め

神

の
存
在
は
『
三
代
実
録
』
所
載
貞
観
一
四
年
（
八
七
二
）
一
一
月
二
九
日
の
記
事
で
証
明
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
れ
と
現
在
の
七
六
七
基

の
岐
神
を
繋
ぎ
得
る
史
料
は
無
く
、
殆
ど
口
碑
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
近
世
末
に
お
い
て
も
、
現
在
と
変
わ
ら
な

い
程
の
、
い
や
信
仰
心
の
深
さ
を
考
慮
す
れ
ば
今
よ
り
盛
ん
に
八
百
基
を
越
え
る
数
の
岐
神
が
祀
ら
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。

ｊ
の
26
は
「
こ
の
辺
で
船
を
つ
な
い
だ
と
の
話
㉖
」
と
あ
る
が
、
全
七
〇
例
中
僅
か
一
例
（
一
・
四
％
）
し
か
な
い
点
が
総
て
を
物

語
っ
て
い
る
。
26
は
上
分
村
江
田
で
あ
る
が
、
鮎
喰
川
源
流
の
数
多
く
の
渓
谷
の
中
の
一
つ
で
あ
り
、
し
か
も
渓
谷
の
最
上
流
部
に
位

置
す
る
。
岐
を
フ
ナ
ト
と
訓
み
「
船
戸
」
の
字
を
当
て
る
事
か
ら
「
船
」
が
連
想
さ
れ
、「
船
を
つ
な
ぐ
」
と
の
解
釈
が
生
ま
れ
た
の
で

あ
ろ
う
が
、
岐
神
は
略
称
で
元
来
正
式
に
は
、「
来く
な
と
の
さ
へ
の
か
み

名
戸
祖
神
」
と
称
さ
れ
て
い
た
事
は
先
に
縷る

る々

詳
述
し
た
。
船ふ
な

盡と

宮
三
社
同
様
、
基

本
的
に
は
岐
神
を
船
関
連
で
説
明
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
許
す
と
、
岐
神
の
本
質
究
明
か
ら
自
動
的
に
大
き
く
逸
脱
し

て
し
ま
う
。
鮎
喰
川
源
流
部
の
渓
谷
で
は
船
な
ど
繋
ぎ
得
な
い
事
は
誰
で
も
知
っ
て
お
り
、
こ
の
説
が
僅
か
一
例
で
例
外
的
に
し
か
存

在
し
な
い
事
は
、
神
山
町
内
の
人
々
の
見
識
の
高
さ
を
証
明
し
て
い
る
。

ｋ
の
「
一
宮
の
船
戸
に
こ
ん
も
と
が
あ
る
」
と
、
ｌ
の
「
石
の
上
で
『
み
こ
』
が
お
ど
っ
た
」
の
二
つ
の
伝
承
は
、
共
に
331
の
神
領

村
青
井
夫
の
杉
丸
家
が
祀
る
岐
神
由
来
で
あ
る
。
写
真
３
に
示
し
た
如
く
、
確
か
に
石
積
み
の
上
面
は
約
３
ｍ
四
方
は
あ
り
、
こ
の
中

央
に
緑
泥
片
岩
製
の
オ
カ
マ
ゴ
が
あ
り
、
中
に
丸
石
数
個
が
岐
神
の
御
神
体
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
た
。
石
積
み
の
高
さ
は
約
１
ｍ
程
で

あ
る
が
、
上
面
は
約
九
㎡
程
あ
り
巫
女
が
踊
る
に
は
十
分
す
ぎ
る
程
の
広
さ
で
あ
る
。
杉
丸
家
は
五
〇
年
余
り
前
に
こ
こ
か
ら
五
〇
〇

米
程
西
方
の
国
道
沿
い
に
転
居
し
て
い
る
も
の
の
、
祭
祀
は
今
も
形
だ
け
は
続
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
、
現
在
の
御
当

主
は
余
り
興
味
を
持
た
な
か
っ
た
た
め
岐
神
に
関
す
る
ｋ
・
ｌ
の
如
き
伝
承
は
既
に
聞
け
な
く
な
っ
て
い
た
。
先
述
し
た
が
、

一
九
六
〇
年
刊
の
『
神
領
村
誌
』
に
は
「
本
村
で
代
表
的
な
の
は
、
青
井
夫
の
杉
丸
氏
宅
前
に
あ
る
も
の
で
、
一
の
宮
舟
戸
神
社
の
分

霊
と
の
伝
説
も
あ
り
、
他
所
と
比
較
し
て
規
模
も
大
き
い
㉗
」
と
あ
る
。
従
っ
て
、
一
九
七
九
年
刊
の
『
神
山
の
お
ふ
な
と
さ
ん
』
所

載
の
「
一
宮
の
船
戸
に
こ
ん
も
と
が
あ
る
」
は
、
そ
の
一
九
年
前
の
一
九
六
〇
年
刊
の
『
神
領
村
誌
』
所
載
の
「
一
の
宮
舟
戸
神
社
の

分
霊
と
の
伝
説
」
と
密
接
に
関
連
し
て
い
た
事
が
判
明
す
る
。「
こ
ん
も
と
」
と
い
う
表
現
か
ら
推
せ
ば
、
単
な
る
『
村
誌
』
の
焼
き
直
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写真３－２�　３－１の拡大部分。伝説によれば、一の宮の舟戸神社か
ら勧請した霊を祀るという。オカマゴの内部に御神体らし
き丸石が２～３個祀られていた。

写
真
３
－
１

　

�

神
山
町
青
井
夫
の
杉
丸
家
御
当
主
と
、
岐
神
。
草
木
に
被
わ
れ
て
不
明
瞭
で
あ

る
が
、
高
さ
約
１
ｍ
、
上
面
の
広
さ
は
約
９
㎡
程
あ
り
、
総
て
石
組
に
な
っ
て

お
り
、
そ
の
中
央
部
に
大
き
な
石
組
の
岐
神
祠
が
見
え
る
。
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し
で
は
な
く
、
一
九
七
九
年
当
時
も
曲
り
な
り
に
「
一
の
宮
舟
戸
神
社
の
分
霊
と
の
伝
説
」
が
口
承
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
石

積
み
の
高
さ
一
ｍ
、
上
面
の
広
さ
が
九
㎡
も
あ
る
よ
う
な
大
き
な
基
壇
は
近
藤
の
調
査
で
も
初
め
て
で
あ
り
、『
村
誌
』
も
記
す
如
く
神

山
町
内
で
も
最
大
級
の
も
の
で
あ
っ
た
。
神
山
町
全
域
の
七
六
七
基
の
岐
神
の
総
元
締
め
が
こ
れ
で
あ
っ
た
か
否
か
は
俄に
わ
かに

は
判
断
で

き
な
い
が
、「
一
の
宮
舟
戸
神
社
の
分
霊
」
説
は
大
い
に
説
得
力
を
持
つ
。
貞
観
一
四
年
（
八
七
二
）
に
阿
波
国
名
東
郡
に
実
存
し
た
船

盡
比
咩
神
は
、
そ
の
後
「
慶
長
一
二
年
（
一
六
〇
七
）
棟
札
文
」
や
文
化
一
二
年
（
一
八
一
五
）
成
立
の
『
阿
波
志
』
に
も
姿
を
見
せ
、

現
在
の
伝
承
で
も
一
一
人
の
子
沢
山
・
子
供
の
守
り
神
・
女
神
と
い
う
三
点
で
七
六
七
基
の
神
山
町
内
の
岐
神
伝
承
と
ほ
ぼ
重
複
す

る
。
大
粟
氏
は
「
一
宮
町
の
船
盡
比
咩
神
社
は
、
一
宮
の
オ
フ
ナ
ト
さ
ん
と
一
般
に
呼
ば
れ
、
舟
戸
神
と
同
じ
発
音
で
あ
る
た
め
オ
フ

ナ
ト
さ
ん
の
元
宮
と
間
違
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
㉘
」
と
端は
な

か
ら
両
者
を
別
物
と
し
て
本
末
関
係
を
否
定
さ
れ
て
い
る
が
、
細
か

な
分
析
を
積
み
重
ね
れ
ば
重
ね
る
程
、
両
者
の
本
末
関
係
が
明
ら
か
に
な
る
。
キ
・
ミ
神
が
登
場
す
る
記
・
紀
の
創
世
神
話
や
『
三
代

実
録
』
の
記
述
を
念
頭
に
置
け
ば
、
ま
た
全
国
的
に
見
れ
ば
阿
波
一
国
中
で
桁
外
れ
に
岐
神
が
多
い
点
も
考
慮
す
れ
ば
、
阿
波
一
国
の

み
な
ら
ず
延ひ

い
て
は
日
本
全
国
の
岐
神
の
総
本
山
が
一
宮
の
船
盡
比
咩
宮
で
あ
っ
た
可
能
性
も
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
通
称

オ
フ
ナ
ト
サ
ン
と
称
さ
れ
る
一
宮
の
船
盡
比
咩
宮
を
「
オ
フ
ナ
ト
さ
ん
の
元
宮
を
間
違
え
て
い
る
」
な
ど
と
、
決
し
て
過
小
評
価
し
て

は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ｍ
の
391
は
「
だ
ま
っ
て
祭
ろ
う
と
す
る
の
に
よ
そ
の
人
は
も
の
を
い
わ
そ
う
と
す
る
㉙
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
町
内
の
殆
ど
の
地
区
で

伝
承
さ
れ
る
沈
黙
裏
の
参
拝
で
あ
る
が
、
こ
の
背
景
に
は
女
神
船
盡
比
咩
と
し
て
の
岐ふ
な
と
が
み神、

そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
の
子
沢
山
が
前

提
と
な
っ
て
い
る
。
挨
拶
な
ど
の
日
常
会
話
だ
け
で
な
く
、
参
拝
時
の
足
音
や
神
前
で
の
柏か
し
わ
で手
な
ど
ま
で
一
二
人
子
供
が
目
を
覚
ま
す

と
し
て
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
も
し
音
を
立
て
る
と
子
神
一
二
人
が
目
を
覚
ま
し
、
供
物
を
全
部
食
べ
て
し
ま
い
、
親
神
が
食
べ
ら
れ
な

い
。
供
物
が
届
か
な
い
事
は
願
い
が
聞
き
届
け
ら
れ
な
い
事
に
直
結
す
る
た
め
、
参
拝
者
に
と
っ
て
は
神
詣
り
自
体
が
無
効
と
な
る
極

め
て
忌ゆ

ゆ々

し
き
事
態
に
陥
る
の
で
あ
る
。
ｍ
で
は
こ
の
事
を
総
て
理
解
し
た
上
で
、
敢
え
て
「
よ
そ
の
人
は
も
の
を
い
わ
そ
う
」
と
す

る
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
「
よ
そ
の
人
」
即
ち
当
事
者
以
外
の
人
で
あ
る
か
ら
こ
そ
出
来
る
事
柄
で
あ
り
、
真
剣
に
悩
み
困
っ
て
い
る

人
や
そ
の
関
係
者
な
ら
絶
対
に
し
な
い
。
ふ
ざ
け
ま
た
は
ち
ゃ
か
し
が
半
分
入
っ
て
お
り
、
残
り
半
分
は
気
心
の
知
れ
た
気き

安や
す

さ
か
ら
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催
さ
れ
る
行
動
で
あ
ろ
う
。
真
剣
に
参
拝
を
妨
害
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
不
用
意
に
発
話
や
足
音
・
柏か
し
わ
で手
な
ど
で
音
を
立
て
な

い
よ
う
に
と
の
決
ま
り
事
の
再
確
認
の
た
め
の
行
動
で
あ
る
。
現
象
を
一
面
だ
け
で
捉と
ら

え
れ
ば
あ
た
か
も
い
じ
め
て
い
る
よ
う
に
解
釈

さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
気
心
の
知
れ
た
近
所
の
人
々
の
懐
の
深
さ
の
な
せ
る
業わ
ざ

で
あ
る
。

一
方
、
一
覧
表
に
は
こ
の
他
に
岐
神
の
形
態
に
つ
い
て
纏
め
た
項
目
が
あ
る
。「
ご
殿て
ん

」「
お
か
ま
ご
」「
そ
の
他
」
の
三
細
目
に
分
類

し
て
い
る
が
、「
ご
殿
」
と
は
石
ま
た
は
木
・
瓦
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
な
ど
素
材
は
様
々
で
あ
り
、
家
形
の
構
造
物
を
指
す
。
近
藤
の
感

触
で
は
石
製
が
ほ
ぼ
九
割
を
占
め
る
。
中
に
は
お
か
ま
ご
内
に
「
ご
殿
」
を
据
え
て
あ
る
場
合
も
何
件
か
あ
っ
た
が
、
こ
の
場
合
ど
ち

ら
に
分
類
し
た
の
か
不
明
で
あ
る
。「
そ
の
他
」
と
は
、
御
殿
で
も
お
か
ま
ご
で
も
な
く
、
主
に
御
神
体
の
丸
石
が
岩
陰
な
ど
で
半
ば
む

き
出
し
の
ま
ま
家
の
出
入
口
や
路
傍
に
祀
ら
れ
て
い
る
も
の
な
ど
を
指
す
。
旧
村
毎
に
項
目
別
に
纏ま
と

め
る
と
表
３
ａ
の
よ
う
に
な
る
。

ど
の
地
区
と
も
ほ
ぼ
似
た
よ
う
な
数
値
バ
ラ
ン
ス
を
示
し
、「
お
か
ま
ご
」
が
最
多
く
、
阿
川
の
九
二
％
（
一
〇
〇
祠
）
が
最
高
値

で
、
最
少
値
で
も
鬼お

籠ろ

野の

の
七
五
％
（
八
六
祠
）
で
あ
っ
た
。
旧
七
村
の
平
均
価
は
八
五
％
（
六
五
三
祠
）
で
あ
る
。
岐
神
と
い
え
ば

「
お
か
ま
ご
」
で
祀
る
も
の
と
い
う
暗
黙
の
了
解
が
神
山
町
内
で
形
成
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
但
し
、
こ
れ
は
神
山
町
内
に
と
ど
ま

ら
ず
、
南
東
に
隣
接
す
る
名
東
郡
佐
那
河
内
村
内
を
歩
い
て
い
て
も
、
某
家
の
庭
先
に
「
お
か
ま
ご
」
が
あ
り
中
に
丸
い
自
然
石
が
納

め
ら
れ
て
い
た
た
め
、
も
し
や
と
思
い
家
人
に
尋
ね
た
ら
や
は
り
岐
神
を
祀
っ
て
い
た
。
同
じ
経
験
を
美
馬
郡
脇
町
で
も
し
た
。
ど
う

や
ら
こ
の
傾
向
は
、
岐
神
分
布
地
域
、
特
に
神
綿
着
・
子
綿
着
分
布
地
域
で
は
一
般
的
に
見
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
ら
し
い
。

「
お
か
ま
ご
」
の
発
展
型
が
「
ご
殿
」
で
あ
る
。
そ
の
九
割
方
が
石
祠
で
あ
る
が
、
石
祠
を
作
る
に
は
素
人
で
は
無
理
で
あ
り
、
何
が

し
か
の
出
費
に
よ
っ
て
職
人
に
頼
ま
ざ
る
を
得
な
い
。
青
石
を
箱
形
に
組
み
立
て
た
だ
け
の
「
お
か
ま
ご
」
の
如
く
、
誰
で
も
気
軽
に

建
立
す
る
事
は
で
き
な
い
。
そ
こ
に
は
、「
お
か
ま
ご
」
で
は
納
得
で
き
ず
、
神
社
を
模
倣
し
て
正
式
に
し
っ
か
り
祀
ろ
う
と
す
る
家
人

の
岐
神
に
対
す
る
熱
い
思
い
入
れ
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。「
ご
殿
」
の
最
高
値
が
鬼
籠
野
の
一
五
％
（
一
七
祠
）、
最
少
値
が
上
分
の

一
％
（
二
祠
）
で
あ
っ
た
。
や
は
り
鮎
喰
川
最
上
流
部
の
村
よ
り
も
、
鬼
籠
野
や
神
領
七
％
（
九
祠
）
な
ど
神
山
町
中
心
部
の
方
が
、

岐
神
祀
り
に
際
し
て
「
ご
殿
」
を
造
営
す
る
程
の
多
少
経
済
的
に
余
裕
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

「
そ
の
他
」
の
殆
ど
は
、「
お
か
ま
ご
」
さ
え
組
立
て
ず
岩
壁
の
陰
な
ど
を
利
用
し
た
殆
ど
む
き
出
し
状
態
の
御
神
体
の
祀
り
方
で
あ
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り
、
最
も
原
初
的
な
祀
り
方
で
あ
っ
た
。
最
高
価
が
上
分
の
一
七
％

（
二
四
祠
）
で
あ
り
、
最
少
値
が
神
領
・
下
分
・
阿
川
の
各
六
％
で

あ
っ
た
。
上
分
は
最
も
原
初
的
な
「
そ
の
他
」
が
こ
れ
ら
三
地
区
の

三
倍
近
く
も
あ
り
、
上
流
に
行
く
に
従
っ
て
古
風
を
と
ど
め
や
す
い

傾
向
が
窺う
か
がえ

る
。

次
に
祭
礼
日
に
注
目
す
る
（
表
３
の
ｂ
欄
参
照
）。
基
本
は
一
一
月

一
六
日
と
一
月
一
六
日
の
年
二
回
で
あ
り
、
こ
れ
に
正
月
や
盆
・
彼

岸
な
ど
の
各
種
祭
礼
時
に
つ
い
で
に
お
ま
つ
り
が
行
な
わ
れ
る
。
こ

こ
で
は
、
岐
神
祭
祀
に
特
化
す
る
た
め
、
一
一
月
一
六
日
と
一
月

一
六
日
の
両
方
に
絞
っ
て
考
察
を
進
め
る
。
全
七
六
七
祠
の
う
ち
、

一
一
月
一
六
日
、
一
月
一
六
日
の
祭
礼
日
に
言
及
し
た
事
例
は

二
七
七
祠
で
あ
り
、
全
七
六
七
祠
の
三
六
％
を
占
め
る
。
こ
の

二
七
七
祠
を
分
母
と
す
れ
ば
、
一
一
月
一
六
日
の
み
に
祀
る
事
例
が

一
八
六
祠
（
六
七
％
）
で
あ
り
、
一
月
一
六
日
の
み
の
場
合
が
四
二

祠
（
一
五
％
）、
両
日
と
も
に
祀
る
と
い
う
最
も
基
本
的
な
型
は
四
九

祠
で
全
体
の
一
八
％
を
占
め
る
に
過
ぎ
な
い
。
神
山
町
全
域
の
趨す
う

勢せ
い

は
、
基
本
型
が
徐
々
に
廃
れ
一
一
月
一
六
日
の
方
に
軸
足
を
移
し
つ

つ
あ
る
事
が
わ
か
る
。
一
月
一
六
日
の
み
に
関
し
て
は
四
二
祠

（
一
五
％
）
で
、
三
種
の
日
取
り
の
う
ち
最
も
影
が
薄
い
。
さ
ら
に
分

母
を
神
山
町
内
の
全
岐
神
祠
数
七
六
七
と
す
れ
ば
、
最
も
数
の
多
い

一
一
月
一
六
日
の
み
が
二
四
％
、
両
日
祭
祀
が
六
％
、
一
月
一
六
日

旧村名 a.岐神の形態 ｂ．祭　礼　日  ｃ． 神綿着・帷
かた

子
びら

の
セット率

ｄ． 斎木の事
例数

ご殿 おかまご その他 11月16
日のみ

１月16
日のみ 両日 神綿着

者のみ 帷子のみ 両方

1. 上分 
（全142祠）

２祠 
１％

116祠 
82％

24祠 
17％

41祠 
80％

２祠 
４％

８祠 
16％

６祠 
46％

５祠 
38％

２祠 
15％

１祠 
１％

2. 下分 
（全127祠）

４祠 
３％

116祠 
91％

７祠 
６％

20祠 
65％

２祠 
６％

９祠 
29％

15祠 
58％

１祠 
４％

10祠 
38％

17祠 
18％

3. 左
そ

右
う

内
ち

（全61祠）
２祠 
３％

55祠 
90％

４祠 
７％

１祠 
２％

25祠 
60％

16祠 
38％

３祠 
20％

１祠 
７％

11祠 
73％

３祠 
３％

4. 神
じんりょう

領 
（全127祠）

９祠 
７％

110祠 
87％

８祠 
６％

30祠 
68％

５祠 
11％

９祠 
20％

11祠 
28％

３祠 
８％

26祠 
65％

４祠 
４％

5. 鬼
お

籠
ろ

野
の

（全114祠）
17祠 
15％

86祠 
75％

11祠 
10％

11祠 
50％

７祠 
32％

４祠 
18％

３祠 
６％

１祠 
２％

43祠 
91％

16祠 
17％

6. 広野 
（全87祠）

６祠 
７％

70祠 
80％

11祠 
13％

23祠 
92％

１祠 
４％

１祠 
４％

６祠 
38％

２祠 
13％

８祠 
50％

23祠 
24％

7. 阿川 
（全109祠）

２祠 
２％

100祠 
92％

７祠 
６％

60祠 
97％

０祠 
０％

２祠 
３％

０祠 
０％

２祠 
３％

56祠 
97％

30祠 
32％

8. 総合 
（全767祠）

42祠 
５％

653祠 
85％

72祠 
９％

186祠 
67％

42祠 
15％

49祠 
18％

44祠 
20％

15祠 
７％

156祠 
73％

94祠 
12％

表３　神山町における岐神祭祀の詳細
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の
み
は
五
％
と
な
る
。
裏
を
返
せ
ば
、
こ
れ
ら
祭
礼
日
に
つ
い
て
何
ら
か
ら
の
言
及
が
あ
る
二
七
七
祠
（
三
六
％
）
以
外
の
四
九
〇
祠

（
六
四
％
）
で
は
岐
神
に
特
化
さ
れ
た
一
一
月
と
一
月
の
一
六
日
の
祭
礼
日
に
は
何
も
祭
り
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
事
に
な
り
、
岐
神
祭

祀
自
体
が
か
な
り
衰
退
化
し
つ
つ
あ
る
事
が
わ
か
る
。

次
に
表
ｂ
の
祭
礼
日
と
も
直
接
関
連
す
る
一
一
月
一
六
日
地
の
神
綿
着
と
一
月
一
六
日
の
帷か
た

子び
ら

（
紙か
み

子こ

）
の
セ
ッ
ト
率
を
見
て
お
こ

う
（
表
３
ｃ
欄
参
照
）。
一
一
月
一
六
日
に
神
綿
着
を
供
え
、
一
月
一
六
日
に
帷
子
（
紙
子
）
を
供
え
る
の
が
基
本
型
で
あ
る
が
、
年
二

回
供
え
る
こ
の
型
は
一
五
六
祠
で
神
山
町
全
体
の
七
六
七
祠
の
二
〇
％
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い
。
一
一
月
一
六
日
の
神
綿
着
の
み
は

四
四
祠
で
六
％
、
一
一
月
一
六
日
の
帷
子
（
紙
子
）
の
み
に
至
っ
て
は
僅
か
一
五
祠
で
二
％
を
占
め
る
に
過
ぎ
な
い
。
二
者
を
合
算
し

て
も
二
一
五
祠
で
あ
り
、
町
内
全
体
七
六
七
祠
中
二
八
％
を
占
め
る
だ
け
で
あ
る
。
残
り
の
五
五
二
祠
（
七
二
％
）
は
、
神
綿
着
も
帷

子
（
紙
子
）
も
全
く
供
え
て
い
な
か
っ
た
事
に
な
る
。
但
し
、
こ
れ
は
一
九
七
八
年
現
在
の
状
況
で
あ
り
、
近
藤
が
聞
き
取
り
調
査
を

行
な
っ
た
二
〇
一
一
年
現
在
は
既
に
過
去
の
話
と
な
っ
て
お
り
、
今
も
行
な
う
と
い
う
話
は
皆
無
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
こ
の
数
は
激
減

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
殆
ど
の
地
区
で
消
滅
し
た
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
神
綿
着
・
帷か
た

子び
ら

の
両
方
祭
祀
が
一
五
六
祠
も
あ
る
の
に

表
３
ｂ
欄
の
祭
礼
両
日
欄
に
は
四
九
祠
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
。
残
り
の
一
〇
七
祠
で
は
。
主
に
一
一
月
一
六
日
の
方
で
、
当
日
に
綿

着
だ
け
で
な
く
帷
子
も
両
方
供
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
必
ず
し
も
基
本
通
り
祀
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

正
月
の
神
祀
り
に
際
し
、
岐
神
に
斎
木
（
幸さ
い
わ
い
ぎ木と

も
い
う
）
の
束
を
供
え
る
例
が
各
地
に
見
ら
れ
る
が
、
七
六
七
祠
全
体
で
九
四
祠

（
一
二
％
）
に
あ
っ
た
。
主
に
広
野
（
二
三
祠
）・
阿
川
（
三
〇
祠
）
方
面
に
分
布
が
集
中
し
、
こ
の
二
地
区
で
九
四
祠
全
体
の
五
六
％

（
五
三
祠
）
を
占
め
る
。
斎
木
の
岐
神
へ
の
供
物
は
海
部
郡
海
南
町
で
も
見
ら
れ
、
主
に
県
南
方
面
か
ら
の
伝
播
の
結
果
か
も
し
れ
な

い
。
上
分
（
一
祠
）・
左
右
内
（
三
祠
）・
神
領
（
四
祠
）
な
ど
鮎
喰
川
上
流
部
へ
行
く
に
従
っ
て
そ
の
数
を
極
端
に
減
ら
し
て
い
る
点

か
ら
も
こ
の
事
を
首
肯
し
得
る
。

さ
て
、『
神
山
の
お
ふ
な
と
さ
ん
』
の
中
に
は
調
査
者
の
コ
メ
ン
ト
が
い
く
つ
か
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
神
領
班
の
高
橋
い
せ
氏
は

「
お
ふ
な
っ
つ
ぁ
ん
」
の
中
で

�（
岐
神
は
）
も
ろ
も
ろ
の
祈
願
を
か
な
え
て
下
さ
る
あ
り
が
た
い
神
さ
ま
で
あ
る
が
、
お
か
し
い
こ
と
に
、
子
供
さ
ん
が
寝
た
ま
ま
食

四
〇
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事
を
な
さ
る
の
で
「
御み

饌け

を
祭
る
時
に
口
を
き
く
な
」
と
強
要
さ
れ
る
。
そ
し
て
タ
ブ
ー
を
侵
せ
ば
子
沢
山
に
な
る
と
の
、
ユ
ー
モ

ラ
ス
な
お
き
て
が
あ
る
。
㉚

と
述
べ
て
い
る
。
一
般
的
に
は
、
沈
黙
裏
の
参
拝
は
一
二
人
の
子
神
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
。
も
し
物
音
を
立
て
れ
ば
、
子
神
が
目

を
覚
ま
し
て
供
物
を
全
部
食
べ
て
し
ま
い
親
神
に
当
た
ら
な
い
。
即
ち
願
い
が
聞
き
届
け
ら
れ
な
い
と
い
う
説
明
で
あ
る
。「
寝
た
ま

ま
」
と
は
子
神
が
寝
て
い
る
間
と
い
う
程
の
意
味
で
あ
る
が
、
タ
ブ
ー
侵
犯
の
罰
と
し
て
自
ら
が
「
子
沢
山
」
に
な
る
と
い
う
従
来
全

く
無
か
っ
た
岐
神
伝
承
は
、
一
九
七
九
年
現
在
で
も
次
々
と
進
化
し
て
い
る
事
証
左
と
な
る
。

罰
と
し
て
の
「
子
沢
山
」
で
あ
る
が
、
元
来
岐
神
の
子
宝
授
け
の
神
の
変
化
型
で
あ
り
、
前
節
で
も
詳
述
し
た
如
く
、
こ
の
元
来
の

御
利
益
は
全
体
の
三
〇
％
を
占
め
、
第
二
位
の
御
神
徳
を
誇
っ
て
い
た
。
こ
の
御
神
徳
を
事
も
あ
ろ
う
に
神
罰
と
し
て
転
用
す
る
と
は
、

旧
神
領
村
の
人
々
の
発
想
の
柔
軟
さ
に
は
た
だ
た
だ
驚
か
さ
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。

こ
の
他
、
阿
川
班
の
西
内
品
子
氏
は
「
お
ふ
な
と
さ
ん
調
べ
に
つ
い
て
」
の
中
で
、

あ
る
老
人
の
お
話
に
よ
る
と
、
お
ふ
な
と
さ
ん
を
お
祭
り
し
な
い
家
に
「
ゲ
ド
」
が
つ
く
と
か
て
ん
ぐ
が
入
る
と
聞
き
ま
し
た
。
㉛

と
述
べ
て
い
る
。
ゲ
ド
と
は
何
を
指
す
か
不
明
で
あ
る
が
、「
つ
く
」
と
い
う
点
か
ら
ま
た
文
脈
か
ら
推
せ
ば
、「
外げ

道ど
う

」
即
ち
犬
神
憑

き
な
ど
家
に
災
を
及
ぼ
す
悪
霊
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
天
狗
も
ま
た
悪
霊
の
一
種
と
見
做な

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
悪
霊
を
排
除
す
る
も
の
と
し
て
岐
神
が
説
明
さ
れ
て
お
り
、
来く
な
と
の
さ
へ
の
か
み

名
戸
祖
神
の
面め
ん
ぼ
く
や
く
じ
ょ

目
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
伝
承
に
は
、
旧

阿
川
村
の
人
々
の
岐
神
に
対
す
る
極
め
て
素
朴
な
思
い
が
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。

一
九
七
九
年
一
二
月
の
勝
浦
郡
『
上
勝
町
誌
』
に
は
「
お
舟
戸
さ
ん
」
と
題
し
て
、

�

祭
神
は
猿
田
彦
命
と
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
あ
る
。
舟
戸
神
は
も
と
も
と
疾
病
や
悪
霊
・
風
水
害
の
防
障
の
役
割
り
を
果
た
す
神
様

と
さ
れ
て
い
る
が
、
時
代
の
移
行
と
と
も
に
、
人
々
の
困
難
な
事
態
に
当
面
す
れ
ば
、
そ
の
都
度
自
分
の
信
じ
て
い
る
神
仏
を
お
舟

戸
さ
ん
と
し
て
祀
る
。
又
近
年
で
は
「
う
せ
物
」
の
神
様
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
る
。
町
内
に
残
る
こ
の
種
の
神
様
は
一
戸
か
二
戸

で
祀
り
、
す
べ
て
個
人
の
家
の
守
護
神
と
な
っ
て
い
る
。
㉜

と
説
明
す
る
。
こ
の
文
面
ど
こ
か
で
見
た
よ
う
な
気
が
す
る
の
だ
が
、
特
に
「
困
難
な
事
態
に
当
面
す
れ
ば
、
そ
の
都
度
自
分
の
信
じ

四
一
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て
い
る
神
仏
を
お
舟
戸
様
と
し
て
祀
る
」
と
い
う
文
章
は
、
紛
れ
も
な
く
先
述
の
一
九
七
一
年
刊
の
『
木
屋
平
村
史
』
と
同
一
で
あ
る
。

類
似
点
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
両
者
を
比
較
対
照
す
る
た
め
、
表
４
に
纏
め
た
。
す
る
と
驚
く
事
に
、
細
部
に
至
る
ま
で
殆
ど
同
一

で
あ
っ
た
。
敢
え
て
『
上
勝
町
誌
』
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
部
分
を
捜
せ
ば
、「
又
近
年
で
は
『
う
せ
物
』
の
神
様
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い

る
」
の
条く
だ
りだ
け
で
あ
る
。
d’
の
「
時
代
」
が
元
の
『
木
屋
平
村
史
』
で
は
、「
時
世
」
に
な
っ
て
お
り
、
f’
の
「
町
内
」
が
元
は
「
村

内
」
に
な
っ
て
い
た
。『
町
誌
』
を
書
く
に
あ
た
っ
て
「
村
内
」
で
は
ま
ず
い
と
思
っ
て
「
町
内
」
に
書
き
直
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

で
は
『
木
屋
平
村
史
』
か
ら
八
年
後
に
刊
行
さ
れ
た
『
上
勝
町
誌
』
編
纂
の
姿
勢
が
問
わ
れ
か
ね
な
い
。
岐
神
を
論
ず
る
に
当
た
り
、

麻
植
郡
と
勝
浦
郡
と
で
は
郡
が
異
な
り
そ
の
文
化
的
基
盤
も
異
質
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
部
分
を
全
く
無
視
し
て
、
八
年
前
に

表
４
『
木
屋
平
村
史
』
と
『
上
勝
町
誌
』
の
比
較
対
照
表

一
九
七
一
年
二
月
刊
『
木
屋
平
村
史
』

　

 

時
世
の
移
行
と
と
も
に
人
々
は
困
難
な
事
態
に
当
面
す
れ
ば
、
そ
の
都
度
に
自
分
の
信
じ
て
い
る
神
仏
を
お
舟
戸
様
と
し
て
祀
る
。（
略
）
村
内
に
残
る
こ
の
種
の
神
様
は
一

戸
か
二
戸
で
祀
り
、
全
て
個
人
の
家
の
守
護
神
と
な
っ
て
い
る
。
舟
戸
神
と
は
防
障
い
わ
ゆ
る
防
病
災
の
神
で
、
祭
神
は
猿
田
彦
と
か
さ
ま
ざ
ま
の
説
が
あ
る
。
も
と
も
と
疾
病
や

悪
霊
・
風
水
害
の
防
障
の
役
割
り
を
果
た
す
神
様
と
さ
れ
て
い
る
が
、

　

 

祭
神
は
猿
田
彦
命
と
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
あ
る
。
舟
戸
神
は
も
と
も
と
疾
病
や
悪
霊
・
風
水
害
の
防
障
の
役
割
り
を
果
た
す
神
様
と
さ
れ
て
い
る
が
時
代
の
移
行
と
と
も

に
、
人
々
の
困
難
な
事
態
に
当
面
す
れ
ば
、
そ
の
都
度
自
分
の
信
じ
て
い
る
神
仏
を
お
舟
戸
さ
ん
と
し
て
祀
る
。
又
近
年
で
は
「
う
せ
物
」
の
神
様
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い

る
。
町
内
に
残
る
こ
の
種
の
神
様
は
一
戸
か
二
戸
で
祀
り
、
す
べ
て
個
人
の
守
の
守
護
神
と
な
っ
て
い
る
。

一
九
七
九
年
一
二
月
刊
『
上
勝
町
誌
』

同等

同等

同等

同等

変化

変化

同等

aʼ

a

bʼ

b

c

cʼ

d

dʼ

e

eʼ

f

g

gʼ

f ʼ
1971
年
２
月
刊 　
　
　
　

1979
年
12
月
刊

四
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刊
行
さ
れ
た
文
章
の
ｄ
と
ｆ
の
部
分
だ
け
小
手
先
で
d’
と
f’
に
書
き
変
え
、
文
章
の
順
番
を
微
妙
に
並
べ
変
え
、「
う
せ
物
」
の
神
様
の

条
を
追
加
し
て
事
足
れ
り
と
す
る
の
は
安
直
に
も
程
が
あ
ろ
う
。
町
民
の
血
税
を
使
っ
て
『
町
史
』
を
刊
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

編
纂
委
員
会
は
も
っ
と
真
摯
に
取
り
組
む
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
一
つ
該
書
の
業
績
を
挙
げ
れ
ば
、
岐
神
が
上
勝
町
で
は
「
う
せ
物
の
神

様
」
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
事
を
指
摘
し
た
点
で
あ
る
。
但
し
、「
近
年
で
は
」
と
断
っ
て
お
り
、
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
岐
神
の
新

た
な
特
性
と
し
て
「
う
せ
物
」
探
し
の
御
利
益
が
上
勝
町
で
胎
動
し
つ
つ
あ
る
点
は
注
目
し
て
お
き
た
い
。
一
九
七
九
年
刊
か
ら
推
せ

ば
、
戦
後
の
新
た
な
潮
流
で
あ
ろ
う
。

三
、一
九
八
〇
年
代
の
岐
神
信
仰
に
関
す
る
言
説

一
九
八
〇
年
代
に
入
れ
ば
、
一
一
編
の
言
説
が
確
認
さ
れ
た
。
特
に
論
文
に
関
し
て
は
、
大
粟
玲
造
氏
が
中
心
に
な
っ
て
纏
め
ら
れ

た
一
九
七
九
年
刊
の
『
神
山
の
お
ふ
な
と
さ
ん
』
の
影
響
が
大
き
く
、
大
粟
氏
に
よ
っ
て
初
め
て
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
神
山
町
内

七
六
七
祠
の
岐
神
の
存
在
は
、
論
者
達
に
益
々
熱
気
を
帯
び
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
の
最
初
の
言
及
は
、
一
九
八
一
年

一
月
刊
の
『
徳
島
県
神
社
誌
』
で
あ
る
。
同
書
は
、
徳
島
県
神
社
庁
に
所
属
す
る
一
三
〇
五
社
（
包
括
登
記
以
前
の
昭
和
一
三
年
刊
の

『
神
社
明
細
帳
』
で
は
二
七
一
四
社
）
総
て
を
網
羅
し
て
お
り
、
こ
の
中
に
船
戸
神
・
船
盡
神
・
船
渡
神
と
称
す
る
岐
神
関
連
の
社
が
六

社
程
記
さ
れ
て
い
る
。
元
来
、
岐
神
は
鳥
居
も
持
た
な
い
程
の
路
傍
の
神
で
あ
り
、
ま
た
小
祠
や
「
お
か
ま
ご
」
す
ら
持
た
な
い
御
神

体
む
き
出
し
の
場
合
も
稀
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
鳥
居
や
立
派
な
社
殿
を
持
た
な
い
路
傍
の
岐
神
は
、
徳
島
県
下
で
は
近
藤
が
知
っ
て
い

る
だ
け
で
軽
く
一
千
祠
は
越
え
る
。
こ
ん
な
中
に
あ
っ
て
、
徳
島
県
神
社
本
庁
に
属
し
、
鳥
居
と
立
派
な
社
殿
を
持
つ
六
社
の
岐
神
（
表

５
・
地
図
２
参
照
）
は
言
わ
ば
超
エ
リ
ー
ト
的
存
在
で
あ
り
、
名
も
無
き
路
傍
の
千
祠
を
越
え
る
岐
神
た
ち
か
ら
す
れ
ば
憧
れ
の
的
で

あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
両
者
の
岐
神
を
比
較
対
照
し
な
が
ら
、
ど
こ
が
共
通
し
、
ど
こ
が
違
う
の
か
、
そ
の
異
同
を
検
証
す
る
事
に
よ
っ

て
、
更
な
る
岐
神
の
深
み
へ
の
到
達
を
め
ざ
し
た
い
。

岐
神
六
社
を
地
図
２
に
落
と
し
て
最
初
に
気
付
く
の
は
、
４
を
除
き
１
・
２
・
３
の
三
社
が
県
の
東
端
、
６
が
県
の
西
端
、
そ
し
て
５

四
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が
ほ
ぼ
県
の
南
端
に
位
置
す
る
点
で
あ
る
。
４
の
神
山
町
広
野
の
船
盡
宮
は
、
元
は
旧
名
東
郡
一
宮
村
舟
戸
に
位
置
し
た
船
盡
宮
（
通

称
オ
フ
ナ
ト
サ
ン
）
で
あ
り
、
県
下
の
岐
神
の
総
本
山
的
存
在
で
あ
っ
た
点
は
先
に
詳
述
し
た
の
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
こ
の
４
の

系
譜
を
直
接
引
く
も
の
は
、
３
の
鳴
門
市
木
津
で
あ
っ
た
。
そ
の
根
拠
は
例
祭
が
旧
一
一
月
一
六
日
で
あ
っ
た
点
、
ま
た
「
お
ふ
な
た

は
ん
」
と
呼
ば
れ
親
し
ま
れ
て
い
る
点
で
あ
っ
た
。
余
り
に
も
神
山
町
の
岐
神
信
仰
の
名
残
り
を
留
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
た
め
、
実

神
社
名

社
格

所
在
地

主
祭
神

例
祭

境
内
地

主
要
建
物

氏
子

由　
　

緒

1
船ふ
な

戸ど

神
社

旧
無
格
社
徳
島
市
北
沖
洲 

二
丁
目
七

久く

那な

斗ど

神

10
月
4
日

100
坪

本
殿　

拝
殿

70
戸
明
治
末
の
神
社
合
併
で
蛭
子
神
社
に
合
祀
さ
れ
て
い
た

が
、
昭
和
47
年
地
元
民
の
要
望
に
よ
り
旧
社
地
に
社
殿

を
建
立
遷
祀
さ
れ
た
。

2
船ふ
な

戸ど

神
社

旧
無
格
社
徳
島
市
住
吉 

三
丁
目
九

久く

那な

斗ど

神

10
月
13
日

69
坪

本
殿　

拝
殿

50
戸
不
詳
。

3
船ふ
な

戸と

神
社

旧
無
格
社
鳴
門
市
撫
養
町 

木
津
字
原
畑
331

来く
な
と
の
か
み

名
戸
神

旧
11
月
16
日

36
坪

本
殿
（
拝
殿
）
321
戸
不
詳
。｢

お
ふ
な
た
は
ん｣

と
呼
ば
れ
て
親
し
ま
れ
て
い

る
。

4
船ふ
な

尽は
て

神
社

旧
無
格
社
名
西
郡
神
山
町
阿
野 

字
歯
の
辻
一

船
尽
戸
比
売
尊

天
手
刀
雄
尊

10
月
28
日

198
坪

本
殿　

幣
殿 

拝
殿　

箸
庫

101
戸

式
外
の
古
社
。『
三
代
実
録
』
に
貞
条
観
四
年
（
八
七
二
）

十
一
月
で
末
正
六
位
上
船
尽
比
咩
神
に
従
五
位
下
を
加

う｣

と
み
え
る
。
俗
に｢

歯
の
辻
神
社｣

と
称
え
歯
痛
を

治
す
神
と
し
て
箸
を
納
め
る
風
が
あ
る
。

5
船ふ
な

戸と

神
社

旧
無
格
社
海
部
郡
海
南
町
大
里 

字
中
小
路
七
六

船ふ
な

魂た
ま

神

11
月
23
日

17
坪

本
殿

100
戸
不
詳
。
明
治
八
年
四
月
一
日
列
格
。

6
船ふ
な

渡と

神
社

旧
無
格
社
三
好
郡
三
好
町
東
山 

字
法
市
一
五
五

猿さ
る

田た

彦ひ
こ

神

10
月
22
日

1013
坪

本
殿　

拝
殿

32
戸
創
立
年
代
不
詳
。
応
永
年
間
（
1394
～
1428
）
の
鍔
口
あ
り
。

徳
島
県
神
社
庁
教
化
委
員
会
編

『
徳
島
県
神
社
誌
』
所
収
。
1981
年
１
月
刊
。

徳
島
県
神
社
庁
所
管
の
分
母
は
1305
社
（
戦
前
は
2714
社
）
で
あ
る
が
、
戦
前
と
較
べ
て
半
数
以
下
に
な
っ
た
理
由
は
、
同
一
地
域
内
に
あ
る
小
社
を
飛
地
境
内
社
と
し
て

包
括
登
記
し
た
た
め
で
あ
る
。

表
５　
『
徳
島
県
神
社
誌
』
所
載
船
戸
神
社
関
連
資
料
一
覧
表

四
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際
に
現
地
に
行
き
、
氏
子
か
ら
聞
き
取
り
調
査
を
試
み
た
の
で

あ
る
が
、
近
藤
の
予
測
は
見
事
に
適
中
し
た
。
祭
日
は
、
紙
綿

着
の
儀
礼
が
行
な
わ
れ
る
一
一
月
一
六
日
の
他
に
、
こ
れ
と
対

の
祭
礼
日
で
あ
る
帷か
た

子び
ら

と
し
て
の
一
月
一
六
日
ま
で
設
け
ら
れ

て
い
た
。
さ
す
が
に
綿
着
・
帷
子
の
一
対
の
供
物
は
既
に
忘
れ

ら
れ
、
旧
暦
一
一
月
一
六
日
が
新
暦
一
二
月
一
六
日
に
焼
き
直

さ
れ
、
来
る
べ
き
新
年
の
お
札
を
受
け
る
日
、
そ
し
て
一
月

一
六
日
が
旧
年
の
お
札
を
境
内
で
焼
い
て
納
め
る
日
と
解
釈
が

変
わ
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
３
の
オ
フ
ナ
ト
サ
ン
は
女
の
神
サ

ン
で
、
子
供
が
一
六
4

4

人（
傍
点
近
藤
）
も
あ
る
子
沢
山
の
神
で
あ
り
、
氏
子
達

か
ら
は
子
宝
を
授
け
る
御
利
益
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。

写
真
４
に
示
し
た
如
く
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
で
あ
る
が
、

一
五
年
程
前
は
木
造
で
あ
っ
た
。
大
き
さ
的
に
は
、
名
東
郡
一

宮
村
の
船
盡
宮
の
約
半
分
程
で
あ
る
。
氏
子
数
は
三
二
一
戸
と

報
告
さ
れ
て
い
た
が
、
現
在
は
一
五
〇
戸
で
こ
れ
を
一
〇
戸
ず

つ
一
五
班
に
分
け
、
輪
番
制
で
一
五
年
に
一
回
神
社
の
世
話
役

に
当
た
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
名
称
（
お
ふ
な
た
は
ん
）・
祭
日

（
一
一
月
一
六
日
）・
女
神
・
子
沢
山
（
一
二
人
ま
た
は
一
六
人
）

と
四
項
目
も
の
共
通
項
が
あ
り
、
他
の
１
・
２
・
５
・
６
の
四
例

を
大
き
く
引
き
離
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
四
例
の
中
で
最
も
徳
島
県
下
の
岐
神
信
仰
の
特
徴
か

鳴戸市

３

２ １

板野町
土成町市場町

阿波町

脇町

穴吹町

三好町

池田町

山城町

西祖谷山村
東祖谷山村

一宇村 木屋平村

木沢村

相生町

井川町 三加茂町

美馬町

川島町

吉野町
鴨島町

神山町

徳島市

小松島市佐那河内村

石井町
山川町

美郷村

上板町

藍住町
松茂町北島町

勝浦町

阿南市
上勝町

那賀川町羽ノ浦町

由 岐 
町

貞光町
半田町

三 野 町

鷲敷町

木頭村 上那賀町

海南町

海部町
宍喰町

牟岐町

日和佐町

徳島県全図

北

４

６

５

地図２．『徳島県神社誌』所載の岐神神社分布図
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ら
大
き
く
逸
脱
し
て
い
る
も
の
は
、５
の
海
南
町
大
里
の
船
戸
神
で
あ
る
（
写
真
９
参
照
）。
祭
神
を
「
船
魂
神
」
と
す
る
が
、
こ
れ
は

明
ら
か
に
船
体
や
航
海
の
安
全
を
守
護
す
る
神
で
あ
り
、
岐
神
と
は
全
く
何
の
関
係
も
な
い
。
恐
ら
く
、
岐ふ
な
と
が
み神か
ら
「
船
」
が
イ
メ
ー

ジ
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
「
船
魂
」
が
想
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
フ
ナ
繋
が
り
で
岐ふ
な
とか

ら
船ふ
な

魂だ
ま

に
持
っ
て
行
く
の
は
い
か
が
な
も
の

か
。
元
来
フ
ナ
ト
の
フ
ナ
と
は
「
経フ

（
来ク

）
勿ナ

」（
経フ

（
来ク

）
ル
コ
ト
勿ナ
カ

レ
）
の
拒
絶
の
意
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
「
船
」
の
意
が
入
る
余

地
は
一
切
無
か
っ
た
。
加
え
て
、
祭
日
が
一
一
月
二
三
日
で
あ
る
の
も
、

勤
労
感
謝
の
日
延ひ

い
て
は
新
嘗
祭
関
連
の
日
で
あ
り
、
一
一
月
一
六
日
や

一
月
一
六
日
の
如
き
岐
神
祭
祀
の
た
め
の
特
異
日
で
は
な
か
っ
た
。
由
緒

書
に
「
不
詳
。
明
治
八
年
四
月
一
日
列
格
」
㉝
と
あ
る
点
か
ら
推
せ
ば
、

路
傍
の
小
祠
が
「
無
格
社
」
と
し
て
で
は
あ
る
が
徳
島
県
神
社
庁
に
認
め

ら
れ
て
正
式
な
神
社
と
し
て
昇
格
す
る
過
程
で
、
神
話
体
系
に
あ
ま
り
明

る
く
な
い
人
が
適
当
に
祭
神
を
案
出
し
、
フ
ナ
繋
が
り
で
「
船
魂
神
」
を

採
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

次
に
祭
神
と
し
て
不
適
当
な
の
は
、
６
の
船
渡
神
社
（
写
真
11
参
照
）

の
祭
神
猿
田
彦
で
あ
る
。
岐ふ
な
と
が
み神は

、
正
式
に
は
来く
な
と
の
さ
へ
の
か
み

名
戸
祖
神
で
あ
り
、
神

話
体
系
で
は
猿
田
彦
神
と
は
別
次
元
の
神
で
あ
る
。
前
者
は
キ
・
ミ
神
話

の
コ
ト
ド
ワ
タ
シ
の
際
、
投
げ
た
杖
か
ら
の
化
生
神
で
あ
り
越
境
拒
絶
の

意
を
持
つ
。
後
者
は
、
ニ
ニ
ギ
が
天
孫
降
臨
の
際
、
道
案
内
を
し
た
地
祗

で
あ
る
。
両
者
を
混
同
し
て
、
岐
神
社
の
祭
神
を
猿
田
彦
と
す
る
の
は
、

神
話
体
系
に
疎
い
素
人
の
発
想
で
あ
る
。
加
え
て
、
祭
日
が
一
〇
月
二
二

日
で
あ
る
の
も
岐
神
信
仰
の
綿
着
か
ら
外
れ
、
単
な
る
秋
の
収
穫
祭
を
志

向
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

写真４�．鳴門市撫養町木津字原畑所在の「船戸神社」。民間伝承としての
「おふなたはん」に限り無く近く、他の五社とは一線を画している。
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残
り
の
１
・
２
の
二
社
は
と
も
に
徳
島
県
東
端
の
吉
野
川
河
口
部
右
岸
に
位
置
し
、
両
社
の
距
離
は
東
西
に
約
一
・
六
ｋ
ｍ
し
か
離
れ

て
い
な
い
。
全
県
的
に
見
れ
ば
ほ
ぼ
同
一
の
場
所
と
な
る
が
、
２
は
住
吉
町
と
城
東
町
の
境
目
の
住
吉
側
に
あ
り
、
や
は
り
「
久く

那な

斗ど

神
」
の
名
の
如
く
外
敵
襲
来
を
こ
こ
で
く
い
止
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
一
方
１
の
方
は
北
沖お
き
の
す洲

二
丁
目
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し
、
こ

の
神
社
創
設
時
に
は
今
と
違
う
町
割
り
が
あ
り
、
境
界
線
が
こ
の
付
近
に
走
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
１
・
２
両

者
は
大
局
的
な
位
置
（
吉
野
川
河
口
部
右
岸
）・
社
格
（
旧
無
格
社
）・
主
祭
神
（
久く

那な

斗ど

神
）・
主
要
建
物
（
本
殿
と
拝
殿
）
の
四
点
で

共
通
す
る
。
こ
の
他
、
境
内
地
坪
数
も
１
が
百
坪
、
２
が
六
九
坪
、
氏
子
数
も
１
が
七
〇
戸
、
２
が
五
〇
戸
で
大
差
は
な
い
。
例
祭
日

は
１
が
一
〇
月
四
日
、
２
が
一
〇
月
一
三
日
で
あ
る
。
こ
の
日
が
何
を
根
拠
に
決
め
ら
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
県
下
の
岐
神
信
仰

の
特
徴
で
あ
る
一
一
月
一
六
日
ま
た
一
月
一
六
日
で
は
な
い
事
は
確
か
で
あ
る
。
従
っ
て
、
綿
着
・
帷か
た

子び
ら

の
供
物
、
子
沢
山
に
纏
わ
る

沈
黙
裏
の
参
拝
や
岐
神
の
お
じ
ぎ
伝
承
の
存
在
は
ほ
ぼ
期
待
で
き
な
い
。
所い
わ

謂ゆ
る

オ
フ
ナ
タ
ハ
ン
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
従
来
の
固
有
伝

承
を
忘
れ
た
都
市
化
の
中
で
変
形
し
た
岐
神
の
姿
を
１
・
２
に
見
出
し
得
る
。

一
九
八
一
年
一
二
月
に
は
那
賀
郡
『
鷲
敷
町
史
』
が
刊
行
さ
れ
、
こ
の
中
に
「
お
船
戸
は
ん
」
の
項
目
が
あ
る
。

�

町
内
に
は
、
お
船
戸
は
ん
と
呼
ば
れ
る
神
が
た
い
へ
ん
多
い

4

4

4

4

4

4

。（
傍
点
近
藤
）
お
船
戸
は
ん
は
紛
失
物
や
置
き
忘
れ
も
の
が
で
き
た
時
、
こ
の
ほ
か

子
が
十
二
人
も
あ
っ
た
の
で
、
子
ど
も
の
な
い
人
が
授
か
る
よ
う
に
お
詣
り
し
た
こ
と
も
あ
る
。

�　

こ
こ
に
掲
げ
る
船
戸
神
社
は
、
紛
失
物
や
置
き
忘
れ
が
あ
っ
た
時
、
無
言
で
神
さ
ま
の
と
こ
ろ
に
い
き
、
願
を
か
け
る
と
霊
験
あ

ら
た
か
に
よ
く
出
て
く
る
の
で
、
た
い
へ
ん
信
仰
が
厚
い
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

�　

大
字
仁
宇
北
地
・
弓
長
清
一
宅
の
す
ぐ
上
に
あ
る
田
の
畦
に
、
船
戸
神
社
の
小
幟
の
立
っ
て
い
る
小
祠
が
あ
る
。
い
つ
の
頃
か
ら

祀
ら
れ
て
い
る
か
は
詳
か
で
は
な
い
が
、
現
在
、
河
井
清
視
が
ね
ん
ご
ろ
に
お
祀
り
し
て
い
る
。

�　

河
井
家
は
仁
宇
で
五
軒
し
か
な
か
っ
た
頃
か
ら
の
古
い
家
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
八
十
歳
を
越
え
て
い
る
河
井
藤
吉
は
「
祖
父

か
ら
も
お
船
戸
は
ん
の
霊
験
は
よ
く
聞
か
さ
れ
た
し
、
わ
し
も
よ
く
み
せ
ら
れ
ま
し
た
。
大
金
を
な
く
し
た
り
、
大
切
な
も
の
が
な

く
な
っ
て
願
か
け
、
お
礼
の
お
詣
り
が
た
い
へ
ん
に
多
か
っ
た
」
と
語
り
、
阿
南
市
、
羽
ノ
浦
町
、
山
分
各
地
は
も
ち
ろ
ん
、
県
外

か
ら
も
お
詣
り
し
て
い
る
と
つ
け
加
え
て
い
た
。
㉞
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と
あ
る
。
こ
こ
で
は
神
山
町
の
如
き
子
沢
山
伝
承
が
有
る
に
は
あ
る
が
、
こ
れ
と
沈
黙
裏
の
参
拝
が
必
ず
し
も
連
動
し
て
い
な
い
。
確

か
に
「
無
言
で
神
さ
ま
の
と
こ
ろ
に
い
き
」
は
す
る
が
、
一
二
人
の
子
供
が
目
を
覚
ま
す
の
を
防
ぐ
の
で
は
な
く
、
願
い
が
以
心
伝
心

で
伝
わ
る
程
の
霊
験
あ
ら
た
か
さ
の
強
調
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
。
し
か
も
、
こ
の
願
い
は
子
授
け
よ
り
も
む
し
ろ
「
紛
失
物
や
置

き
忘
れ
」
の
発
見
の
方
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
。
こ
の
御
利
益
は
、
前
掲
の
一
九
七
九
年
一
二
月
刊
の
勝
浦
郡
の
『
上
勝
町
誌
』
の

「
近
年
で
は
『
う
せ
物
』
の
神
様
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
る
」
以
来
二
件
目
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
は
各
市
町
村
史
や
報
告
書
等
に
言
及

が
無
か
っ
た
。
大
字
仁
宇
北
地
の
船
戸
神
社
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
生
え
抜
き
の
家
の
古
老
の
語
り
も
失
せ
物
探
し
の
霊
験

譚
で
終
始
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
町
内
だ
け
で
な
く
、
阿
南
市
・
羽
ノ
浦
町
を
は
じ
め
県
外
か
ら
の
参
詣
の
多
い
な
ど
と
、
あ
た

か
も
岐
神
が
失
せ
物
探
し
に
特
化
さ
れ
た
が
如
き
書
き
ぶ
り
で
あ
る
。
最
初
に
「
町
内
に
は
、
お
船
戸
は
ん
と
呼
ば
れ
る
神
が
た
い
へ

ん
多
い
」
と
言
わ
れ
る
如
く
、
こ
れ
に
比
例
し
て
子
授
け
を
は
じ
め
足
腰
を
丈
夫
に
し
た
り
、
家
の
守
り
神
で
あ
っ
た
り
様
々
な
御
利

益
も
あ
っ
た
は
ず
な
の
だ
が
、
ど
う
い
う
わ
け
か
失
せ
物
判
断
に
特
化
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
二
年
前
の
一
九
七
九
年
一
二

月
刊
の
勝
浦
郡
『
上
勝
町
誌
』
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。「
県
外
か
ら
も
お
詣
り
」
が
あ
る
程
、
失
せ
物
判
断
は
有
名
に
な
り
、
地
元
の

信
仰
と
相あ
い

俟ま

っ
て
町
史
編
纂
者
達
の
手
に
よ
っ
て
岐
神
の
霊
験
は
愈い
よ

々い
よ

そ
の
方
向
に
傾
斜
し
て
行
く
の
で
あ
っ
た
。「
た
い
へ
ん
多
い
」

と
い
う
記
述
か
ら
推
せ
ば
、
町
内
の
岐
神
の
数
は
少
な
く
と
も
数
十
祠
は
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
神
山
町
や
木
屋
平
村
の
如
く
百
祠
を

越
え
て
い
た
可
能
性
も
高
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
子
沢
山
の
家
に
岐
神
が
「
参
り
ま
し
た
」
と
お
辞
儀
し
に
来
る
伝
承
が
一
一
月
一
六

日
の
綿
着
や
一
月
一
六
日
の
帷か
た

子び
ら

の
供
物
と
共
に
全
く
見
聞
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
鷲
敷
町
が
勝
浦
郡
以
南
に
位
置
し
て
い
た
点
と
深

い
繋
が
り
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
現
象
は
や
は
り
勝
浦
郡
を
境
と
し
て
、
岐
神
祭
祀
と
そ
の
信
仰
内
容
に
大
き
な
異
質
性
が

存
在
し
て
い
た
結
果
の
反
映
な
の
で
あ
る
。

一
九
八
二
年
一
月
刊
の
那
賀
郡
『
上
那
賀
町
誌
』
に
は
「
お
ふ
な
た
さ
ん
」
の
項
が
あ
り
、

�

岐
神
（
ふ
な
ど
の
か
み
）
と
言
い
、
船
戸
神
・
来
名
戸
神
な
ど
と
よ
ば
れ
て
い
る
。
伊
弉
諾
尊
が
黄
泉
国
か
ら
逃
避
の
後
、
禊
祓
の

と
き
投
げ
捨
て
た
杖
か
ら
化
生
し
た
女
の
神
様

4

4

4

4

と（
傍
点
近
藤
）
い
う
。
足
腰
が
不
自
由
で
一
二
人
の
子
が
あ
り
、
田
畑
の
す
み
・
石
垣
・
大
木
の

根
元
・
庭
先
な
ど
、
家
か
ら
近
く
で
祀
る
の
に
便
利
な
場
所
に
、
オ
カ
マ
（
石
づ
く
り
の
小
屋
）、
丸
い
小
石
を
積
む
、
な
ど
型
の
な

四
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い
の
が
普
通
で
あ
る
。
川
俣
・
蔭
原
正
雄
宅
と
水
崎
・
光
永
武
利
宅
に
あ
る
も
の
は
祠
で
祀
っ
て
い
る
。

�　

祀
る
方
法
は
正
月
に
、
オ
シ
メ
・
節
木
（
雑
木
で
直
径
三
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル

・
長
さ
七
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル

の
丸
木
二
個
を
半
割
に
し
、
一
本
箸
状
の
木
を
は

さ
み
一
荷
と
す
）
お
せ
ち
料
理
を
若
葉
に
載
せ
、
踊
り
魚
（
生
き
た
魚
）
と
と
も
に
黙
っ
て
祀
る
、
灯
明
は
点
灯
後
す
ぐ
消
す
。
こ

の
祀
る
日
・
場
所
・
祀
る
方
法
は
人
、
部
落
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
が
、
黙
っ
て
祀
る
こ
と
は
ど
こ
も
同
じ
で
あ
る
。
田
ノ
久
保
・

臼
ケ
谷
部
落
に
は
各
戸
で
祀
っ
て
お
り
ほ
と
ん
ど
の
部
落
に
あ
る
こ
と
か
ら
上
那
賀
町
に
約
一
〇
〇
神
は
あ
ろ
う
が
忘
れ
ら
れ
か
け

た
神
様
で
あ
る
。
㉟

と
あ
る
。
キ
神
が
黄
泉
国
か
ら
逃
避
後
、
禊
祓
い
の
時
投
げ
捨
て
た
「
杖
か
ら
化
生
し
た
女
の
神
様
」
と
あ
る
が
、
記
・
紀
神
話
の
中

に
は
ど
こ
を
探
し
て
も
「
女
神
」
と
は
記
し
て
い
な
い
。
性
別
の
無
い
独ひ
と
り
が
み神で
あ
る
。
こ
れ
を
敢
え
て
「
女
神
」
と
し
た
根
拠
は
、
子

神
一
二
人
で
あ
る
。
近
藤
も
神
山
町
で
百
人
余
り
の
伝
承
者
か
ら
の
聞
き
取
り
調
査
の
際
、
女
神
を
前
提
と
し
て
話
さ
れ
る
機
会
に
何

度
か
遭
遇
し
た
。「
一
二
人
の
子
神
の
お
父
さ
ん
は
一
体
誰
な
ん
だ
ろ
う
」
と
、
伝
承
者
の
一
人
は
語
り
な
が
ら
自
問
す
る
の
で
あ
っ

た
。
確
か
に
人
間
側
に
引
き
つ
け
て
考
え
れ
ば
、
子
供
の
誕
生
に
は
両
性
が
必
要
な
の
だ
が
、
船
盡
比
咩
神
社
に
象
徴
さ
れ
る
如
く
、

ま
た
キ
・
ミ
創
世
神
話
に
お
け
る
御
霊
と
し
て
の
イ
ザ
ナ
ミ
の
反
映
に
よ
っ
て
岐
神
が
出
現
し
た
如
く
、
性
別
を
問
う
場
合
は
総
て
女

神
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。

「
足
腰
が
不
自
由
」
伝
承
は
、
一
九
七
三
年
刊
の
「
徳
島
県
の
民
間
信
仰
」（
金
沢
治
稿
）
以
来
二
件
目
で
あ
り
、
木
頭
村
南
宇
か
ら

の
報
告
で
あ
っ
た
。
木
頭
村
は
那
賀
川
の
最
上
流
部
に
位
置
し
、
上
那
賀
町
が
こ
の
東
に
隣
接
し
て
い
た
点
か
ら
推
せ
ば
、
岐
神
足
悪

伝
承
は
那
賀
川
源
流
部
と
上
流
部
に
流
布
し
て
い
た
と
言
え
る
。
こ
の
伝
承
は
、
後
に
言
及
す
る
が
両
町
村
の
南
隣
の
海
部
郡
海
南
町

に
も
分
布
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
三
町
村
は
、
岐
神
足
悪
伝
承
に
関
し
て
は
一
ブ
ロ
ッ
ク
を
形
成
し
て
い
た
と
言
え
る
。
勝
浦
郡
を
境
と

し
て
、
そ
の
北
と
南
で
は
同
名
の
岐
神
で
あ
っ
て
も
、
伝
承
内
容
が
大
き
く
様
変
わ
り
し
て
い
た
。

一
方
、「
一
二
人
（
場
合
に
よ
れ
ば
一
六
人
）
の
子
」
沢
山
伝
承
は
吉
野
川
北
部
の
脇
町
か
ら
鳴
門
市
を
結
ぶ
地
帯
を
北
限
と
し
、
南

限
は
那
賀
郡
上
那
賀
町
か
ら
海
部
郡
日
和
佐
町
（
子
供
九
人
）
を
結
ぶ
地
帯
ま
で
分
布
す
る
。
岐
神
の
子
沢
山
ぶ
り
は
、
美
馬
郡
の
西

半
分
か
ら
木
沢
・
木
頭
・
海
南
・
海
部
・
宍
喰
の
各
町
村
を
結
ぶ
縦
軸
か
ら
西
の
方
面
に
は
分
布
し
な
い
事
が
判
明
し
た
。
裏
を
返
せ
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ば
子
沢
山
伝
承
は
こ
の
ラ
イ
ン
か
ら
東
の
地
域
に
専
ら
分
布
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
上
那
賀
町
で
の
岐
神
の
祭
日
は
年
一
回
正
月
限
定
で
あ
り
、
一
一
月
一
六
日
の
綿
着
や
一
月
一
六
日
の
帷か
た

子び
ら

祭
祀
は
無
か
っ

た
。
こ
れ
も
や
は
り
勝
浦
郡
以
南
の
地
域
性
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
供
物
の
節せ
つ

木ぎ

は
一い
っ
か荷

型
で
あ
り
、
類

例
は
後
に
言
及
す
る
が
南
に
隣
接
す
る
海
部
郡
日
和
佐
町
と
海
南
町
に
見
ら
れ
る
。
神
山
町
で
は
こ
れ
を
斎さ
い

木ぎ

と
呼
ぶ
が
、
一
荷
型
で

は
な
く
一
束
の
み
で
あ
り
、
シ
メ
縄
で
結
ん
で
供
え
る
事
例
が
多
か
っ
た
。
正
月
を
迎
え
る
に
際
し
岐
神
に
薪
を
供
え
る
事
例
の
北
限

は
神
山
町
で
あ
り
、
南
限
は
海
南
町
で
あ
る
。
薪
の
名
称
・
一
荷
型
と
一
束
型
と
い
う
形
態
の
違
い
な
ど
南
北
の
地
域
に
よ
っ
て
相
違

は
あ
る
も
の
の
、
薪
供
物
文
化
圏
と
し
て
は
こ
れ
ら
四
者
は
一
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
を
形
成
し
て
い
た
。
南
北
両
者
間
に
位
置
す
る
勝
浦
郡

上
勝
町
と
那
賀
郡
木
沢
村
や
相
生
町
に
も
元
は
薪
供
物
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
は
か
な
り
高
い
。

加
え
て
、
生
き
た
魚
を
器
に
入
れ
て
供
え
る
「
踊
り
魚
」
は
前
述
の
一
九
五
〇
年
報
告
の
那
賀
郡
の
鷲
敷
町
の
事
例
で
も
見
ら
れ
た
。

後
に
言
及
す
る
が
、
同
様
の
供
物
は
海
部
郡
日
和
佐
町
に
も
分
布
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
三
町
は
互
い
に
隣
接
し
て
お
り
、
一
つ
の
「
踊

り
魚
」
文
化
圏
を
形
成
し
て
い
た
事
が
わ
か
る
。
こ
れ
も
勝
浦
郡
以
南
に
位
置
し
て
お
り
、
こ
こ
を
境
目
と
し
て
北
と
南
で
は
大
き
く

岐
神
祭
祀
の
方
法
が
変
っ
て
い
た
事
が
理
解
で
き
る
。

一
九
八
二
年
二
月
と
六
月
の
二
回
に
分
け
て
、
荒
岡
一
夫
氏
は
「
ふ
な
と
神
考
」（
上
）（
下
）
を
『
阿
波
郷
土
会
報　

ふ
る
さ
と
阿

波
』
一
一
〇
号
と
一
一
一
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
大
粟
玲
造
氏
編
著
『
神
山
の
お
ふ
な
と
さ
ん
』
刊
行
後
、
二
年
三
ケ
月
目
に
公
刊

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、（
上
）
編
で
は
、

�

特
に
名
西
郡
神
山
町
で
は
昭
和
五
十
四
年
一マ
マ

月（
実
は
二
月
）

に
、
町
内
の
オ
フ
ナ
ト
さ
ん
の
総
数
、
七
六
七
祠
の
調
査
を
ま
と
め
て
発
表
し
た
。

実
に
す
ば
ら
し
い
貴
重
な
調
査
報
告
書
で
あ
る
。
㊱

と
述
べ
讃
辞
を
惜
し
ま
な
い
。
加
え
て
、
上
編
は
該
書
の
概
要
の
祖
述
に
終
始
し
て
お
り
、
荒
岡
氏
に
と
っ
て
の
衝
撃
の
強
さ
が
い
か

に
大
き
か
っ
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
。

さ
て
、
下
編
に
は
荒
岡
氏
自
身
の
調
査
資
料
の
開
示
が
二
八
例
程
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
重
要
と
思
わ
れ
る
も
の
を
通
し
番

号
順
に
示
し
て
お
こ
う
。

五
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�

４　

石
井
町
高
川
原　

こ
の
地
域
で
は
船
止
神
（
フ
ナ
ト
）
と
書
く
。
ふ
な
と
の
地
名
あ
り
、
昔
は
こ
こ
へ
舟
が
つ
い
て
い
た
の
で
、

渡
し
の
神
と
い
わ
れ
て
い
る
。
小
石
殿
の
中
に
川
原
の
丸
い
石
二
ケ
を
奉
祀
す
る
。
子
供
を
十
三
人
生
む
と
オ
フ
タ
ナ
さ
ん
が
お
じ

ぎ
を
す
る
と
い
わ
れ
る
。（
略
）

�
５　

石
井
町
利
包
（
と
し
か
ね
）　

部
落
の
道
の
辻
に
旧
セ
メ
ン
ト
製
の
ホ
コ
ラ
に
祀
る
。
正
月
十
六
日
、
十
一
月
十
六
日
の
二
回
に

祭
り
が
あ
る
。
子
供
が
知
ら
な
い
よ
う
に
か
く
れ
て
お
ま
い
り
を
す
る
。（
略
）

�

６　

上
勝
八
重
地　

ご
神
体
は
自
然
石
、
大
晦
日
の
祭
り
に
は
薪
二
本
と
め
し
を
ワ
カ
バ
に
入
れ
て
祀
る
。
祭
り
に
行
く
と
き
は
一

切
無
言
、
も
の
を
い
う
と
子
ど
も
が
知
り
供
え
物
が
親
神
様
に
あ
た
ら
ぬ
と
い
う
。
こ
の
た
き
ぎ
は
正
月
十
五
日
に
神
送
り
の
カ
ユ

を
た
き
、
ま
た
鍬
ぞ
め
に
使
っ
た
。
木
で
こ
し
ら
え
た
大
根
に
カ
ユ
を
つ
け
、
な
り
木
も
の
の
根
元
を
な
り
た
ま
え
、
と
い
っ
て
た

た
い
て
ま
わ
っ
た
。
足
腰
の
病
気
に
ご
利
益
が
あ
り
、
岐
の
神（
近
藤
注
：
黄
泉
か
）

で
祓
見
の
国
か
ら
来
る
邪
神
を
防
ぐ
役
目
を
持
つ
と
信
じ
て
い
る
。

�

７　

上
勝
町
傍
示　

家
の
近
く
に
自
然
石
を
ご
神
体
と
し
て
祀
り
、
家
の
内
神
と
同
じ
に
行
事
す
る
。
そ
の
ほ
か
に
小
石
の
祠
も
あ

る
。
数
軒
共
同
で
祭
る
神
様
も
あ
る
。
足
の
病
気
に
ご
利
益
が
あ
り
、
治
る
と
お
礼
に
小
さ
い
わ
ら
草
履
を
供
え
る
。（
略
）

�

９　

鷲
敷
町
百
合　

道
ば
た
、
屋
敷
内
、
田
の
隅
な
ど
五
ケ
所
に
祀
ら
れ
る
。
足
、
腰
の
病
気
を
治
す
と
い
わ
れ
、
女
が
よ
く
詣
っ

て
い
る
。
盆
、
秋
祭
り
（
十
月
二
十
日
）
に
は
お
神
酒
、
ご
飯
を
ま
つ
る
。
旧
正
月
一
日
に
も
神
酒
、
ゴ
ハ
ン
、
イ
リ
コ
を
祀
る
。

神
名
は
「
ふ
な
と
神
社
」、
お
ま
い
り
す
る
時
は
だ
ま
っ
て
拝
ん
で
く
る
。
拍
手
も
で
き
ぬ
。
オ
フ
ナ
タ
さ
ん
は
子
ど
も
が
多
い

（
十
二
人
）
の
で
、
子
供
が
参
拝
を
知
る
と
供
え
物
を
食
べ
て
し
ま
わ
れ
る
。
各
家
々
に
祀
ら
れ
る
が
、
共
同
奉
祀
も
あ
る
。
元
の
家

が
祀
ら
ぬ
の
で
あ
と
の
他
家
が
祀
っ
て
い
る
例
も
あ
る
。

�

10　

鷲
敷
町
和
食　

古
く
は
た
ん
ぼ
の
隅
に
あ
っ
た
が
今
は
な
い
。
生
き
て
い
る
小
魚
を
鉢
に
入
れ
て
祭
り
に
祀
っ
た
が
、
祭
日
は

も
う
わ
か
ら
ぬ
。

�

11　

木
沢
村
坂
州
広
瀬　

広
瀬
部
落
で
は
自
然
石
が
ご
神
体
、
十
二
月
三
十
一
日
の
大
晦
日
に
は
シ
メ
縄
を
飾
り
、
お
神
酒
、
ゴ
ハ

ン
、
オ
カ
ズ
、
せ
ち
木
を
祀
っ
た
。

�

12　

木
頭
村
和
無
田　

和
無
田
で
は
お
ふ
な
ど
さ
ん
を
キ
ン
リ
ュ
ウ
さ
ん
と
も
い
う
。
盆
と
正
月
に
シ
メ
縄
を
張
る
。
西
川
家
の
オ

五
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フ
ナ
タ
さ
ん
は
先
の
森
本
家
の
ご
先
祖
だ
と
い
う
。
ふ
た
つ
の
小
石
殿
に
ま
つ
る
。

�

13　

木
頭
村
出
原　

フ
ナ
ド
さ
ん
と
呼
ぶ
。
オ
フ
ナ
ド
さ
ん
の
祠
は
家
の
鬼
門
に
祀
ら
れ
て
い
る
。
年
の
夜
に
薪
一
把
を
そ
え
て
祀

る
。
片
足
の
神
と
い
わ
れ
て
い
る
。

�
14　

木
頭
村
西
宇　

西
宇
の
岡
田
家
に
祀
る
。
こ
の
神
は
足
が
一
本
の
片
足
の
神
で
あ
る
。
十
二
月
二
十
九
日
か
三
十
日
に
は
薪
七

荷
半
と
小
さ
い
足
な
か
の
草
履
、
神
酒
、
白
米
を
供
え
、
シ
メ
縄
を
か
ざ
る
。（
略
）

�

15　

相
生
町
吉
野　

こ
の
部
落
に
は
オ
フ
ナ
ト
さ
ん
が
、
ほ
と
ん
ど
毎
戸
の
祠
に
祀
ら
れ
多
数
の
分
布
を
み
る
。
手
足
の
神
様
と
信

仰
さ
れ
、
祭
り
の
お
供
え
も
の
を
し
て
も
お
ふ
な
た
さ
ん
は
子
ど
も
が
多
い
の
で
、
神
様
の
口
に
は
入
ら
ぬ
か
ら
、
早
朝
無
言
で
供

え
物
を
し
な
い
と
い
か
ん
と
い
わ
れ
る
。
供
え
物
は
ダ
ン
ゴ
、
洗
い
米
が
多
い
。

�

16　

日
和
佐
町
田
井　

田
井
部
落
に
は
船
戸
神
社
が
三
社
奉
祀
さ
れ
、
い
ず
れ
も
木
の
祠
に
納
め
ら
れ
る
。
旧
十
月
十
六
日
の
夜
、

三
社
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
氏
子
が
集
ま
り
、
洗
い
米
、
お
神
酒
、
川
の
生
魚
を
奉
祀
し
、
子
供
の
成
長
を
祈
願
す
る
。

�

17　

立
江
町
櫛
淵
大
谷　

ほ
と
ん
ど
の
部
落
に
祀
ら
れ
て
お
り
、
昔
は
小
さ
な
ワ
ラ
草
履
が
祀
ら
れ
、
人
や
牛
、
馬
の
安
全
が
祈
願

さ
れ
た
。
ま
た
子
供
の
「
守
り
神
」
と
し
て
は
し
か
こ
ず
き
（
百
日
ぜ
き
）
や
、
ほ
う
き
ん
さ
ん
な
ど
子
供
の
病
気
を
な
お
す
神
と

し
て
祈
願
さ
れ
た
。（
略
）

�

18　

北
灘
町
折
野　

船
戸
神
社
と
し
て
某
家
の
屋
敷
神
に
奉
祀
。
十
一
月
一
五
日
の
祭
り
に
は
綿
着
を
祭
る
と
い
っ
て
綿
だ
け
を
供

え
た
。

�

19　

国
府
町
早
淵　

祭
り
に
は
船
戸
大
明
神
と
染
め
抜
い
た
幟
が
立
つ
。
石
像
は
な
く
石
の
小
祠
で
あ
る
。
旧
暦
十
一
月
十
六
日
の

祭
り
に
は
、
ゴ
ハ
ン
と
新
し
い
綿
を
少
し
添
え
て
祀
り
、
正
月
に
は
大
豆
飯
を
祀
っ
た
。
供
え
物
を
す
る
と
き
は
足
音
を
さ
せ
ず
、

そ
っ
と
せ
ぬ
と
こ
の
神
に
は
十
二
人
の
子
供
が
あ
っ
て
、
親
神
に
渡
ら
ず
皆
子
ど
も
に
さ
ら
わ
れ
る
と
い
う
伝
承
が
あ
る
。（
略
）

�

21　

鴨
島
町
飯
尾
（
Ａ
）　

工
藤
家
の
屋
敷
神
は
オ
フ
ナ
ト
サ
ン
と
呼
ば
れ
、
自
然
石
の
男
根
に
擬
し
て
祀
っ
て
有
名
で
あ
る
。
家
の

伝
承
で
は
オ
フ
ナ
タ
さ
ん
は
十
三
人
の
子
を
生
ん
だ
神
様
で
あ
る
。
こ
の
家
は
多
子
で
よ
く
繁
盛
し
て
い
る
。
船
戸
神
社
の
霊
験
は

あ
ら
た
か
と
い
う
。（
写
真
５
参
照
）（
略
）
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�

23　

川
島
町
学　

ブ
ド
ウ
セ
ン
タ
ー
の
前
に
奉
祀
、
青
石
の
お

か
ま
ご
で
、
十
一
月
十
六
日
の
祭
り
に
は
、
お
ふ
な
た
は
ん
の

綿
着
と
あ
ず
き
飯
を
供
え
た
。

�
24　

山
川
町
旗
見　

船
戸
神
を
南
の
田
の
畔
に
石
の
祠
で
ま
つ

る
。
一
月
一
六
日
が
例
祭
で
、
米
、
大
豆
、
小
豆
を
飯
に
し
て

カ
シ
キ
で
供
え
た
。

�

25　

山
川
町
宮
北　

宮
北
部
落
の
某
旧
家
の
屋
敷
の
東
口
に
モ

チ
の
大
樹
が
あ
り
、
そ
の
根
元
に
川
原
の
丸
い
石
を
オ
フ
ナ
タ

さ
ん
と
し
て
数
個
を
祀
っ
て
い
る
。
老
女
は
十
三
人
の
子
を
生

ん
だ
神
だ
と
話
さ
れ
た
。

�

26　

山
川
町
楠
根
地　

白
人
神
社
の
近
く
に
自
然
石
で
ま
つ

る
。
安
産
の
神
と
し
て
信
仰
厚
く
祈
願
を
か
け
る
女
の
参
拝
が

多
い
。
十
一
月
一
六
日
綿
着
の
翌
日
に
大
豆
飯
を
た
い
て
、
茶

碗
一
杯
分
を
十
二
個
に
分
け
、
箸
十
二
膳
を
つ
け
て
祀
る
。
お

ふ
な
た
さ
ん
に
は
十
二
人
の
子
が
あ
る
た
め
、
綿
着
は
紙
と
綿
で
綿
入
れ
着
物
を
こ
し
ら
え
て
供
え
る
。
こ
の
時
は
夕
方
静
か
に

持
っ
て
行
き
安
産
を
祈
っ
た
。

�

27　

美
郷
村
樫
平　

部
落
の
中
央
に
自
然
石
で
ま
つ
る
。
十
一
月
十
六
日
が
縁
日
で
供
え
物
を
す
る
。
綿
の
棒
を
立
て
る
の
は
綿
着

の
意
を
示
す
。

�

28　

美
郷
村
別
枝　

各
人
の
家
の
近
く
に
お
か
ま
ご
で
ま
つ
る
。
十
一
月
十
六
日
、
各
戸
で
は
お
神
酒
、
お
せ
ち
と
綿
着
を
供
え
る
。

紙
に
綿
を
入
れ
た
着
物
を
人
形
に
着
せ
て
祀
っ
た
。
十
六
日
に
祀
る
の
は
オ
フ
ナ
ト
さ
ん
に
は
子
供
が
十
三
人
も
い
る
の
で
綿
着
も

一
日
お
く
れ
て
す
る
そ
う
だ
。
ま
た
今
年
生
ま
れ
た
子
の
あ
る
家
へ
は
ワ
タ
ギ
を
十
一
月
十
五
日
に
親
類
が
こ
し
ら
え
て
贈
っ
た
。

写
真
５
．

　

�

鴨
島
町
飯
尾
の
工
藤
家
の
屋
敷
神
と
し
て
の
オ
フ
ナ
ト
サ
ン
。
残
念
な
が

ら
家
は
既
に
解
体
さ
れ
、
岐
神
だ
け
が
屋
敷
跡
地
に
取
り
残
さ
れ
て
い
る
。

今
で
は
、
地
元
の
人
々
が
お
参
り
し
て
い
る
様
子
は
見
出
し
得
な
か
っ
た
。

五
三
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（
略
）

�

30　

美
馬
郡
西
宗
重　

部
落
の
旧
路
地
が
廃
道
と
な
り
、
路
傍
か
ら
屋
敷
裏
に
祀
ら
れ
る
状
態
と
な
っ
た
。
凝
灰
岩
を
く
り
抜
き
正

面
を
あ
け
三
方
を
壁
と
し
、
上
方
に
板
状
の
石
を
お
き
、
中
央
に
ご
神
体
の
丸
い
石
を
奉
祀
し
て
い
る
。
高
さ
約
三
十
セ
ン
チ
、
巾

五
十
セ
ン
チ
の
構
造
。
昔
は
年
に
三
回
神
官
が
来
て
拝
ん
で
い
た
が
、
今
は
秋
祭
り
十
月
十
八
日
の
前
々
日
に
勤
番
さ
ん
が
拝
み
に

き
て
い
る
。
あ
ら
た
か
な
神
さ
ん
で
道
を
通
る
馬
の
尾
が
さ
わ
っ
て
も
た
た
る
と
信
じ
ら
れ
、
夏
の
草
刈
り
で
掃
除
の
時
も
、
草
刈

に
き
た
と
合
図
し
て
か
ら
刈
る
習
慣
と
な
っ
て
い
る
。（
略
）
美
馬
郡
内
で
二
基
の
採
集
で
意
義
深
く
思
っ
た
。

�

31　

美
馬
町
中
山
路　

松
永
才
蔵
方
の
屋
敷
の
西
北
に
鎮
座
、
旧
ご
神
体
は
自
然
石
そ
の
ま
ま
を
最
近
木
製
の
小
殿
に
祀
る
。
ご
利

益
は
子
供
の
夜
泣
封
じ
に
霊
験
あ
り
、
遠
方
よ
り
も
参
拝
に
く
る
。
小
布
切
の
手
洗（
近
藤
注
：
手
拭
い
の
誤
り
か
）

い
数
枚
を
お
礼
に
ま
つ
る
。
繭
玉
も
三
個
吊
り

さ
げ
て
い
た
。
ご
先
祖

4

4

4

と（
傍
点
荒
岡
）
呼
び
氏
神
の
祭
日
（
十
月
十
五
日
）
に
供
え
物
を
し
て
祀
る
。
船
戸
大
明
神
の
幟
二
本
を
立
て
る
。
昔
は

講
中
の
人
た
ち
約
四
十
戸
の
人
た
ち
が
集
ま
り
神
前
で
祝
詞
を
あ
げ
て
い
た
。（
略
）

�・
ま
と
め　

か
ず
か
ず
の
オ
フ
ナ
ト
さ
ん
を
列
挙
し
た
。
さ
ま
ざ
ま
の
伝
承
か
ら
素
朴
な
信
仰
が
続
い
た
の
が
わ
か
る
。
今
に
生
き

る
神
は
減
り
つ
づ
け
、
野
の
神
ほ
と
け
の
た
ど
る
運
命
に
お
か
れ
て
い
る
。
お
ふ
な
と
信
仰
の
共
通
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
も
の
。

１　

手
足
腰
の
神
で
病
気
け
が
を
治
す
。

２　

片
足
神
の
伝
承
は
一
本
足
の
妖
怪
か
ら
か
。

３　

年
木
、
幸
木
、
せ
ち
木
を
大
晦
日
に
祀
る
。
た
き
木
を
供
え
る
神
祭
り
古
式
残
る
。

４　

子
供
の
守
り
神
。

５　

子
供
を
十
二
、三
人
生
ん
だ
。

６　

安
産
の
神
と
し
て
女
が
詣
る
。

７　

綿
着
・
紙
衣
を
供
え
る
の
は
異
色
。

８　

オ
リ
カ
ケ
樽
の
古
態
が
見
ら
れ
た
。

９　

大
豆
・
小
豆
飯
を
ま
つ
る
。

五
四
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10　

子
供
が
気
付
か
ぬ
様
に
供
え
も
の
を
す
る
。

11　

祭
り
は
十
一
月
十
六
日
が
圧
倒
的
で
あ
る
。

12　

屋
敷
神
に
祀
ら
れ
る
の
が
多
い
。

13　

土
地
の
守
護
神
と
神
祭
り
の
古
態
が
み
ら
れ
る
。

14　

渡
し
場
の
神
と
も
信
じ
ら
れ
た
。

�　

ふ
な
と
神
は
三
好
郡
を
除
き
全
県
的
に
分
布
し
、
そ
の
信
仰
圏
は
広
く
、
な
か
ん
ず
く
鮎
喰
川
上
流
の
神
山
町
に
密
集
し
て
い
る

の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
。

究
明
は
こ
れ
か
ら
の
課
題
だ
。
㊲

引
用
が
長
す
ぎ
た
感
は
否
め
な
い
が
、
荒
岡
氏
の
精
力
的
な
調
査
報
告
で
あ
り
、
生
の
資
料
で
も
あ
る
た
め
割
愛
で
き
な
か
っ
た
。

氏
は
新
資
料
の
発
掘
だ
け
で
な
く
、『
阿
波
民
俗
』
や
『
阿
波
郷
土
会
報
』
等
既
に
報
告
さ
れ
て
い
る
資
料
に
目
を
通
し
た
上
で
現
地
の

岐
神
祠
に
も
足
を
運
び
、
そ
の
後
の
変
化
に
も
言
及
し
て
よ
り
詳
細
な
報
告
を
重
ね
ら
れ
て
お
り
、
後
発
の
研
究
者
と
し
て
は
事
例
数

の
多
さ
だ
け
で
な
く
痒か
ゆ

い
所
に
手
が
届
く
程
の
き
め
細
か
さ
も
あ
り
、
多
大
な
学
恩
を
被
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
も
あ
り
、
全
三
七
地

区
中
二
四
地
区
の
事
例
を
こ
こ
で
引
用
さ
せ
て
戴
く
結
果
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
二
四
例
は
、
岐
神
信
仰
研
究
上
の
新
知
見
が
ふ
ん
だ
ん

に
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
一
つ
一
つ
吟
味
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

４
の
石
井
町
高
川
原
の
場
合
、
岐
神
を
「
船
止
神
」
と
表
記
し
、
こ
の
文
字
の
影
響
か
ら
「
昔
は
こ
こ
へ
舟
が
つ
い
て
い
た
の
で
、

渡
し
の
神
と
い
わ
れ
て
い
る
」
と
説
明
す
る
が
、
元
来
岐ふ
な
と
が
み
神
と
「
船
が
止
ま
る
」
事
と
か
「
渡
し
の
神
」
と
は
一
切
関
係
な
い
。
一
方
、

「
小
石
殿
の
中
に
川
原
の
丸
い
石
二
ケ
を
奉
祀
」
し
た
り
、「
子
供
を
十
三
人
生
む
と
オ
フ
ナ
タ
さ
ん
が
お
じ
ぎ
を
す
る
」
伝
承
は
阿
波

型
岐
神
の
典
型
で
あ
っ
た
。「
祭
り
に
は
幟の
ぼ

り
が
立
ち
、
小
豆
め
し
を
供
え
る
」
と
あ
る
が
、
阿
波
型
岐
神
の
総
本
社
と
も
言
う
べ
き
一

宮
の
岐
宮
境
内
で
一
一
月
一
六
日
に
小
豆
粥
を
炊
い
て
氏
子
全
員
に
振
舞
っ
て
お
り
、「
小
豆
め
し
」
と
通
じ
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
高

川
原
で
の
岐
神
祀
り
の
日
取
り
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
文
脈
か
ら
推
せ
ば
、
ま
た
近
世
末
の
『
高
河
原
村
風
俗
問
状
答
』
で
一
一
月

一
五
日
に
子
綿
着
を
実
施
し
て
い
た
点
か
ら
推
し
て
も
、
一
一
月
一
六
日
で
あ
っ
た
と
考
え
て
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
加
え
て
、
次
の
５

五
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の
石
井
町
利
包
（
と
し
か
ね
）
で
は
岐
神
の
祭
祀
日
を
「
正
月
十
六
日
、
十
一
月
十
六
日
の
二
回
に
祭
り
が
あ
る
」
と
規
定
し
て
お
り
、

利
包
が
高
川
原
の
南
に
隣
接
す
る
地
区
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
高
川
原
で
も
こ
の
両
日
に
岐
神
祭
り
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ

い
。一

方
、
５
の
利
包
で
は
「
子
供
が
知
ら
な
い
よ
う
に
か
く
れ
て
お
ま
い
り
す
る
」
と
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の
「
子
供
」
と
は
参
拝
者

の
子
供
な
の
か
そ
れ
と
も
一
二
人
ま
た
は
一
三
人
い
る
と
さ
れ
る
岐
神
の
子
神
な
の
か
不
明
で
あ
る
。
音
を
立
て
る
と
子
神
が
一
斉
に

起
き
出
し
て
供
物
を
全
部
食
べ
尽
く
し
、
親
神
に
当
た
ら
な
い
と
い
う
伝
承
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
「
子
供
」
は
岐
神
の
子
と
理
解
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

６
は
勝
浦
郡
の
上
勝
町
八
重
地
の
事
例
で
あ
る
が
名
西
郡
神
山
町
の
南
に
隣
接
す
る
も
の
の
、
郡
が
違
え
ば
一
一
月
一
六
日
の
綿
着

や
一
月
一
六
日
の
帷
子
の
供
物
が
全
く
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
薪
（
幸
木
）
の
供
物
は
両
者
に
共
通
し
て
お
り
、
こ
の
薪
に
よ
っ

て
神
送
り
の
粥
を
炊
く
と
い
う
点
も
北
隣
の
神
山
町
と
共
通
す
る
。
両
者
に
は
、
共
通
す
る
部
分
と
共
通
し
な
い
部
分
が
あ
っ
た
。

７
の
上
勝
町
傍
示
で
は
、「
足
の
病
気
に
ご
利
益
が
あ
り
、
治
る
と
お
礼
に
小
さ
い
わ
ら
草
履
を
供
え
る
」
と
あ
る
が
、
こ
の
点
は
神

山
町
と
共
通
す
る
。

９
は
那
賀
郡
鷲
敷
町
百
合
の
事
例
で
あ
る
が
、
祭
礼
日
が
盆
・
秋
祭
り
（
一
〇
月
二
〇
日
）・
正
月
元
旦
の
年
三
回
で
あ
り
、
阿
波
型

岐
神
祭
祀
の
特
質
と
し
て
の
一
一
月
一
六
日
・
一
月
一
六
日
の
祭
礼
は
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
一
方
で
、
一
二
人
の
子
沢
山
と
こ
れ
に
関

連
し
た
沈
黙
裏
の
参
拝
は
存
在
し
て
お
り
、
阿
波
型
岐
神
祭
祀
伝
承
の
半
分
は
勝
浦
以
南
に
も
一
部
伝
播
し
て
い
た
。

10
の
鷲
敷
町
和
敷
の
事
例
は
、
一
九
八
二
年
当
時
か
ら
既
に
三
二
年
前
の
一
九
五
〇
年
に
多
田
伝
三
氏
が
報
告
し
た
地
区
で
あ
る

が
、「
生
き
て
い
る
小
魚
を
入
れ
て
祭
り
に
祀
っ
た
が
、
祭
日
は
も
う
わ
か
ら
ぬ
」
と
あ
り
、
時
代
は
こ
こ
で
も
大
き
く
変
化
し
て
い

た
。
多
田
氏
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
祭
日
は
「
秋
ま
つ
り
」
と
の
み
あ
り
、
や
は
り
こ
の
段
階
で
も
具
体
的
日
取
り
は
不
明
確
で
あ
る
が
、

「
秋
ま
つ
り
」
か
ら
推
せ
ば
一
〇
月
二
〇
日
前
後
と
考
え
ら
れ
る
。
一
一
月
一
六
日
、
一
月
一
六
日
で
は
な
い
点
、
日
取
り
に
関
し
て
は

勝
浦
以
南
型
で
あ
っ
た
。
供
物
が
「
生
き
て
い
る
小
魚
」
と
の
み
あ
り
魚
種
は
不
明
で
あ
る
が
、
元
の
資
料
で
は
「
小
エ
ビ
や
ド
ボ
ン

コ
等
の
小
魚
」
と
あ
り
、
三
二
年
後
に
は
魚
種
も
忘
れ
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
事
が
わ
か
る
。
岐
神
へ
の
生
き
た
ま
ま
の
魚
の
供
物
は
、
先
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述
し
た
『
上
那
賀
町
史
』
に
も
記
さ
れ
、
ま
た
後
述
す
る
が
日
和
佐
町
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
三
者
は
那
賀
郡
・
海
部
郡
に
ま
た
が

る
も
の
の
共
に
隣
接
し
て
お
り
、
踊
り
魚
供
物
も
ま
た
勝
浦
以
南
型
と
し
て
位
置
付
け
得
る
。
一
口
に
岐
神
祭
祀
と
称
し
て
も
、
勝
浦

郡
以
南
と
北
で
は
大
き
く
そ
の
様
相
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

11
の
那
賀
郡
木
沢
村
坂
州
広
瀬
で
は
、
大
晦
日
に
シ
メ
縄
を
飾
り
、
お
神
酒
・
御
飯
・
お
か
ず
・
せ
ち
木
を
供
え
て
お
り
、
一
一
月

一
六
日
・
一
月
一
六
日
の
祭
礼
は
無
か
っ
た
。「
せ
ち
木
」
と
は
神
山
町
で
言
う
「
幸
（
斎
）
木
」
の
事
で
あ
り
、
神
山
町
の
南
隣
が
木

沢
村
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
郡
は
違
っ
て
も
節せ
ち

木
文
化
圏
に
属
し
て
い
た
と
言
え
る
。
こ
の
節
木
分
布
の
北
限
は
神
山
町
に
あ
り
、
厳
密

に
は
勝
浦
以
南
型
と
は
言
え
な
い
も
の
の
ほ
ぼ
そ
の
枠
内
に
納
ま
っ
て
い
る
と
見
做
し
得
る
。

12
の
木
頭
村
和
無
田
で
は
、
岐
神
を
キ
ン
リ
ュ
ウ
さ
ん
と
呼
ぶ
が
、
キ
ン
リ
ュ
ウ
サ
ン
と
は
元
来
何
を
意
味
し
た
の
か
、
ま
た
な
ぜ

岐
神
を
キ
ン
リ
ュ
ウ
サ
ン
と
呼
ば
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
そ
の
根
拠
は
不
詳
で
あ
る
。
祭
日
が
盆
と
正
月
で
あ
り
、
一
一
月
一
六
日

と
一
月
一
六
日
に
な
っ
て
い
な
い
点
は
以
南
型
と
言
え
る
。
13
の
同
村
出
原
で
は
岐
神
が
家
の
鬼
門
に
祀
ら
れ
て
い
る
が
、

来く
な
と
の
さ
へ
の
か
み

名
戸
祖
神
と
し
て
の
最
も
基
本
的
な
邪
霊
の
侵
入
を
防
ぐ
神
の
性
格
を
よ
く
残
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
大
晦
日
で
の
薪
一
把
の

供
物
や
片
足
の
神
の
伝
承
は
以
南
型
と
し
て
そ
の
特
性
を
顕
著
に
示
し
て
い
る
。
加
え
て
、
14
の
同
村
西
宇
で
も
「
片
足
の
神
」
と
さ

れ
、
一
九
七
三
年
に
発
表
さ
れ
た
「
徳
島
の
民
間
信
仰
」
で
も
金
沢
治
氏
は
同
村
南
宇
で
の
事
例
と
し
て
「
チ
ン
バ
の
神
」
の
伝
承
を

提
示
し
て
い
る
。
調
査
時
期
や
調
査
者
そ
し
て
調
査
地
が
違
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
同
村
内
で
三
例
も
の
同
じ
報
告
が
重
な
る
点
を
考
慮

す
れ
ば
、
木
頭
村
内
で
は
岐
神
片
足
伝
承
が
か
な
り
支
配
町
で
あ
っ
た
事
の
証
左
と
な
る
。
こ
の
他
、
西
宇
で
は
七
荷
半
の
薪
が
供
え

ら
れ
て
い
る
が
、
13
の
出
原
の
一
把
と
比
較
す
れ
ば
一
五
倍
も
多
い
。
神
山
町
か
ら
上
勝
松
・
木
沢
村
に
か
け
て
は
一
束
型
が
主
流
で

あ
り
、
出
原
の
そ
れ
は
こ
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
一
荷
型
は
日
和
佐
・
上
那
賀
・
海
南
の
三
町
に
分
布
す
る
が
、
そ

の
発
展
し
た
形
が
木
頭
村
西
宇
の
七
荷
半
と
い
う
事
に
な
る
。
勝
浦
以
南
型
の
薪
供
物
に
お
い
て
も
、
詳
細
に
検
討
す
れ
ば
そ
の
中
で

も
一
荷
系
の
南
型
と
一
束
系
の
北
型
に
分
類
で
き
そ
う
で
あ
る
。

西
宇
で
の
「
小
さ
い
足
な
か
草
履
」
の
供
物
は
、
一
足
な
の
か
片
方
の
み
な
の
か
言
及
が
無
い
の
で
不
明
で
あ
る
が
、
片
足
神
で
あ

る
点
を
考
慮
す
れ
ば
片
方
の
み
で
あ
ろ
う
（
荒
岡
氏
は
後
年
の
一
九
八
四
年
に
『
徳
島
の
石
仏
』
を
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
〇
二
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頁
に
同
地
区
で
の
岐
神
へ
の
供
物
の
写
真
が
あ
り
、
そ
の
中
に
草
履
も
写
っ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
説
明
文
に
「
片
足
の
ゾ
ウ
リ
を
供

え
る
」
と
あ
り
、
片
足
の
岐
神
へ
の
供
物
で
あ
っ
た
事
が
確
認
さ
れ
た
）。
西
宇
で
も
正
月
元
旦
に
向
け
て
岐
神
を
祀
っ
て
お
り
、
木
頭

村
で
は
判
明
す
る
全
地
区
で
元
旦
の
岐
神
祀
り
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
一
一
月
と
一
月
の
一
六
日
に
祀
ら
な
い
点
は
以
南
型
の
典
型
と

言
え
よ
う
。

15
の
相
生
町
吉
野
で
は
殆
ど
毎
戸
で
祀
ら
れ
て
い
る
と
あ
り
、
相
生
町
全
域
に
敷ふ

衍え
ん

す
れ
ば
相
当
な
数
に
の
ぼ
り
、
神
山
町
に
匹
敵

す
る
か
も
し
れ
な
い
。
か
な
り
熱
心
に
信
仰
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
加
え
て
、「
子
ど
も
が
多
い
の
で
、
神
様
の
口
に
は
入
ら
ぬ

か
ら
、
早
朝
無
言
で
供
え
物
を
し
な
い
と
い
か
ん
」
と
言
わ
れ
て
お
り
、
阿
波
型
岐
神
の
典
型
が
こ
こ
に
も
見
ら
れ
る
。「
子
ど
も
が
多

い
」
と
の
み
あ
り
、
具
体
的
に
何
人
い
る
の
か
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
。
他
の
類
例
（
東
西
両
隣
の
鷲
敷
町
で
は
一
二
人
、
上
那
賀
町

で
も
一
二
人
）
と
比
較
す
れ
ば
、
一
二
人
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
「
手
足
の
神
と
言
わ
れ
て
い
る
点
か
ら
推
せ
ば
、
西
隣
の
上
那
賀
町

で
は
「
足
腰
が
不
自
由
」
さ
ら
に
そ
の
両
隣
で
も
「
一
本
足
の
神
」「
片
足
の
神
」
と
言
わ
れ
て
お
り
、
同
じ
那
賀
川
流
域
の
15
で
も
元

は
こ
の
よ
う
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
極
め
て
高
い
。

16
は
海
部
郡
日
和
佐
町
田
井
の
事
例
で
あ
る
が
、
三
社
の
岐
神
祠
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
旧
一
〇
月
一
六
日
と
あ
る
が
、
一
一
月

一
六
日
で
は
な
い
た
め
岐
神
特
有
の
神
綿
着
と
は
直
接
の
関
連
が
見
出
せ
な
い
。
恐
ら
く
、
稲
の
収
穫
祭
を
念
頭
に
置
い
た
日
取
り
で

あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
「
川
の
生
魚
を
奉
祀
」
と
あ
る
が
、
先
述
の
上
那
賀
町
で
は
「
踊
り
魚
」
の
供
物
、
ま
た
鷲
敷
町
で
は
川
エ
ビ
や

ド
ボ
ン
コ
が
生
き
た
ま
ま
器
に
入
れ
て
供
え
ら
れ
て
い
た
た
め
、
こ
れ
ら
と
同
形
と
判
断
し
得
る
。
以
南
型
の
特
徴
で
あ
る
。

17
の
旧
那
賀
郡
立
江
町
櫛
淵
大
谷
で
の
事
例
は
、
既
に
三
二
年
前
の
一
九
五
〇
年
に
多
田
伝
三
氏
に
よ
っ
て
も
報
告
さ
れ
た
場
所
で

あ
り
、
当
時
か
ら
足
痛
治
癒
の
奉
賽
と
し
て
藁
草
履
が
供
え
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
新
た
に
子
供
の
守
り
神
と
し
て
、
百
日
ぜ
き

や
ほ
う
き
ん
さ
ん
（
お
多
福
風
邪
）
を
治
す
神
と
も
さ
れ
て
い
る
。

18
は
鳴
門
市
北
灘
町
折
野
の
事
例
で
あ
る
が
、
阿
波
型
岐
神
の
分
布
図
の
上
で
は
北
東
限
に
位
置
す
る
。
特
に
注
目
す
べ
き
は
、

一
一
月
一
五
日
に
「
綿
着
を
祭
る
と
い
っ
て
綿
だ
け
を
供
え
」
る
点
で
あ
り
、
神
山
町
の
神
綿
着
が
こ
こ
ま
で
の
広
が
り
を
見
せ
て
い

る
点
は
分
布
範
囲
の
広
が
り
を
確
定
す
る
上
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
一
一
月
一
五
日
は
普
通
は
子
綿
着
の
祝
い
で
あ
り
、
岐
神
へ
の

五
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祀
り
は
翌
日
の
一
六
日
が
一
般
的
な
日
取
り
で
あ
る
が
、
何
ら
か
の
都
合
で
両
者
が
混
同
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
箸
や
串
の
先
に
巻
き

つ
け
る
事
な
く
、
直
接
綿
だ
け
を
供
え
る
形
式
は
地
域
的
変
化
で
あ
る
。
類
例
は
、
先
述
し
た
が
、
板
野
郡
松
茂
町
中
か
う
や
で
も
見

ら
れ
た
。

19
の
徳
島
市
国
府
町
早
淵
は
、
神
山
町
と
18
を
結
ぶ
直
線
上
の
ち
ょ
う
ど
中
間
地
点
に
位
置
す
る
。
神
山
町
に
よ
り
近
い
分
、
日
取

り
も
一
一
月
一
六
日
と
子
綿
着
と
の
差
別
化
が
計
ら
れ
て
い
る
。
一
二
人
の
子
供
を
持
つ
点
、
ま
た
十
二
人
の
子
供
の
目
を
覚
ま
さ
な

い
た
め
の
沈
黙
裏
の
参
拝
等
は
基
本
通
り
の
伝
承
で
あ
る
。

21
の
麻
植
郡
鴨
島
町
飯
尾
の
事
例
は
、
六
年
前
の
植
村
芳
雄
稿
「
阿
波
に
お
け
る
性
神
考
」
で
も
言
及
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
男

根
形
自
然
石
を
オ
フ
ナ
ト
さ
ん
と
称
し
て
個
人
宅
で
祀
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
荒
岡
氏
は
更
に
一
歩
踏
み
混
ん
で
「
家
の
伝
承
で
は

オ
フ
ナ
タ
さ
ん
は
一
三
人
の
子
を
生
ん
だ
神
様
で
あ
る
。
こ
の
家
は
多
子
で
よ
く
繁
盛
し
て
い
る
。
船
戸
神
の
霊
験
は
あ
ら
た
と
い
う
」

と
す
る
祭
祀
家
の
伝
承
も
紹
介
し
て
い
る
点
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
管
見
で
は
徳
島
県
下
の
岐
神
は
一
千
数
百
祠
あ
る
が
、
そ
の
御

神
体
は
殆
ど
丸
石
で
あ
り
、
男
根
型
は
唯
一
例
外
的
に
こ
こ
だ
け
し
か
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
普
通
一
二
～
一
三
人
の
子
沢
山
と
言
わ

れ
、
ま
た
沈
黙
裏
に
参
ら
な
い
と
そ
の
子
神
達
が
一
斉
に
目
を
覚
ま
し
て
供
物
を
全
部
食
べ
て
し
ま
い
、
親
神
に
当
た
ら
な
い
と
伝
承

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
伝
承
か
ら
透
け
て
見
え
る
光
景
は
、
子
沢
山
の
た
め
に
子
供
の
躾
が
充
分
行
き
届
い
て
い
な
い
母
子
神
で
あ
り
、

父
神
不
在
の
家
庭
で
あ
る
。
殆
ど
の
伝
承
者
達
も
、
岐
神
は
女
神
・
母
神
と
信
じ
て
疑
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
が
、
こ
こ
に
来
て
男
根
石

を
御
神
体
と
す
る
オ
フ
ナ
タ
さ
ん
と
は
驚
き
で
あ
る
。
だ
が
、「
オ
フ
ナ
タ
さ
ん
は
十
三
人
の
子
を
生
ん
だ
神
様
」
と
い
う
部
分
に
注
目

す
れ
ば
女
神
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
男
根
石
だ
け
で
は
何
と
も
不
自
然
で
あ
り
、
母
神
は
一
体
ど
こ
で
祀
ら
れ
て
い
る
の
か
非
常
に
気

に
な
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
を
祭
祀
す
る
工
藤
家
の
御
本
人
は
、
岐
神
の
御
利
益
に
よ
り
「
多
子
で
よ
く
繁
盛
し
て
い
る
」
と
語
っ
て
い

る
の
で
あ
り
、
信
仰
上
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
明
確
に
現
実
に
反
映
さ
れ
て
お
り
、
ま
さ
に
生
き
た
信
仰
な
の
で
あ
っ
た
。

23
は
麻
植
郡
川
島
町
学
の
事
例
で
あ
る
が
、
青
石
の
お
か
ま
ご
で
祀
り
、
一
一
月
一
六
日
に
は
神
綿
着
と
小
豆
飯
を
供
え
て
い
る
。

ま
さ
に
神
山
町
の
事
例
そ
の
ま
ま
で
あ
り
、
吉
野
川
流
域
（
阿
波
北
方
）
は
神
綿
着
・
子
綿
着
共
に
よ
く
実
施
さ
れ
て
い
る
地
域
で
あ

る
点
は
金
沢
治
氏
の
「
阿
波
北
方
年
中
行
事
」
で
言
及
し
て
い
た
が
、
四
六
年
後
の
一
九
八
二
年
に
お
い
て
も
変
化
は
無
か
っ
た
。
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24
・
25
・
26
の
三
例
は
総
て
麻
植
郡
山
川
町
の
事
例
で
あ
る
が
、
一
一
月
一
六
日
の
祭
礼
、
子
供
が
一
二
人
ま
た
は
一
三
人
の
子
沢

山
と
い
う
点
で
共
通
す
る
点
は
基
本
通
り
で
あ
る
。
特
に
26
の
楠く
す

根ね

地じ

の
事
例
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
主
に
安
産
の
神
と
し
て
女
性

が
信
仰
し
、「
十
一
月
十
六
日
綿
着
の
翌
日
に
大
豆
飯
を
た
い
て
、
茶
碗
一
杯
分
を
一
二
個
に
分
け
、
箸
十
二
膳
を
つ
け
て
祀
る
」
の
で

あ
っ
た
。「
綿
着
の
翌
日
」
を
「
十
一
月
一
六
日
」
と
す
る
の
は
何
と
も
奇
妙
な
話
で
あ
る
。
神
綿
着
は
普
通
一
一
月
一
六
日
の
行
事
で

あ
り
、「
綿
着
の
翌
日
」
と
す
る
な
ら
ば
一
七
日
に
な
ら
な
け
れ
ば
お
か
し
い
。
こ
れ
を
敢
え
て
「
十
一
月
十
六
日
綿
着
の
翌
日
」
と
す

る
の
は
、
こ
こ
で
の
「
綿
着
」
が
一
五
日
に
催
さ
れ
る
「
子
綿
着
（
当
歳
児
に
嫁
の
実
家
か
ら
綿
入
れ
の
着
物
を
贈
る
祝
い
の
儀
式
）」

を
指
し
て
い
る
と
考
え
れ
ば
こ
の
不
自
然
さ
は
氷
解
す
る
。
岐
神
祭
祀
で
、
こ
れ
だ
け
き
っ
ち
り
一
二
膳
の
箸
と
大
豆
飯
一
二
個
を
供

え
る
の
は
他
に
例
を
見
な
い
。
一
二
人
の
子
を
そ
れ
だ
け
尊
重
し
て
い
る
証あ
か
しで

あ
る
。
加
え
て
、「
綿
着
は
紙
と
綿
で
綿
入
れ
着
物
を
こ

し
ら
え
て
供
え
る
」
と
す
る
点
に
最
大
の
注
意
を
払
い
た
い
。
先
に
言
及
し
た
が
、
一
一
月
一
六
日
の
神
綿
着
と
一
月
一
六
日
の
帷か
た

子び
ら

の
一
対
の
セ
ッ
ト
は
神
山
町
内
で
し
か
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
何
と
北
の
峠
を
越
え
て
、
美
郷
村
を
通
り
過
ぎ
山
川
町
楠
根
地
ま

で
伝
播
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
元
来
は
日
取
り
を
異
に
す
る
別
の
供
物
で
あ
っ
た
も
の
が
一
一
月
一
六
日
の
神
綿
着
と
一
月
一
六
日

の
帷か
た

子び
ら

が
合
体
し
、
日
取
り
は
一
一
月
一
六
日
の
方
に
吸
い
寄
せ
ら
れ
、
姿
は
紙
製
の
綿
入
れ
着
物
と
な
り
一
月
一
六
日
の
帷
子
の
中

に
一
一
月
一
六
日
の
綿
が
吸
収
さ
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
何
と
も
奇
妙
な
風ふ
う

体て
い

で
あ
る
が
、
両
者
が
合
体
す
れ
ば
必
然
的
に
こ
の
よ

う
に
な
る
。
神
山
町
の
基
本
型
は
、
日
取
り
の
混
同
に
よ
っ
て
、
ま
た
供
物
の
混
同
に
よ
っ
て
楠
根
地
で
は
こ
の
よ
う
に
姿
を
変
え
る

の
で
あ
っ
た
。

27
・
28
は
同
郡
美
郷
村
の
事
例
で
あ
る
が
、
神
山
町
と
山
川
町
の
中
間
に
位
置
す
る
。
27
の
樫
平
で
は
一
一
月
一
六
日
に
「
綿
の
棒

を
立
て
る
の
は
綿
着
の
意
を
示
す
」
と
あ
り
、
ほ
ぼ
忠
実
に
神
山
町
の
神
綿
着
の
伝
統
を
継
承
し
て
い
る
。
一
方
、
28
の
別べ
っ
し枝
で
は
一
一

月
一
六
日
に
綿
着
を
供
え
る
も
の
の
「
紙
に
綿
を
入
れ
た
着
物
を
人
形
に
着
せ
て
祀
っ
た
」
と
あ
り
、
風ふ
う

体て
い

は
先
の
山
川
町
楠
根
地
と

そ
っ
く
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
人
形
」
に
着
せ
て
祀
っ
た
と
あ
る
も
の
の
、
そ
の
具
体
的
な
姿
は
言
及
が
な
い
た
め
不
明
で
あ
る
が
、

大
方
神
綿
着
に
見
ら
れ
る
如
く
箸
ま
た
は
串
を
人
形
に
見
立
て
、
こ
れ
に
紙
製
の
綿
入
れ
着
物
を
着
せ
か
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

も
ま
た
楠
根
地
と
同
様
の
合
体
現
象
で
あ
る
。
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更
に
注
目
す
べ
き
は
「
十
六
日
に
祀
る
の
は
オ
フ
ナ
ト
さ
ん
に
は
子
供
が
十
三
人
も
い
る
の
で
、
綿
着
も
一
日
お
く
れ
て
す
る
そ
う

だ
。
ま
た
今
年
生
ま
れ
た
子
の
あ
る
家
へ
は
ワ
タ
ギ
を
十
一
月
一
五
日
に
親
類
が
こ
し
ら
え
て
贈
っ
た
」
と
す
る
言
説
で
あ
る
。
か
つ

て
大
粟
玲
造
氏
は
「
船
戸
神
に
つ
い
て
」
の
中
で
、

�
オ
フ
ナ
ト
さ
ん
の
綿
着
は
人
間
よ
り
一
日
お
く
れ
の
十
六
日
な
の
か
…
普
通
な
れ
ば
神
事
が
人
間
に
優
先
す
る
の
が
当
然
と
考
え
ら

れ
る
の
だ
が
。
㊳

と
述
べ
て
神
綿
着
に
先
行
し
て
子
綿
着
が
実
施
さ
れ
る
点
に
疑
義
を
呈
し
て
お
ら
れ
た
が
、
こ
の
伝
承
は
大
粟
氏
の
疑
義
解
決
の
た
め

に
語
ら
れ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
綿
着
儀
礼
創
成
時
期
か
ら
誰
も
が
抱
い
て
い
た
疑
問
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し

て
も
、
子
供
が
一
三
人
も
い
て
、
全
員
に
綿
着
を
作
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
た
め
一
五
日
に
間
に
合
わ
ず
一
六
日
に
な
っ
た
と
す
る
伝

承
は
、
子
綿
着
と
神
綿
着
の
本
質
や
そ
の
住
み
分
け
を
考
え
る
上
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
神
綿
着
と
帷
子
の
ル
ー
ツ
は
、
平

安
時
代
の
岐
神
祭
祀
に
お
け
る
幣
帛
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
が
阿
波
国
の
当
歳
児
の
子
綿
着
に
も
適
用
さ
れ
る
に
当
た
り
、
こ
の
よ
う
な

伝
承
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
民
俗
の
想
像
力
の
豊
か
さ
に
は
驚
き
を
禁
じ
得
な
い
。

30
・
31
の
二
例
は
、
共
に
荒
岡
氏
の
御
出
身
地
の
美
馬
町
の
事
例
で
あ
る
。
氏
は
「
美
馬
郡
内
で
二
基
の
採
集
で
意
義
深
く
思
っ
た
」

と
さ
れ
て
い
る
が
、
後
に
詳
述
す
る
が
同
郡
脇
町
に
は
一
八
祠
の
岐
神
が
あ
り
、
穴
吹
町
で
も
「
ほ
う
ぼ
う
の
地
区
」
に
祀
ら
れ
、
美

馬
町
内
に
も
一
九
八
九
年
刊
の
『
美
馬
町
史
』
に
よ
れ
ば
六
祠
の
岐
神
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
残
念
な
が
ら
、
中
山
路
の
岐
神
は
紹
介

さ
れ
て
い
て
も
、
西
宗
重
の
事
例
は
『
町
史
』
に
は
言
及
が
な
か
っ
た
）。
一
九
八
二
年
当
時
の
荒
岡
氏
は
こ
の
事
に
ま
だ
気
付
か
れ

ず
、
僅
か
二
基
（
そ
れ
も
美
馬
町
内
の
み
）
し
か
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
二
祠
の
岐
神
で
あ
る
が
、
詳
細
に
検

討
す
れ
ば
所
謂
阿
波
型
岐
神
と
は
全
く
趣
を
異こ
と

に
す
る
事
が
わ
か
る
。
30
の
西
宗む
ね

重し
げ

の
方
は
、「
昔
は
年
三
回
神
官
が
来
て
拝
ん
で
い

た
」
と
言
う
も
の
の
、
一
一
月
一
六
日
ま
た
は
一
月
一
六
日
と
い
う
日
取
り
で
は
な
く
、
一
〇
月
一
八
日
の
秋
祭
り
の
前
々
日
に
な
っ

て
い
る
。
当
然
神
綿
着
や
帷か
た

子び
ら

の
供
物
も
な
い
。「
あ
ら
た
か
な
神
さ
ん
で
通
る
馬
の
尾
が
さ
わ
っ
て
も
た
た
る
」
と
言
わ
れ
る
程
の
祟

り
や
す
い
神
で
し
か
な
か
っ
た
。

一
方
、
31
の
中
山
路
の
方
は
子
供
の
夜
泣
き
封
じ
の
御
利
益
あ
り
と
辛
う
じ
て
子
供
関
連
の
御
利
益
で
説
明
す
る
も
の
の
、
祭
日
は
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一
〇
月
一
五
日
で
こ
れ
も
秋
祭
り
に
な
っ
て
お
り
、
一
一
月
一
六
日
の
綿
着
、
一
月
一
六
日
の
帷か
た

子び
ら

の
供
物
は
無
い
。
子
沢
山
伝
承
や

沈
黙
裏
の
参
拝
の
作
法
も
な
く
、
祭
祀
者
で
あ
る
松
永
家
の
御
先
祖
様
扱
い
さ
れ
て
い
る
。
美
馬
郡
内
で
も
東
部
の
脇
町
や
穴
吹
町
内

の
岐
神
は
ま
だ
幾
分
阿
波
型
岐
神
の
性
格
を
留
め
て
い
る
が
、
西
部
の
美
馬
町
と
貞
光
町
を
結
ぶ
ラ
イ
ン
か
ら
西
の
三
好
郡
地
方
に
か

け
て
の
岐
神
は
阿
波
型
岐
神
と
は
全
く
異
質
な
岐
神
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
地
区
に
点
在
す
る
一
〇
祠
の
岐
神
は
、
名
前
こ
そ

「
船
戸
神
」
と
称
す
る
も
の
の
そ
の
実
態
は
単
な
る
屋
敷
神
ま
た
は
先
祖
神
と
見
做
さ
れ
、
秋
祭
り
の
一
環
で
祀
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な

い
。
ま
た
、
こ
の
二
祠
は
全
国
一
般
で
語
ら
れ
る
如
き
境
界
防
禦
の
神
で
あ
る
と
の
明
言
も
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
美
馬
町
と
貞
光
町
以

西
の
岐
神
群
は
所い
わ

謂ゆ
る

阿
波
型
と
は
大
き
く
質
を
異こ
と

に
す
る
た
め
、
こ
の
群
を
一
括
し
て
西
北
型
と
命
名
し
て
お
く
。

荒
岡
氏
は
最
後
に
岐
神
信
仰
の
共
通
点
と
し
て
１
～
14
の
項
目
を
列
挙
す
る
が
、
こ
れ
ら
は
各
岐
神
の
特
徴
を
最
大
限
拡
張
し
た
ま

で
で
あ
り
、
決
し
て
「
共
通
点
」
と
言
え
る
程
の
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
７
の
「
綿
着
・
紙
衣
」
の
セ
ッ
ト
は
神
山
町
内
限
定
で
あ

り
、
一
一
月
一
六
日
の
神
綿
着
単
品
に
限
定
す
れ
ば
他
に
鳴
門
市
北
灘
町
折
野
・
徳
島
市
国
府
町
早
淵
・
麻
植
郡
川
島
町
学
・
同
郡
美

郷
村
別
枝
・
同
郡
山
川
町
楠
根
地
が
あ
る
（
後
に
言
及
す
る
が
こ
の
他
、
美
馬
郡
穴
吹
町
・
板
野
郡
松
茂
町
に
も
見
ら
れ
る
）
程
度
に

す
ぎ
な
い
。
岐
神
信
仰
分
布
圏
す
べ
て
に
見
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
分
布
範
囲
の
西
北
部
を
中
心
と
し
た
約
半
分
の
地
域
し
か
見

ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
２
の
「
片
足
神
の
伝
承
」
も
全
体
の
共
通
点
に
入
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
典
型
的
な
勝
浦
以
南
型
で
あ
り
、
神
山
町
以
北
に
は

全
く
見
出
し
得
な
か
っ
た
。
３
の
「
年
木
、
幸
木
、
せ
ち
木
を
大
晦
日
に
祀
る
」
習
俗
は
、
北
限
が
神
山
町
に
及
ぶ
も
の
の
、
そ
の
分

布
の
中
心
は
勝
浦
以
南
型
で
あ
り
、
神
山
町
を
除
け
ば
そ
れ
よ
り
北
に
は
全
く
分
布
し
て
い
な
い
。
５
の
「
子
供
を
十
二
、三
人
生
ん

だ
」
と
す
る
子
沢
山
伝
承
や
こ
れ
と
直
結
す
る
10
の
「
子
供
が
気
付
か
ぬ
様
に
供
え
も
の
を
す
る
」
と
い
う
伝
承
は
、
美
馬
貞
光
ラ
イ

ン
以
西
に
は
一
切
分
布
せ
ず
、
こ
れ
も
共
通
点
と
は
言
え
な
い
。
８
の
「
オ
リ
カ
ケ
樽
の
古
態
」
は
那
賀
郡
木
頭
村
西
宇
に
一
例
あ
る

の
み
で
例
外
的
で
あ
り
、
こ
れ
を
共
通
点
と
す
る
に
は
無
理
が
あ
る
。
加
え
て
11
の
「
祭
り
は
十
一
月
十
六
日
が
圧
倒
的
」
と
す
る
点

は
神
山
町
以
北
型
の
み
で
あ
り
、
面
積
的
に
は
県
下
全
域
の
三
分
の
一
を
占
め
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
以
上
の
半
数

の
七
項
目
は
大
き
く
見
直
し
が
必
要
と
な
る
。
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最
後
に
氏
は
「
ふ
な
と
神
は
三
好
郡
を
除
き
全
県
的
に
分
布
し
、
そ
の
信
仰
圏
は
広
く
、
な
か
ん
ず
く
鮎
喰
川
上
流
の
神
山
町
に
密

集
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
。
究
明
は
こ
れ
か
ら
の
課
題
だ
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
実
は
三
好
郡
に
も
岐
神
は
二
社
分
布
し
て
い
た
。

荒
岡
論
文
が
発
表
さ
れ
る
一
年
半
前
の
一
九
八
一
年
一
月
に
『
徳
島
県
神
社
誌
』
が
刊
行
さ
れ
、
三
好
郡
三
好
町
法ほ

市い
ち

の
「
船
渡
神
社

（
主
祭
神
猿
田
彦
神
）」
が
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
加
え
て
後
に
詳
述
す
る
が
、
一
九
九
六
年
二
月
刊
の
『
三
好
町
史
』
に
は
大
字
足あ

代し
ろ

字

笠か
さ

栂つ
が

に
鎮
座
す
る
「
船
戸
神
社
（
祭
神
猿
田
彦
命
）」
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
氏
は
美
馬
郡
美
馬
町
の
御
出
身
で
あ
る
が
、
西
隣
の
三
好

郡
の
事
柄
に
関
し
て
は
詳
し
く
調
べ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
確
か
に
美
馬
町
と
貞
光
町
ラ
イ
ン
以
西
に
は
極
端
に
事
例
数

は
減
少
す
る
が
、
僅
か
二
例
と
は
言
え
立
派
な
鳥
居
と
社
殿
を
構
え
た
岐
神
社
が
存
在
し
、
今
も
氏
子
達
に
よ
っ
て
篤
く
崇
敬
さ
れ
て

い
る
事
は
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
路
傍
に
祀
ら
れ
る
小
祠
で
、
草
丈
が
伸
び
れ
ば
姿
を
見
失
う
よ
う
な
、
そ
の
他
多
く
の
岐
神
と
は
別

格
な
の
で
あ
る
。

鮎
喰
上
流
の
神
山
町
に
七
六
七
祠
も
密
集
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
、
究
明
は
こ
れ
か
ら
の
課
題
と
さ
れ
て
い
る
が
、
前
節
で
詳
述
し

た
如
く
貞
観
一
四
年
（
八
七
二
）
段
階
で
既
に
阿
波
国
に
船
盡
比
咩
神
が
神
山
町
内
入
口
付
近
の
一
宮
町
舟
戸
に
鎮
座
し
て
お
り
、
こ

こ
か
ら
袋
小
路
状
に
な
っ
た
鮎
喰
川
上
流
の
各
旧
村
（
広
野
・
阿
川
・
鬼
籠
野
・
神
領
・
左
右
内
・
下
分
・
上
分
）
に
伝で
ん

播ぱ

し
、
爆
発

的
に
大
流
行
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
間
、
船
盡
宮
に
は
本
家
争
い
が
惹じ
ゃ
っ
き起

し
、
約
五
ｋ
ｍ
上
流
の
旧
広
野
村
歯
の
辻
と
旧
入
田
村
二

本
木
に
各
々
本
宮
と
そ
の
遥
拝
所
が
新
た
に
建
設
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
氏
は
総
て
の
項
目
を
共
通
点
と
し
て
一
括
す
る
の
で
は
な

く
、
各
項
目
別
の
分
布
状
況
の
多
様
性
を
認
識
し
、
歴
史
的
に
遡
り
得
る
文
献
史
料
に
関
し
て
考
察
を
加
え
る
姿
勢
を
持
ち
合
わ
せ
て

い
た
な
ら
ば
、
一
九
八
二
年
段
階
で
も
十
分
こ
の
よ
う
な
結
論
を
導
き
得
た
は
ず
で
あ
る
。

一
九
八
三
年
一
二
月
七
日
付
の
徳
島
新
聞
に
、「
お
ふ
な
た
は
ん
の
綿
着
」
と
題
す
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

�

麻
植
郡
で
は
旧
暦
十
一
月
十
五
日
を
「
お
綿
着
」
と
い
っ
て
、
新
生
児
の
あ
る
家
で
は
「
寒
さ
に
負
け
ず
、
丈
夫
に
育
つ
よ
う
に
」

と
願
っ
て
、
盛
大
な
お
客
を
す
る
。
母
親
の
里
や
親
類
は
綿
入
れ
の
着
物
や
衣
料
品
を
持
っ
て
お
祝
い
に
来
て
、
赤
飯
や
手
打
ち
そ

ば
の
接
待
を
受
け
る
。
ま
た
こ
の
日
は
「
綿
着
の
荒
れ
」
と
い
っ
て
、
初
雪
の
ふ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
。

�　

綿
着
は
大
昔
麻
や
楮こ
う
ぞで

衣
料
を
作
っ
て
献
上
し
た
阿
波
の
忌
部
氏
の
遺
風
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
麻
植
郡
の
ほ
か
、
木
屋
平
村
、
神
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山
町
、
阿
波
郡
、
板
野
郡
な
ど
忌
部
氏
に
関
係
の
あ
る
地
域
だ
け
の
行
事
で
あ
る
。

�　

綿
着
の
翌
日
十
六
日
は
「
お
ふ
な
た
は
ん
の
綿
着
」
で
あ
る
。
お
ふ
な
た
は
ん
は
部
落
や
屋
敷
の
入
り
口
に
、
石
を
積
ん
だ
り
、

ま
わ
り
を
平
ら
な
石
で
囲
ん
だ
「
お
か
ま
ご
」
の
中
に
祭
ら
れ
て
い
る
原
始
的
な
神
様
で
、
災
難
除
け
や
増
産
の
神
様
と
し
て
、
広

く
信
仰
さ
れ
て
い
る
が
、
増
産
の
神
様
ら
し
く
、
十
二
人
も
の
子
福
者
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
で
寒
く
な
っ
て
も
「
子
神
の
冬
着
も

ま
ま
な
ら
ぬ
だ
ろ
う
」
と
、
主
婦
た
ち
が
箸は
し

の
先
に
綿
を
巻
き
つ
け
た
り
、
紙
で
作
っ
た
着
物
に
、
小
豆
飯
を
そ
え
て
お
供
え
し
て
、

綿
着
の
お
祝
い
を
し
て
あ
げ
る
。
そ
の
時
も
し
音
を
立
て
る
と
、
子
神
た
ち
が
目
を
さ
ま
し
て
、
小
豆
飯
を
た
べ
て
し
ま
っ
て
、
母

神
の
口
に
入
ら
な
い
。
そ
れ
で
深
夜
こ
っ
そ
り
お
供
え
を
す
る
の
だ
と
い
う
。

�　

昔
は
ど
の
家
庭
で
も
子
ど
も
が
大
ぜ
い
い
て
、
親
た
ち
は
そ
の
衣
料
や
食
糧
の
調
達
に
追
わ
れ
る
毎
日
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
、

「
十
二
人
も
の
子
ど
も
を
抱
え
た
お
ふ
な
た
は
ん
は
、
さ
ぞ
苦
し
い
こ
と
だ
ろ
う
」
と
、
身
に
つ
ま
さ
れ
た
主
婦
た
ち
の
、
優
し
く
、

温
か
い
心
遣
い
の
お
供
え
で
あ
る
。

�　

そ
れ
に
し
て
も
増
産
の
神
様
が
十
二
人
も
の
子
持
ち
で
貧
し
く
、
人
間
ど
も
に
同
情
さ
れ
て
、
食
べ
物
や
着
物
の
心
配
ま
で
し
て

も
ら
う
と
は
、
い
か
に
も
人
間
く
さ
く
、
親
し
み
深
い
神
様
で
あ
る
。
ユマー
モマア
で
、
ほ
ほ
え
ま
し
い
行
事
で
は
な
か
ろ
う
か
。
㊴

（
喜
多　

弘
・
徳
島
民
俗
学
会
）

と
あ
る
。
近
藤
は
二
〇
〇
四
年
に
こ
の
記
事
執
筆
者
の
当
時
九
一
歳
の
喜
多
氏
に
取
材
し
た
経
験
が
あ
る
が
、
氏
は
美
郷
村
御
出
身
で

あ
り
、
三
七
年
間
の
教
員
生
活
を
経
た
後
、
九
〇
歳
ま
で
文
化
財
関
係
の
仕
事
に
就
か
れ
た
そ
う
で
あ
る
。
記
事
内
に
は
、
氏
の
現
住

所
の
川
島
町
内
の
「
お
ふ
な
た
は
ん
」
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
記
事
は
当
時
七
一
歳
の
氏
が
麻
植
郡
川
島
町
や
南
隣
の
美

郷
村
を
中
心
に
記
さ
れ
た
も
の
と
判
断
し
得
る
。

麻
植
郡
内
で
は
一
一
月
一
五
日
の
事
を
「
お
綿
着
」
と
呼
ぶ
事
、
当
歳
児
の
家
で
は
「
寒
さ
に
負
け
ず
、
丈
夫
に
育
つ
よ
う
に
」
と

願
っ
て
客
を
招
き
盛
大
な
宴
会
を
催
す
事
、
嫁
の
実
家
を
初
め
招
か
れ
た
客
達
は
各
々
綿
入
れ
着
物
や
衣
料
品
を
持
参
し
て
お
祝
い
に

か
け
つ
け
、
赤
飯
や
手
打
ち
そ
ば
の
接
待
を
受
け
る
事
な
ど
、
経
験
者
な
ら
で
は
知
り
得
な
い
事
実
を
リ
ア
ル
に
表
現
さ
れ
て
お
り
、

初
見
史
料
の
文
化
一
四
年
（
一
八
一
五
）
成
立
の
『
高
河
原
風
俗
問
状
答
』
の
内
容
と
殆
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
事
に
、
こ
の
風
俗
の
根
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強
さ
に
改
め
て
驚
か
さ
れ
る
。
こ
の
日
は
荒
天
の
特
異
日
で
初
雪
が
降
る
事
が
多
い
と
い
う
が
、
こ
れ
を
「
綿
着
の
荒
れ
」
と
称
し
て

い
た
。
こ
の
言
葉
は
初
見
で
あ
る
が
、
綿
着
文
化
の
裾
野
の
広
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。

氏
は
子
綿
着
を
「
忌
部
氏
の
遺
風
」
で
説
明
さ
れ
る
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
阿
波
国
一
宮
で
祭
神
を
忌
部
氏
の
祖
神
天
太
玉
命

と
す
る
大
麻
彦
神
社
が
鎮
座
す
る
鳴
門
市
内
に
な
ぜ
綿
着
風
俗
が
分
布
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
述
の
如
く
、
同
市
北
灘
町
折
野
の

某
家
で
は
一
一
月
一
五
日
に
屋
敷
内
に
祭
る
船
戸
神
に
「
綿
着
4

4

を（
傍
点
近
藤
）

祭
る
」
と
称
し
て
綿
だ
け
を
供
え
て
い
る
。
綿
着
は
岐
神
信
仰
と
直

結
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
忌
部
氏
と
の
直
接
の
関
連
は
無
い
。
こ
の
一
点
だ
け
を
取
っ
て
見
て
も
、
忌
部
氏
と
綿
着
を
繋
げ
て
考
え
る

事
の
誤
り
を
簡
単
に
理
解
で
き
よ
う
。
加
え
て
こ
の
説
を
最
初
に
唱
導
し
た
の
は
、
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
刊
の
忌
部
社
正
蹟
論
争

の
た
め
に
記
さ
れ
た
池
上
徳
平
著
『
山
崎
ノ
史
蹟
ト
伝
説
』
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
は
誰
も
明
言
し
て
い
な
か
っ
た
。「
忌
部
の
遺
風
」
で

の
説
明
の
歴
史
は
か
な
り
浅
い
の
で
あ
る
。
政
治
運
動
に
端
を
発
し
た
綿
着
忌
部
起
源
説
に
簡
単
に
乗
せ
ら
れ
て
は
な
る
ま
い
。

喜
多
氏
は
、
神
綿
着
を
「
お
ふ
た
な
は
ん
の
綿
着
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
一
六
日
に
箸
先
に
綿
を
巻
き
つ
け
た
も
の
を
「
綿
着
」

と
称
し
、
小
豆
飯
を
添
え
て
オ
カ
マ
ゴ
に
供
え
、
一
二
人
の
子
神
が
目
を
覚
ま
さ
な
い
よ
う
に
沈
黙
裏
に
祀
る
風
を
伝
え
て
い
る
が
、

こ
の
辺
の
条く
だ
りが
神
山
町
内
に
祀
る
七
六
七
祠
の
岐
神
信
仰
と
全
く
同
一
で
あ
る
。
名
西
郡
神
山
町
の
北
隣
が
麻
植
郡
美
郷
村
で
あ
り
、

さ
ら
に
そ
の
北
隣
が
同
郡
川
島
町
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
岐
神
信
仰
が
着
実
に
名
西
郡
か
ら
麻
植
郡
方
面
に
伝
播
し
て
い
る
状
況
が
見
て

取
れ
る
。
岐
神
信
仰
の
中
心
地
は
名
西
郡
神
山
町
で
あ
り
、
更
に
そ
の
核
と
な
る
部
分
は
旧
名
東
郡
一
宮
村
舟
戸
鎮
座
の
船
盡
比
咩
社

と
そ
の
分
派
と
し
て
の
旧
名
西
郡
広
野
村
と
入
田
村
鎮
座
の
同
名
社
の
計
三
座
で
あ
っ
た
。
先
述
の
如
く
綿
着
の
ル
ー
ツ
は
、
平
安
時

代
以
前
の
岐
神
へ
の
供
物
と
し
て
の
幣
帛
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
忌
部
氏
献
上
の
麁あ
ら
た
え服
と
は
直
接
の
関
係
は
無
い
。

氏
は
神
供
と
し
て
の
「
綿
着
」
だ
け
で
な
く
、「
紙
で
作
っ
た
着
物
」
も
存
在
し
て
い
た
事
を
明
言
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
神
山
町

で
「
帷か
た

子び
ら

」
ま
た
は
「
紙か
み

子こ

」
と
称
し
て
い
た
。
し
か
も
、
こ
れ
は
一
一
月
一
六
日
と
は
峻
別
し
て
一
月
一
六
日
に
祀
る
べ
き
も
の
で

あ
っ
た
。
名
西
郡
神
山
町
か
ら
麻
植
郡
美
郷
村
・
同
郡
川
島
町
に
伝
わ
る
段
階
で
、
両
者
の
ケ
ジ
メ
が
忘
れ
ら
れ
一
一
月
一
六
日
に

収し
ゅ
う
れ
ん斂さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
先
に
言
及
し
た
が
、
美
郷
村
別
枝
・
山
川
町
楠
根
地
で
紙
衣
に
綿
を
入
れ
た
着
物
を
神
供

の
綿
着
と
し
て
一
一
月
一
六
日
に
供
え
る
型
と
一
連
の
も
の
で
あ
っ
た
。
綿
着
・
帷か
た

子び
ら

と
い
う
異
質
な
両
者
が
合
体
す
る
と
、
必
然
的
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に
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
喜
多
氏
に
は
、
こ
の
辺
の
細
か
で
は
あ
る
が
明
確
な
質
の
相
違
が
認
識
で
き
て
い
な
か
っ

た
。
恐
ら
く
、
綿
着
忌
部
起
源
説
に
目
を
奪
わ
れ
て
思
考
停
止
状
態
に
陥
り
、
名
西
郡
神
山
町
に
お
け
る
岐
神
信
仰
の
本
質
が
充
分
に

理
解
で
き
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

氏
は
末
尾
で
「
そ
れ
に
し
て
も
増
産
の
神
様
が
十
二
人
も
の
子
持
ち
で
貧
し
く
、
人
間
ど
も
に
同
情
さ
れ
て
、
食
べ
物
や
着
物
の
心

配
ま
で
し
て
も
ら
う
と
は
、
い
か
に
も
人
間
く
さ
く
、
親
し
み
深
い
神
様
で
あ
る
。
ユ
ー
モ
ア
で
、
ほ
ほ
え
ま
し
い
行
事
で
は
な
か
ろ

う
か
」
と
所
感
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
地
元
の
知
識
人
の
総
意
を
代
弁
し
た
も
の
と
し
て
位
置
付
け
得
る
。
し
か
し
、
記
・

紀
の
創
世
神
話
に
お
け
る
一
コ
マ
と
し
て
の
岐
神
誕
生
の
原
点
に
立
っ
て
岐
神
信
仰
を
眺
め
れ
ば
、
と
て
も
こ
ん
な
悠
長
な
事
は
言
え

な
い
。
キ
・
ミ
両
神
が
生
と
死
の
世
界
で
対
立
し
、
こ
の
世
の
全
人
類
が
滅
亡
す
る
か
否
か
の
極
め
て
切
迫
し
た
状
況
の
中
で
、
キ
神

が
杖
を
境
界
に
突
き
立
て
る
事
に
よ
り
人
類
の
滅
亡
を
阻
止
し
今
の
繁
栄
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。「
増
産
の
神
」「
十
二
人
も
の
子
持
ち
」

伝
承
は
、
こ
の
創
世
神
話
の
反
映
で
あ
り
、
岐
神
が
貧
し
い
か
ら
「
人
間
ど
も
に
同
情
さ
れ
て
」
い
る
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
や
「
主

婦
た
ち
の
、
優
し
く
、
温
か
い
心
遣
い
の
お
供
え
」
と
の
み
解
釈
す
れ
ば
、
岐
神
信
仰
の
本
質
を
矮
小
化
し
て
し
ま
い
、
本
来
の
創
世

神
話
の
基
本
的
姿
を
永
遠
に
見
失
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
原
点
に
立
っ
て
考
え
る
事
の
大
切
さ
を
、
こ
こ
で
改
め
て
肝
に
銘
じ
て
お

き
た
い
。

一
九
八
四
年
三
月
刊
の
『
日
和
佐
町
史
』
に
は
「
舟
戸
大
権
現
」
の
見
出
し
の
下
に
、
町
内
の
一
般
的
な
岐
神
に
関
す
る
概
説
と
共

に
三
地
区
の
個
別
事
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

�

お
舟
戸
さ
ん
、
ま
た
は
、
お
ふ
な
た
さ
ん
と
い
っ
て
屋
敷
の
近
く
で
祀
ら
れ
て
い
る
の
と
、
道
端
な
ど
に
建
立
さ
れ
て
、
そ
の
付
近

の
信
者
に
よ
っ
て
共
同
で
祭
祀
し
て
い
る
も
の
と
あ
る
。
こ
の
神
に
は
、
九
人
の
子
が
い
る
の
で
、
お
供
え
も
の
を
す
る
と
き
黙
っ

て
お
ま
つ
り
を
し
な
い
と
、
他
の
子
供
が
よ
っ
て
き
て
横
取
り
す
る
と
い
う
。
西
河
内
字
木
谷
野
に
あ
る
お
舟
戸
さ
ん
は
、
特
に
失

せ
物
に
ご
利
益
が
あ
る
。
願
望
が
か
な
え
ば
お
礼
に
川
え
び
を
捕
っ
て
き
て
、
一
時
お
供
え
し
て
か
ら
元
の
川
へ
逃
が
し
て
や
る
と

い
う
。
山
河
内
字
本
村
（
通
称
府
内
）
の
お
舟
戸
さ
ん
は
、
目
の
病
気
に
罹
っ
た
人
が
「
ぼ
た
も
ち
」
を
供
え
て
お
願
い
を
す
れ
ば
、

ご
利
益
が
約
束
さ
れ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
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�　

奥
河
内
字
井
ノ
上
の
通
称
宝
木
で
は
、
小
形
の
一
石
五
輪
塔
を
お
舟
戸
さ
ん
と
い
っ
て
、
三
宝
神
酒
す
ず
な
ど
と
一
緒
に
、
小
さ

く
結
わ
え
た
二
束
の
薪
に
棒
を
通
し
て
、
担
ぐ
よ
う
に
し
た
も
の
を
供
え
て
あ
り
、
小
さ
い
摺
り
鉢
を
賽
銭
箱
と
し
、
樒
が
手
向
け

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
お
舟
戸
さ
ん
は
、
足
の
病
に
霊
験
あ
ら
た
か
と
い
う
。
一
概
に
お
舟
戸
さ
ん
と
い
っ
て
も
、
祠
で
祀
ら
れ
て
い

る
も
の
と
楕
円
の
自
然
石
に
舟
戸
大
権
現
と
彫
り
込
ん
だ
石
塔
で
祀
ら
れ
て
い
る
も
の
と
が
あ
り
、
祈
願
の
方
法
も
ま
ち
ま
ち
で
あ

る
。
㊵

と
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
祭
日
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
個
人
的
な
参
拝
な
ら
、
失
せ
物
・
眼
疾
・
足
痛
な
ど
そ
の
都
度
必

要
な
時
の
参
拝
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
共
同
祭
祀
の
場
合
は
日
が
決
ま
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
先
に
同
町
田
井
の
事
例
を

荒
岡
氏
の
報
告
に
よ
っ
て
紹
介
し
た
が
、
こ
こ
で
は
旧
暦
一
〇
月
一
六
日
と
明
記
さ
れ
て
い
た
。
敢
え
て
祭
祀
日
時
の
明
言
が
無
い
点

か
ら
推
せ
ば
、
こ
こ
で
の
三
例
は
や
は
り
必
要
な
時
に
応
じ
て
各
自
思
い
思
い
に
参
詣
し
て
い
た
と
考
え
た
方
が
自
然
な
の
か
も
し
れ

な
い
。
一
一
月
一
六
日
限
定
の
神
山
町
以
北
型
と
較
べ
れ
ば
決
定
的
な
相
違
で
あ
る
。
ま
た
、
同
一
町
内
に
お
い
て
も
、
地
区
が
変
わ

れ
ば
日
取
り
に
大
き
な
変
化
が
認
め
ら
れ
る
。
加
え
て
、
日
和
佐
町
内
の
場
合
、
日
取
り
だ
け
で
な
く
御
利
益
・
供
物
等
も
地
区
に

よ
っ
て
様
々
で
あ
っ
た
点
も
神
山
町
と
較
べ
て
大
き
な
違
い
で
あ
っ
た
。

一
方
。
神
山
町
以
北
と
の
共
通
項
は
、
屋
敷
近
く
や
道
端
で
祀
ら
れ
る
点
、
子
沢
山
で
沈
黙
裏
に
参
拝
し
な
い
と
子
神
に
よ
っ
て
供

物
が
全
部
食
べ
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
点
は
共
通
す
る
。
但
し
、
子
神
が
九
人
と
は
日
和
町
限
定
で
あ
り
、
他
は
大
抵
一
二
人
ま
た
は

一
三
人
の
所
が
殆
ど
で
あ
り
、
鳴
門
市
原は
ら

地じ

の
み
最
多
の
一
六
人
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
九
人
限
定
な
の
か
不
明
で
あ
る
が
、「
九
」
が
一
〇

の
直
前
で
あ
り
無
限
ま
た
は
多
数
を
意
味
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
、
西に
し
が
わ
ち

河
内
字
木き

谷や

野の

で
は
失
せ
物
判
断
に
御
利
益
が
あ
る
と
称
し
、
願
成
就
す
れ
ば
お
礼
と
し
て
生
き
た
川
エ
ビ
を
器
に
入
れ

て
供
え
、
そ
の
後
再
び
川
へ
放
流
し
て
い
る
。
失う
せ

物も
の

判
断
の
御
利
益
は
上
勝
・
鷲
敷
の
両
町
で
も
見
ら
れ
、
典
型
的
な
以
南
型
で
あ
る
。

ま
た
生
き
た
魚
や
エ
ビ
を
供
え
そ
の
後
放
流
す
る
事
例
は
、
鷲
敷
・
上
那
賀
両
町
で
も
分
布
し
て
お
り
、
加
え
て
日
和
佐
町
内
で
は
木

谷
野
の
他
に
田
井
で
も
見
ら
れ
た
。
御
利
益
と
供
物
の
両
者
四
町
の
事
例
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
失
物
判
断
に
は
生
き
た
魚
や
エ
ビ
の

供
物
が
必
須
で
、
失
せ
物
が
見
つ
か
れ
ば
川
へ
放
流
す
る
と
い
う
事
が
一
つ
の
定
型
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
即
ち
、
失
念
し
た
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そ
の
不
明
な
場
所
ま
た
は
落
と
し
た
場
所
を
確
定
す
る
た
め
に
、
川
に
住
む
魚
や
エ
ビ
の
力
を
借
り
、
も
し
早
く
見
つ
け
な
い
と
魚
や

エ
ビ
の
生
命
が
危
い
事
を
意
味
し
て
い
た
。
即
ち
、
魚
や
エ
ビ
は
自
分
の
命
が
助
か
る
事
と
引
き
替
え
に
紛
失
物
を
探
し
見
出
す
と
い

う
思
考
回
路
が
働
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
岐
神
は
、
紛
失
物
探
し
名
人
の
神
で
あ
り
、
川
の
生
物
の
命
を
利
用
す
る
と
見み

做な

さ
れ
て

い
た
の
で
あ
っ
た
。
岐
神
信
仰
の
宇
宙
論
の
一
端
を
垣
間
見
せ
る
一
瞬
で
あ
り
、
か
な
り
奥
深
い
も
の
が
あ
る
。
勝
浦
以
南
で
は
、
以

上
の
如
く
岐
神
は
独
自
の
進
化
を
遂
げ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

一
方
、
同
一
町
内
の
山
河
内
字
本
村
で
は
岐
神
は
眼
病
に
御
利
益
が
あ
り
、「
ぼ
た
も
ち
」
を
供
え
れ
ば
治
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。

眼
疾
治
し
の
御
利
益
は
、
他
に
一
九
五
〇
年
に
多
田
伝
三
氏
に
よ
っ
て
勝
浦
郡
旧
生
比
奈
村
今
山
（
現
勝
浦
町
）
の
作
本
家
か
ら
も
報

告
さ
れ
て
い
た
。
尤
も
こ
こ
で
は
一
〇
月
亥
子
の
日
に
藁
馬
を
供
え
る
形
式
で
あ
っ
た
が
、
戸
主
が
岐
神
の
杉
を
伐
っ
た
祟
り
で
失
明

し
た
が
、
お
わ
び
し
て
杉
を
植
え
た
ら
勘
気
が
解
け
て
視
力
が
回
復
し
た
と
い
う
話
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
視
力
回
復
と
ぼ
た

も
ち
の
供
物
と
は
直
接
の
因
果
関
係
は
無
い
が
、
数
多
く
の
供
物
の
中
の
一
つ
と
し
て
ぼ
た
も
ち
が
選
ば
れ
た
ま
で
で
あ
る
。
岐
神
と

眼
疾
の
関
連
を
説
く
の
は
こ
の
二
町
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
疾
病
を
脚
痛
に
拡
大
す
れ
ば
木
頭
村
・
上
那
賀
町
・
海
南
町
に
ま
で
及

ぶ
。
こ
れ
ら
は
総
て
勝
浦
以
南
の
町
村
で
あ
り
、
以
南
型
の
特
徴
と
し
て
足
腰
や
眼
な
ど
の
病
気
治
し
に
特
化
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。

足
痛
繋
が
り
で
言
え
ば
、
同
町
奥
河
内
字
井
ノ
上
の
一
石
五
輪
塔
の
岐
神
も
こ
れ
に
該
当
し
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
グ
ル
ー
プ
の

一
員
に
加
え
得
る
。
更
に
こ
こ
で
の
供
物
は
薪
一
荷
で
あ
り
、
こ
れ
は
以
南
型
で
も
上
那
賀
町
・
木
頭
村
・
海
南
町
な
ど
南
半
分
の
地

域
に
し
か
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
一
束
型
の
神
山
町
・
木
沢
村
・
上
勝
町
の
北
半
分
と
は
趣
を
異こ
と

に
す
る
。
薪
の
供
物
と
い
う
括

り
で
は
両
者
共
通
す
る
の
だ
が
、
よ
り
詳
細
に
見
れ
ば
微
妙
に
北
半
分
と
南
半
分
で
は
違
う
の
で
あ
っ
た
。

一
九
八
四
年
九
月
か
ら
翌
年
四
月
に
か
け
て
、
仁
木
堯た
か
し

氏
は
『
阿
波
郷
土
会
報　

ふ
る
さ
と
阿
波
』
誌
上
で
三
回
（
一
二
〇
～

一
二
二
号
）
に
分
け
て
「
民
間
習
俗
『
お
ふ
な
と
さ
ん
』
に
つ
い
て
（
一
）
～
（
三
）」
を
連
載
さ
れ
て
い
る
。
量
的
に
長
大
な
論
考
で

は
あ
る
が
、
そ
の
割
に
は
見
る
べ
き
も
の
は
少
な
い
。

�

筆
者
は
神
道
に
は
門
外
者
で
あ
り
、
本
篇
は
民
俗
的
見
地
よ
り
書
い
た
こ
と
、
従
っ
て
宗
教
信
仰
と
関
係
な
い
こ
と
を
お
断
り
し
て
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お
く
。
㊶

と
予
め
仁
木
氏
の
立
場
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
「
民
俗
的
見
地
」
の
割
に
は
氏
独
自
の
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
報
告
は
一
切
無
く
、

明
玄
書
房
刊
の
日
本
の
『
民
間
信
仰
』
シ
リ
ー
ズ
本
全
一
〇
巻
を
調
べ
た
が
岐
神
信
仰
に
関
す
る
記
述
は
無
か
っ
た
と
記
す
に
す
ぎ
な

い
。
そ
の
後
、
記
・
紀
神
話
か
ら
の
岐
神
の
引
用
、
雑
誌
『
民
族
と
歴
史
』
や
県
内
の
市
町
村
史
か
ら
の
該
当
箇
所
の
引
用
や
『
全
国

神
社
名
鑑
』
か
ら
の
引
用
に
終
始
し
て
お
り
、
ど
こ
が
「
民
俗
的
見
地
」
な
の
か
疑
わ
し
い
。
特
に
市
町
村
史
の
記
述
内
容
に
関
し
て

は
、
引
用
記
事
の
羅
列
で
あ
り
、
殆
ど
考
察
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

そ
し
て
も
っ
と
困
っ
た
事
に
は
、
岐
神
と
道ど
う

祖そ

神じ
ん

・
猿
田
彦
神
を
何
の
概
念
規
定
も
な
く
互
い
に
融
通
無
碍
に
交
流
さ
せ
、
果
て
は

猿
田
彦
神
が
合
祀
さ
れ
て
い
る
と
い
う
括
り
で
全
国
の
稲
荷
社
に
ま
で
手
を
拡
げ
て
し
ま
い
、
最
終
的
に
は
纏
ま
り
を
大
き
く
欠
か
ざ

る
を
得
な
い
の
で
あ
っ
た
。
先
に
も
縷
々
詳
述
し
た
が
、
岐
神
を
論
じ
る
な
ら
ば
終
始
こ
れ
一
本
に
集
中
し
て
か
か
ら
ね
ば
な
ら
ず
、

似
て
い
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
他
の
道
祖
神
や
猿
田
彦
に
言
及
し
軸
足
を
移
行
さ
せ
れ
ば
、
そ
の
段
階
で
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
、
直
ち
に

迷
宮
に
陥
り
、
岐
神
の
本
質
を
究
明
す
る
機
会
を
失
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
岐
神
研
究
に
際
し
て
は
、
常
に
こ
の
危
険
と
背
中
合
わ

せ
で
あ
る
事
を
客
観
的
に
認
識
で
き
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
し
た
気
の
緩
み
が
悪
い
結
果
を
招
く
と
い
う
典
型

的
な
論
文
で
あ
る
。

抑そ
も

々そ
も

明
玄
書
房
の
日
本
の
『
民
間
信
仰
』
シ
リ
ー
ズ
本
を
調
べ
て
「
全
国
ど
の
都
道
府
県
に
も
こ
の
風
習
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
」
㊷

と
述
べ
て
い
る
が
、
肝
心
の
徳
島
県
下
の
場
合
、
先
に
詳
述
し
た
が
金
沢
治
氏
が
該
書
の
「
徳
島
県
の
民
間
信
仰
」
の
中
で
明
言
し
て

い
た
。
し
か
も
岐
神
と
猿
田
彦
命
と
は
し
っ
か
り
峻
別
し
、
徳
島
県
下
特
有
の
子
沢
山
信
仰
や
一
一
月
一
六
日
の
綿
着
・
一
月
一
六
日

の
帷
子
に
ま
で
言
及
す
る
程
の
き
め
細
か
さ
で
あ
る
。
こ
の
他
、
該
書
所
収
の
桂
井
和
雄
稿
の
「
高
知
県
の
民
間
信
仰
」
の
中
で
も
「
岐

の
神
（
ふ
な
と
の
か
み
）」
の
項
目
が
掲
げ
ら
れ
、
三
頁
に
わ
た
っ
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
仁
木
氏
に
は
今
一
歩
の
慎
重
な
姿
勢
が
望
ま

れ
る
。

一
九
八
六
年
三
月
刊
の
『
阿
波
脇
町
の
伝
説
と
探
訪
編
（
中
）』
で
、
国
見
慶
英
氏
は
町
内
で
祀
ら
れ
て
い
る
一
七
祠
の
岐
神
を
紹
介

さ
れ
て
い
る
。
㊸　

氏
は
、
町
役
場
の
職
員
の
か
た
わ
ら
、
当
時
既
に
住
民
か
ら
殆
ど
忘
れ
ら
れ
か
け
て
い
た
厖
大
な
数
の
小
祠
や
石
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仏
・
板
碑
の
類
を
何
十
年
も
か
け
て
丹
念
に
一
つ
一
つ
尋
ね
て
歩
き
、
古
老
か
ら
の
聞
き
書
き
を
重
ね
て
本
書
を
纏
め
ら
れ
た
が
、
そ

の
過
程
で
一
七
祠
の
岐
神
が
こ
こ
に
浮
か
び
上
が
っ
た
次
第
で
あ
る
（
表
６
・
地
図
３
参
照
）。
脇
町
内
で
の
呼
称
は
、
オ
フ
ナ
ト
サ
ン

が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
分
布
状
況
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
脇
町
の
東
部
に
一
一
例
も
集
中
し
、
中
部
か
ら
西
部
に
か
け
て
約
半
数
の
六
例

が
分
布
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
西
へ
行
く
に
従
っ
て
数
が
減
少
す
る
点
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
先
に
言
及
し
た
が
、
西
隣
の
美
馬
町
と

貞
光
町
を
結
ぶ
ラ
イ
ン
か
ら
西
は
岐
神
が
三
好
町
の
二
例
を
除
い
て
全
く
分
布
し
な
い
空
白
地
帯
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
状
況
を
脇
町

の
分
布
形
態
が
予
告
暗
示
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。

加
え
て
、
伝
承
内
容
や
岐
神
の
祭
祀
形
態
も
神
山
以
北
と
は
大
幅
に
違
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
表
６
を
元
に
し
て
祭
日
・
供
物
・
御

利
益
・
祠
・
御
神
体
の
各
部
分
を
纏
め
、
神
山
町
の
そ
れ
と
比
較
し
て
お
こ
う
。

祭
日
が
判
明
す
る
の
は
一
一
例
あ
っ
た
。

・
一
二
月
二
五
日
。
２
（
一
例
）

・
盆
と
正
月
．
３
・
14
・
15
・
16
（
四
例
）

・
正
月
と
秋
祭
。
４
・
17
（
二
例
）

・
正
月
。
６
（
一
例
）

・
盆
・
正
月
・
彼
岸
。
７
（
一
例
）

・
正
月
と
祭
日
。
８
（
一
例
）

・
旧
一
一
月
一
六
日
・
13
（
一
例
）

残
り
の
六
例
は
決
ま
っ
た
祭
日
は
無
く
、
必
要
に
応
じ
て
お
参
り
す
る
時
が
祭
日
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
か
つ
て
、
金
沢
治
氏

は
「
阿
波
北
方
年
中
行
事
」
の
中
で
一
一
月
一
六
日
を
「
お
ふ
な
た
は
ん
」
と
呼
ぶ
と
記
し
て
お
り
、
こ
の
日
は
岐
神
祭
祀
の
特
異
日

と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
脇
町
限
定
で
眺
め
れ
ば
こ
れ
は
13
の
一
例
し
か
該
当
せ
ず
、
金
沢
氏
の
言
う
「
北き
た

方か
た

」
に
脇
町
は
編
入
さ

れ
な
い
事
に
な
る
。
岐
神
祭
祀
に
関
し
て
は
、
脇
町
は
神
山
以
北
型
と
は
質
を
異
に
す
る
と
見
做
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
殆
ど
は
正

月
と
盆
で
あ
り
、
こ
れ
に
秋
祭
り
や
彼
岸
が
加
わ
る
程
度
に
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
岐
神
は
特
別
に
祭
祀
さ
れ
る
べ
き
神
で
は
な
く
、
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地　

名

祭　

日

御　

利　

益

祠
と
御
神
体
の
詳
細

そ　

の　

他

1

吉　

竹

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
壁
に
埋
め
込
ま
れ
て
、
平
た

い
石
垣
を
見
せ
て
い
る
。
高
さ
60
、
幅
75
㎝
の

岩
塊
。
祠
の
台
石
。
こ
の
石
の
上
に
白
石
が
載

せ
ら
れ
、
こ
れ
が
御
神
体
。

御
神
体
の
白
石
は
里
人
の
信
仰
を
受
け
て
い
た
が
、

い
つ
の
間
に
か
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
昭
和

37
～
38
年
頃
道
路
拡
幅
の
た
め
少
し
片
方
に
寄
せ
た

と
こ
ろ
、
下
か
ら
梵
字
を
書
い
た
銅
片
が
出
て
来
た

が
、
そ
の
ま
ま
石
の
下
に
埋
め
込
ん
だ
。
昔
か
ら｢

お
ふ
な
と
さ
ん
の
下
に
小
判
が
あ
る｣

と
言
わ
れ
て

い
た
が
、
発
掘
し
た
人
は
居
な
い
。

2

中　

尾

12
月
25
日 

御
神
酒
・
洗
米

子
供
の
神
様
と
し
て
尊
崇

せ
ら
れ
て
い
る
。

砂
岩
の
カ
マ
ド
形
で
高
さ
50
㎝
。
御
神
体
は
砂

岩
の
小
石
。

村
の
氏
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
山
神
社
の
脇
の
林

の
中
。
創
立
年
不
詳
。

3

清　

水

盆
・
正
月 

榊
・
御
神
酒
・
洗
米

子
宝
の
神
と
し
て
、
里
人

に
信
仰
さ
れ
て
い
る
。

砂
岩
の
割
石
で
舟
形
が
御
神
体
。
高
さ
120
㎝
、

厚
さ
13
㎝
の
大
き
さ
。
文
字
無
し
。
高
さ
65
㎝

の
石
積
み
の
塚
の
上
に
祭
祀
。

元
は
、
井
口
さ
ん
が
所
有
し
て
い
た
畑
の
岸
に
建
立

さ
れ
、
里
人
に
崇
敬
さ
れ
て
い
た
が
、
昭
和
40
年
頃

に
国
道
が
改
良
さ
れ
時
に
、
現
地
に
移
転
。

4

椚　

野

正
月
、
御
神
酒
と
鏡
餅 

秋
祭
、
御
神
酒
と
赤
飯

石
積
み
の
塚
の
上
。
御
神
体
は
砂
岩
の
自
然
石

で
高
さ
25
㎝
。
昔
は
、
木
造
の
祠
が
あ
っ
た
。

社
前
に
子
供
が
集
ま
っ
て
相
撲
を
奉
納
し
て
い
た
。

一
対
の
狛
犬
（
砂
岩
製
高
45
㎝
、
台
高
16
㎝
）　

奉
納

明
治
32
年
９
月
吉
日　

篠
原
林
右
衛
門　

篠
原
右
門

　

篠
原
宗
平　

の
銘
。
こ
の
岐
神
は
、
篠
原
家
三
軒

に
よ
っ
て
祀
ら
れ
て
い
る
が
、「
ふ
な
と
さ
ん
」
と

言
っ
た
り｢

道
祖
神｣

と
言
わ
れ
た
り
し
て
い
る
。

5

桐　

野

昔
は
木
製
の
祠
が
あ
っ
た
。
今
は
御
神
体
の

み
。

信
仰
は
止
ま
っ
て
い
る
。
榎
の
老
木
の
根
元
に
祀
ら

れ
て
い
る
。

6

西
阿
串

正
月
に
御
神
酒
・
洗
米
子
供
の
神
様
。

小
さ
な
土
盛
り
の
塚
の
上
に
半
ば
土
に
埋
も
れ

て
い
る
。
祠
は
砂
岩
の
割
石
（
平
石
）
を
カ
マ

ド
形
に
組
む
。
高
さ
25
㎝
、
南
向
き
。
紅
色
の

玉
石
が
御
神
体
。

7

金
川　

下

盆
・
正
月
・
彼
岸
に 

各
々
御
神
酒
・
洗
米

子
供
の
神
様
。

祠
は
砂
岩
製
で
高
さ
38
㎝
。
大
き
な
自
然
石
を

台
座
に
し
て
建
立
。
御
神
体
は
砂
岩
の
玉
石
。
国
見
家
、
篠
原
家　

両
家
で
祀
る
。

8

榎
久
保

正
月
・
祭
日
に
御
神
酒

祠
は
砂
岩
製
で
高
さ
40
㎝
。
刻
字
無
し
。

表
６　

徳
島
県
美
馬
郡
脇
町
内
の
岐
神
祠
一
覧
表
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盆
・
正
月
・
彼
岸
・
秋
祭
り
等
、
何
か
行
事
が
あ
る
度
に
つ
い
で
に
祀
る
べ
き
神
と
し
て
、
か
な
り
影
の
薄
い
存
在
で
あ
っ
た
。

供
物
も
綿
着
・
帷か
た

子び
ら

と
い
っ
た
岐
神
特
有
の
も
の
は
一
切
な
く
、
御
神
酒
・
洗
米
を
筆
頭
に
榊
・
鏡
餅
・
赤
飯
・
白
飯
等
、
そ
の

時
々
に
入
手
し
や
す
い
供
物
を
供
え
て
い
た
ま
で
で
あ
っ
た
。

・
御
神
酒
・
洗
米
。
２
・
６
・７
（
三
例
）

9
古
屋
敷

子
供
の
神
様
。
足
の
悪
い

人
は
祈
願
す
る
と
よ
く
な

る
。
草
鞋
が
多
く
お
祀
り

さ
れ
て
い
る
。

祠
は
三
基
で
、
砂
岩
を
カ
マ
ド
形
に
組
み
合
せ

た
も
の
で
、
こ
れ
を
岩
塊
の
基
壇
の
上
に
並
べ

て
祀
る
。
一
基
の
御
神
体
は
凝
灰
礫
五
輪
塔
の

水･

火
輪
、
三
基
は
砂
岩
玉
石
。

昭
和
54
年
春
の
道
路
改
良
工
事
の
時
、
基
壇
は
コ
ン

ク
リ
ー
ト
で
固
め
ら
れ
た
。

10
古
屋
敷
の
上

足
の
痛
み
を
治
し
て
く
れ

る
あ
ら
た
か
な
神
。
遠
方

か
ら
も
お
参
り
が
あ
る
。
1.3
ｍ
四
方
、
高
さ
70
㎝
の
石
積
み
の
塚
の
上

に
、
砂
岩
を
舟
形
に
割
っ
た
石
塔
、
無
銘
。

11
梨
子
木

岐
さ
ん
に
お
参
り
す
る
と

子
供
が
丈
夫
に
育
つ
。

砂
岩
の
平
石
。
直
径
60
㎝
、
厚
さ
10
㎝
、
方
形

に
近
い
割
石
。

畑
の
縁
端
。

12
暮　

畑

５
～
６
個
の
苔
む
し
た
岩
塊
。

深
い
草
生
え
の
中
。

13
池
ノ
谷

旧
11
月
16
日 

御
神
酒
と
赤
飯

子
宝
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た

り
、
子
供
が
病
弱
な
時
に

は
此
の
神
様
に
祈
願
す
る

と
霊
験
あ
ら
た
か
。
最
近

は
健
康
を
司
る
神
。

岩
陰
に
小
さ
な
石
を
組
ん
で
祭
り
、
御
神
体
は

砂
岩
の
棒
状
石
。

「
南
無
お
ふ
な
と
さ
ん
」
と
唱
え
て
お
参
り
。

14
佐
藤
家 

拝
東　

南

盆
・
正
月

子
供
の
神
様
。

コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
祠
。
高
さ
40
㎝
。
御
神
体

は
凝
灰
岩
製
の
空
・
風
輪
（
高
20
㎝
）
江
戸
初

期
の
も
の
か
。

佐
藤
雄
一
さ
ん
の
家
の
裏
の
一
隅
。

15
山
下
家 

拝
東　

南

盆
・
正
月
に
白
飯

子
宝
の
神
。

祠
は
瓦
製
の
藍
塔
で
高
さ
32
㎝
で
岩
塊
の
塚

（
高
さ
50
㎝
）
の
上
に
安
置
。

田
の
岸
。

16
小
星 

福
永
家

盆
・
正
月
に
御
神
酒
・ 

鏡
餅
・
洗
米

家
内
安
全
祈
願
。

祠
は
瓦
製
の
藍
塔
で
高
さ
36
㎝
。
御
神
体
は
青

石
の
岩
塊
。

畑
の
岸
の
石
グ
ロ
の
小
塚
の
上
。

17
小
星 

小
川
池

10
月
15
日
（
例
祭
） 

正
月
に
御
神
酒
・
鏡
餅
子
宝
の
神
。

家
内
安
全
祈
願
。

祠
は
木
造
鉛
鋼
板
葺
き
、
高
さ
75
㎝
。
御
神
体

は
白
石
の
玉
石
。

小
川
左
門
さ
ん
の
屋
敷
の
西
北
隅
。
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・
榊
・
御
神
酒
・
洗
米
。
３
（
一
例
）

・�
正
月
は
御
神
酒
と
鏡
餅
・
秋
祭
は
御
神
酒
と
赤
飯
。
４
・

17
（
二
例
）

・
御
神
酒
。
８
（
一
例
）

・
御
神
酒
と
赤
飯
。
13
（
一
例
）

・
白
飯
。
15
（
一
例
）

・
御
神
酒
・
鏡
餅
・
洗
米
。
16
（
一
例
）

鏡
餅
が
４
・
16
・
17
の
三
地
区
に
見
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は

偶た
ま

々た
ま

正
月
に
祀
る
か
ら
で
あ
り
、
秋
祭
り
の
時
に
は
赤
飯
が

こ
れ
に
替
わ
る
の
で
あ
っ
た
。
串
の
先
に
綿
を
巻
き
つ
け
た

綿
着
や
、
紙
で
着
物
の
型
を
切
り
抜
い
た
物
を
串
に
挟
ん
で

供
え
る
姿
は
、
こ
こ
で
は
皆
無
な
の
で
あ
り
、
脇
町
は
以
北

型
と
は
質
を
異
に
す
る
世
界
で
あ
っ
た
事
が
こ
こ
で
再
認
識

で
き
る
。

次
に
岐
神
の
御
利
益
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
。

・
子
供
の
神
様
。
２
・
６
・
７
・
９
・
11
・
13
・
14
（
七
例

四
七
％
）

・
子
宝
の
神
。
３
・
13
・
15
・
17
（
四
例
二
〇
％
）

・
足
悪
を
治
す
。
９
・
10
（
二
例
一
三
％
）

・
最
近
は
健
康
を
司
る
神
。
13
（
一
例
七
％
）

・
家
内
安
全
祈
願
。
16
・
17
（
二
例
一
三
％
）

地図３．脇町内の岐神分布図

西阿串

池の谷

６ ４

５

７

８

９

10

３

18

13
12

11

16 17
14

15

１２

古
屋
敷

榎
久
保

金
川

東 

俣 

谷 

川

阿
波
郡
阿
波
町

美
馬
群
美
馬
町

曽
江
谷
川

吉
竹

大 

谷 

川

西
上
野

中
尾

小
星

暮
畑

井
　口
　谷

　川

清
水

曽 

江 

谷 

川

梨
子
ノ
木

野 

村 

谷 

川

椚野

桐野

拝原

香川県水田群
三木町

香川県香川郡
塩江町

美馬群
穴吹町

吉野川本流

徳島県美馬郡
脇町全図

阿波郡
市場町

北
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13
で
は
「
子
宝
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
り
、
子
供
が
病
弱
な
時
に
は
此
の
神
様
に
祈
願
す
る
と
霊
験
あ
ら
た
か
。
最
近
は
健
康
を
司
る
神
」

と
あ
り
、
一
祠
で
三
種
類
の
御
利
益
を
兼
ね
て
い
る
。
少
子
高
齢
化
の
反
映
に
よ
り
、
子
宝
授
け
や
子
供
の
病
気
治
し
の
祈
願
が
少
な

い
と
見
る
や
、
す
か
さ
ず
健
康
司
り
に
シ
フ
ト
す
る
の
で
あ
り
、
岐
神
は
時
代
の
変
化
に
応
じ
て
そ
の
御
利
益
も
し
た
た
か
に
変
貌
す

る
の
で
あ
っ
た
。
17
の
「
子
宝
の
神
」
と
「
家
内
安
全
祈
願
」
が
同
居
す
る
の
は
こ
れ
と
同
じ
理
由
で
あ
る
。

子
供
の
神
様
・
子
宝
の
神
の
両
者
を
合
算
す
れ
ば
一
〇
例
で
六
七
％
を
占
め
る
が
、
こ
の
傾
向
は
神
山
町
の
三
〇
％
と
比
べ
て
も
二

倍
以
上
で
あ
り
、
よ
り
子
供
に
特
化
し
て
い
る
事
が
わ
か
る
。
一
方
で
「
足
悪
を
治
す
」
二
例
一
三
％
は
、
神
山
で
は
三
一
％
も
あ
り
、

脇
町
内
で
は
足
痛
治
し
は
あ
ま
り
御
利
益
と
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
９
で
は
「
草
履
が
多
く
お
祀
り
さ
れ
」

て
お
り
、
か
つ
て
は
こ
ち
ら
の
方
も
盛
ん
で
あ
っ
た
事
を
窺
わ
せ
る
。
子
供
へ
の
御
利
益
に
関
し
て
は
、
以
北
・
以
南
型
と
較
べ
て
も

大
き
な
違
い
は
無
か
っ
た
。

祠
に
関
し
て
分
類
す
れ
ば
、

・
砂
岩
の
カ
マ
ド
形
。
２
・
６
・
９
（
三
例
二
七
％
）

・
木
製
の
祠
。
４
・５
・
17
（
三
例
二
七
％
）

・
砂
岩
製
の
祠
。
７
・
８
（
二
例
一
八
％
）

・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
祠
。
14
（
一
例
九
％
）

・
瓦
製
の
祠
。
15
・
16
（
二
例
一
八
％
）

と
な
っ
て
い
る
。
全
一
一
地
区
で
祠
の
詳
細
が
判
明
し
た
が
、
残
り
六
地
区
で
は
無
祠
で
御
神
体
が
露
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
カ
マ

ド
形
は
三
例
で
、
二
七
％
し
か
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
神
山
町
で
は
七
六
七
祠
中
の
六
五
三
祠
（
八
五
％
）
が
オ
カ
マ
ゴ
（
カ
マ
ド
形
の

祠
の
こ
と
）
に
な
っ
て
お
り
、
祠
の
作
り
方
に
も
大
き
な
開
き
が
あ
っ
た
。
吉
野
川
北
岸
に
位
置
す
る
脇
町
内
で
は
縦
に
避
け
易
い
特

性
を
持
つ
緑
泥
片
岩
が
入
手
し
難
い
た
め
砂
岩
で
代
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
板
状
に
割
れ
な
い
砂
岩
で
よ
く
カ
マ
ド
型
の
祠

を
作
っ
た
も
の
だ
と
、
逆
に
こ
ち
ら
の
方
に
感
動
を
覚
え
る
。
裏
を
返
せ
ば
、
こ
れ
程
ま
で
に
神
仏
を
オ
カ
マ
ゴ
で
祀
り
た
い
と
い
う

思
い
が
作
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

七
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御
神
体
は
一
五
地
区
で
一
六
例
判
明
し
た
。
９
で
は
二
連
の
砂
岩
製
カ
マ
ド
形
石
祠
が
あ
り
、
各
々
異
な
っ
た
も
の
が
御
神
体
に

な
っ
て
い
た
た
め
一
六
例
に
な
る
。

a1
砂
岩
の
玉
石
・
７
・
９
（
二
例
）

a2
紅
色
の
玉
石
。
６
（
一
例
）

b1
砂
岩
の
小
石
。
２
（
一
例
）

b2
小
石
。
５
（
一
例
）

c1
砂
岩
の
割
石
で
舟
形
。
３
（
一
例
）

c2
砂
岩
を
舟
形
に
割
っ
た
石
塔
（
無
銘
）。
10
（
一
例
）

d1
凝
灰
岩
製
五
輪
塔
の
水
・
火
輪
。
９
（
一
例
）

d2
凝
灰
岩
製
の
空
・
風
輪
。
14
（
一
例
）

ｅ
白
石
。
１
（
一
例
）

ｆ
砂
岩
の
自
然
石
（
高
さ
二
五
㎝
）。
４
（
一
例
）

ｇ
砂
岩
の
平
石
。
方
形
に
近
い
割
石
。
11
（
一
例
）

ｈ
五
～
六
個
の
苔
む
し
た
岩
塊
。
12
（
一
例
）

ｉ
砂
岩
の
棒
状
石
。
13
（
一
例
）

ｊ
青
石
の
岩
塊
。
16
（
一
例
）

ａ
群
三
例
は
「
玉
石
」
に
共
通
項
が
あ
り
、
御
神
体
と
し
て
は
丸
い
石
が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
６
・

７
・
９
の
三
地
区
は
、
吉
野
川
支
流
の
曽
江
谷
川
の
さ
ら
に
支
流
の
東
俣
谷
川
沿
い
に
位
置
す
る
山
村
で
あ
り
、
近
く
の
渓
谷
を
探
し
て

も
玉
石
は
ま
ず
得
ら
れ
な
い
。
恐
ら
く
、
吉
野
川
本
流
の
河
原
ま
で
出
向
い
て
御
神
体
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
丸
石
を
探
し
求
め
た
の
で

あ
ろ
う
。

ｂ
群
の
「
小
石
」
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
形
状
な
の
か
判
断
が
つ
か
な
い
が
、
玉
の
よ
う
な
丸
石
で
は
な
か
っ
た
事
は
判
明
す

七
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る
。
恐
ら
く
、
近
く
の
谷
川
で
拳
大
程
以
下
の
適
当
な
大
き
さ
の
石
を
拾
っ
て
来
て
御
神
体
と
し
て
奉
祀
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ｃ
群

二
例
は
砂
岩
製
舟
形
割
石
で
共
通
す
る
。
c1
の
方
は
高
さ
一
二
〇
㎝
・
幅
六
〇
㎝
・
厚
さ
一
三
㎝
な
の
で
か
な
り
大
き
い
。
し
か
も
こ

れ
が
高
さ
六
五
㎝
の
石
塚
の
上
に
立
っ
て
い
る
た
め
、
平
場
に
立
て
ば
見
上
げ
る
程
の
大
き
さ
で
あ
り
、
ｂ
群
の
小
石
二
列
と
は
桁
外

れ
に
大
き
い
。c2
で
は
そ
の
大
き
さ
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
が
、
一
三
〇
㎝
四
方
で
高
さ
七
〇
㎝
の
石
塚
の
上
に
立
っ
て
い
る
た
め
、

c1
と
ほ
ぼ
同
程
度
の
大
き
さ
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
程
の
大
き
さ
で
あ
れ
ば
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
て
も
良
い
の
だ
が
、
残
念
な
が
ら
両
方
と

も
「
文
字
無
し
」「
無
銘
」
で
あ
っ
た
。
神
山
町
の
岐
神
の
御
神
体
は
、
総
て
が
拳
大
程
の
丸
石
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
と
較
べ
れ
ば
小
石

か
ら
舟
形
石
ま
で
多
く
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
、
形
状
の
上
か
ら
も
両
者
間
に
は
質
的
違
い
が
あ
っ
た
事
が
認
め
ら
れ
る
。

ｄ
群
二
例
は
、
五
輪
塔
転
用
と
い
う
点
で
共
通
す
る
。
神
山
町
で
も
五
輪
塔
の
一
部
を
岐
神
に
転
用
す
る
ケ
ー
ス
が
何
例
か
あ
っ
た
。

凝
灰
岩
そ
の
も
の
は
脇
町
内
で
産
出
し
な
い
た
め
、
遠
く
か
ら
将
来
さ
れ
た
も
の
が
、
風
化
し
て
崩
れ
、
そ
の
後
誰
の
供
養
塔
か
わ
か

ら
な
く
な
り
個
性
を
失
っ
た
た
め
、
捨
て
る
に
捨
て
ら
れ
ず
岐
神
と
し
て
転
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
脇
町
に
は
中
世
の
山や
ま

城じ
ろ

が
あ
り
、

ま
た
こ
れ
と
関
連
す
る
出
城
が
各
地
に
築
か
れ
、
戦
乱
に
よ
る
死
者
供
養
の
五
輪
塔
が
ま
だ
崩
れ
ず
原
形
を
留
め
た
ま
ま
各
地
に
多
く

点
在
し
て
い
る
。
凝
灰
岩
は
加
工
し
や
す
い
が
、
そ
の
反
面
脆も
ろ

く
風
化
し
や
す
い
。
そ
の
部
位
こ
そ
異
な
る
も
の
の
、
凝
灰
岩
製
五
輪

塔
の
一
部
が
岐
神
に
二
例
も
転
用
さ
れ
る
必
然
性
は
、
こ
の
脆
さ
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
加
え
て
、
戦
乱
に
斃た
お

れ
無
念
の
裏う
ち

に
死

去
す
る
者
の
霊
は
後
に
祟
り
神
と
し
て
の
「
御
霊
」
と
な
る
。
先
に
詳
述
し
た
が
天
慶
元
年
（
九
三
八
）
九
月
二
日
の
『
本
朝
世
紀
』

の
記
事
で
は
、
岐
神
は
別
名
「
御
霊
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
平
安
時
代
の
思
想
が
未い
ま

だ
に
現
在
の
脇
町
や
神
山
町
に
生
き
続

け
て
い
る
の
で
あ
り
、
伝
承
の
根
深
さ
に
改
め
て
驚
か
さ
れ
る
次
第
で
あ
る
。

12
で
は
「
五
～
六
個
の
苔
む
し
た
岩
塊
」
と
あ
る
が
、
大
き
さ
は
不
明
で
あ
る
。
深
い
叢
く
さ
む
らの

中
に
あ
り
、
祠
も
無
く
剥
き
出
し
の
形

で
風
雨
に
晒
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
ま
わ
り
の
草
は
伸
び
放
題
で
あ
り
、
こ
こ
に
岐
神
を
祀
っ
て
あ
る
事
な
ど
、
当
事
者
以
外
は
言
わ

れ
な
け
れ
ば
誰
も
知
ら
な
い
。
既
に
、
忘
却
の
一
歩
手
前
の
段
階
に
あ
る
。

以
上
、
全
一
七
地
区
の
脇
町
の
事
例
を
紹
介
し
た
が
、
中
で
も
最
も
注
目
す
べ
き
13
の
池
ノ
谷
の
岐
神
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。
こ

こ
で
の
祭
日
は
一
一
月
一
六
日
で
あ
り
、
神
山
町
以
北
型
を
唯
一
残
し
て
い
る
事
例
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
御
利
益
が
「
子
宝
」
授
け
や

七
六

近　藤　直　也 89



「
子
供
の
病
弱
」
を
治
す
神
で
あ
っ
た
り
と
、
子
供
に
関
連
す
る
点
も
以
北
型
の
系
譜
を
引
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
お
参
り
に
際
し

「
南
無
お
ふ
な
と
さ
ん
」
と
唱
え
る
条く
だ
りは
、
単
な
る
野
仏
や
野
の
神
と
違
い
、
明
確
に
岐
神
を
意
識
し
て
い
る
事
の
証
左
で
あ
る
。
だ

が
、
一
一
月
一
六
日
を
祭
祀
日
と
す
る
の
は
全
一
七
例
中
こ
の
13
の
み
で
あ
り
、
他
は
盆
・
正
月
を
始
め
彼
岸
や
秋
祭
り
が
殆
ど
で

あ
っ
た
。
神
山
町
七
六
七
祠
と
較
べ
て
脇
町
に
は
僅
か
一
七
祠
し
か
無
い
た
め
単
純
に
比
較
は
で
き
な
い
の
だ
が
、
決
定
的
に
異
質
な

点
は
子
沢
山
伝
承
の
有
無
と
言
い
得
る
。
子
沢
山
伝
承
は
こ
れ
の
み
に
留
ま
ら
ず
、
沈
黙
裏
の
参
拝
・
御
神
体
の
丸
石
の
複
数
性
・
岐

神
の
お
じ
ぎ
伝
承
・
一
一
月
一
六
日
の
綿
着
や
一
月
一
六
日
の
帷か
た

子び
ら

と
い
う
特
定
の
供
物
な
ど
こ
れ
に
纏
わ
る
様
々
な
事
柄
が
付
随
す

る
。
従
っ
て
阿
波
型
岐
神
の
本
質
は
こ
こ
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
過か

言ご
ん

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
確
か
に
以
北
型
を
朧お
ぼ
ろげ

に
は
伝
え
て
い

る
も
の
の
、
最
も
重
要
な
子
沢
山
伝
承
を
欠
い
て
い
る
た
め
、
脇
町
一
七
例
の
岐
神
伝
承
は
以
北
型
の
埒ら
ち

外が
い

に
置
か
ざ
る
を
得
な
い
の

で
あ
る
。

一
九
八
七
年
八
月
に
『
改
訂
山
川
町
史
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
よ
り
二
八
年
前
の
一
九
五
九
年
に
も
刊
行
さ
れ
て
お
り
、

両
者
を
区
別
す
る
た
め
前
者
を
新
版
、
後
者
を
旧
版
と
命
名
し
て
お
く
。
新
版
の
「
綿
着
祝
い
」
の
項
に
は
、

�

忌
部
社
に
は
古
来
霜
月
（
十
一
月
）
十
五
日
に
綿わ
た

着ぎ

の
神
事
が
あ
る
。
こ
れ
は
徳
島
県
の
吉
野
川
沿
岸
筋
に
住
む
人
に
子
供
が
誕
生

す
れ
ば
男
女
に
か
か
わ
ら
ず
、
は
じ
め
て
の
冬
、
子
供
の
両
親
の
里
（
嫁
や
婿
養
子
の
里
）
か
ら
新
た
に
綿
を
い
れ
た
衣
服
を
こ
し

ら
え
て
も
っ
て
く
る
。
家
で
は
、
子
供
に
着
せ
て
氏
神
社
に
参
拝
し
、
ま
た
親
類
・
知
人
を
招
き
、
相
応
の
ご
馳
走
を
出
し
、
ま
た

赤
飯
を
く
ば
る
な
ど
し
て
お
お
い
に
祝
う
。
こ
の
行
事
は
こ
の
あ
た
り
独
特
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
忌
部
氏
が
衣
服
を
調
整
し
て

い
た
こ
と
に
ち
な
ん
だ
故
事
で
あ
ろ
う
。
㊹

と
あ
る
。
先
に
旧
版
で
言
及
し
て
い
た
が
、
そ
こ
で
は
綿
着
祝
に
関
し
て
、「
当
才
生
れ
の
小
児
の
家
で
は
新
し
い
綿
入
布
子
を
仕
立

て
、
ま
た
一
部
で
は
親
し
い
家
へ
赤
飯
を
贈
る
」
と
の
み
記
し
、
こ
れ
程
の
詳
し
い
内
容
で
は
な
か
っ
た
。
量
的
に
も
約
六
分
の
一
の

情
報
量
で
あ
る
。
基
本
的
に
は
旧
版
の
内
容
を
踏
襲
す
る
も
の
の
、
こ
の
説
明
に
忌
部
社
の
「
綿
着
の
神
事
」
が
加
わ
っ
て
い
る
。
だ

が
こ
れ
は
単
な
る
新
旧
の
変
化
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。

最
初
は
気
付
か
な
か
っ
た
が
何
度
か
読
み
返
す
う
ち
に
記
述
の
内
容
が
先
述
の
昭
和
四
四
年
（
一
九
六
九
）
刊
の
『
美
郷
村
史
』
の
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焼
き
直
し
、
更
に
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
成
立
の
『
山
崎
ノ
史
蹟
ト
伝
説
』
ひ
い
て
は
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
成
立
の
「
天
日
鷲

宮
略
縁
起
』
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
と
い
う
驚
く
べ
き
事
実
が
判
明
し
た
。
こ
の
項
の
執
筆
を
誰
が
担
当
し
た
か
不
明
で
あ
る
が
、
少
な

く
と
も
先
行
の
二
史
料
を
参
照
し
て
い
る
点
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
。
こ
れ
ら
四
者
を
比
較
対
照
す
る
た
め
、
表
７
に
纏
め
て
お
い
た
。

Ａ
～
Ｄ
ま
で
一
一
三
年
間
の
時
が
流
れ
て
い
る
の
だ
が
、
四
者
を
つ
き
並
べ
れ
ば
、
全
く
時
代
の
変
化
を
感
じ
さ
せ
な
い
程
に
似
通
う

の
で
あ
っ
た
。
四
者
の
源
流
が
明
治
七
年
成
立
の
『
略
縁
起
』
に
あ
っ
た
と
い
う
事
実
を
こ
こ
で
再
確
認
し
て
お
き
た
い
。「
綿
着
」
の

項
に
関
す
る
限
り
、
二
八
年
後
の
新
版
ど
こ
ろ
か
、
一
一
三
年
前
の
記
述
に
先
祖
返
り
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

四
史
料
を
文
脈
毎
に
分
け
れ
ば
七
つ
に
区
切
れ
る
。
該
当
す
る
箇
所
を
１
～
７
の
枠
組
み
の
中
に
入
れ
て
互
い
に
比
較
す
れ
ば
、
そ

の
違
同
は
も
っ
と
明
瞭
に
な
る
。
Ａ
と
Ｃ
で
は
７
が
欠
け
、
Ｄ
で
は
５
が
欠
け
て
い
る
。
１
～
７
総
て
揃
う
の
は
Ｂ
の
『
山
崎
ノ
史
蹟

ト
伝
説
』
の
み
で
あ
る
。
原
型
が
Ａ
の
『
略
縁
起
』
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
Ｂ
の
７
は
池
上
氏
が
天
日
鷲
宮
を
忌
部
神
社
の
正
蹟
で
あ
る

事
を
主
張
す
る
た
め
敢
え
て
追
加
し
た
部
分
で
あ
る
事
は
先
に
言
及
し
た
（
別
稿
二
参
照
）。

一
方
、
Ｂ
か
ら
三
六
年
後
に
成
立
し
た
Ｃ
の
『
美
郷
村
史
』
で
は
、
同
村
が
木
屋
平
村
と
忌
部
神
社
が
鎮
座
す
る
山
川
町
と
の
中
間

に
位
置
し
、
三
町
村
を
含
め
て
中
世
以
前
は
種
野
山
ま
た
は
麻
植
山
と
総
称
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
現
在
の
行
政
区
画
は
異
な
る
も

の
の
、
共
通
の
麻
植
郡
内
と
い
う
事
も
あ
り
、
忌
部
神
社
に
は
結
構
深
い
思
い
入
れ
が
あ
っ
た
。「
綿
着
」
に
関
し
て
は
池
上
氏
の
文
章

を
下
敷
き
に
し
て
、
７
だ
け
抜
い
た
ほ
ぼ
同
一
の
文
章
を
記
す
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
Ｄ
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
３
で
は
Ｃ
の
『
美
郷
村
史
』
と
ほ
ぼ
同
文
の
「
子
供
の
両
親
の
里
（
嫁
や
婿
養
子
の
里
）
か
ら
新

た
に
服
を
こ
し
ら
え
て
も
っ
て
く
る
。
家
で
は
、
子
供
に
着
せ
て
」
を
採
用
し
て
い
る
。
一
字
一
句
ほ
ぼ
同
文
で
あ
り
、「
新
に
衣
服
を

調
へ
、
稚
児
に
着
せ
て
」
と
す
る
Ａ
・
Ｂ
と
は
大
き
な
違
い
を
見
せ
て
い
る
。
綿
着
の
作
り
手
ま
で
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
Ｃ
３
の
採

用
と
、
Ｂ
７
の
「
之
モ
、
忌
部
氏
カ
衣
服
ヲ
調
整
シ
タ
コ
ト
ニ
因
ミ
タ
ル
故
事
デ
ア
ラ
ウ
ト
思
フ
」
の
採
用
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
Ｄ

の
筆
者
は
執
筆
に
際
し
Ｂ
と
Ｃ
を
参
照
し
て
い
た
事
が
判
明
す
る
。
二
史
料
を
合
体
さ
せ
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
を
引
き
写
し
て
い
た
の
で

あ
っ
た
。

Ｃ
を
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
摸
倣
し
た
Ｄ
で
あ
る
が
、
細
部
で
は
二
つ
の
大
き
な
相
違
点
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
Ｃ
２
が
「
麻
植
郡
、
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Ａ
、
明
治
七
年（
一
八
七
四
）

成
立
『
天
日
鷲
宮
略
縁
起
』
Ｂ
、
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
成

立
『
山
崎
ノ
史
蹟
ト
伝
説
』

Ｃ
、
昭
和
四
四
年
（
一
九
六
九
）
刊
『
美

郷
村
史
』

Ｄ
、
昭
和
六
二
年
（
一
九
八
七
）
刊
『
改
訂

山
川
町
史
』

1
霜
月
十
五
日
は
綿
着
の

神
事
あ
り
。

忌
部
社
ニ
ハ
、
古
来
毎
年
霜
月

十
五
日
ニ
綿
着
ノ
神
事
ア
リ
。

忌
部
で
は
古
来
霜
月
（
十
一
月
）
十
五
日

に
綿
着
の
神
事
が
あ
る
。

忌
部
社
に
は
古
来
霜
月
（
十
一
月
）
十
五
日

に
綿
着
の
神
事
が
あ
る
。

2
是
は
、
麻
殖
郡
と
阿
波
郡

と
両
郡
に
住
む
人
々
、
稚

子
誕
生
し
て
初
め
て
の
冬

是
ハ
、
阿
波
麻
殖
両
郡
ニ
住
ム

人
、
稚
子
誕
生
ス
レ
ハ
、
男
女

ニ
拘
ラ
ス
、
始
メ
テ
ノ
冬
、

こ
れ
は
麻
植
郡
、
阿
波
郡
の
両
郡
に
住

む
人
に
こ
ど
も
が
誕
生
す
れ
ば
男
女
に

か
か
わ
ら
ず
、
は
じ
め
て
の
冬
、

こ
れ
は
徳
島
県
の
吉
野
川
沿
岸
に
住
む
人

に
子
供
が
誕
生
す
れ
ば
男
女
に
か
か
わ
ら

ず
、
は
じ
め
て
の
冬
、

3
新
に
衣
服
を
調
へ
、
稚
児

に
着
せ
て
、
当
御
社
へ
参

ら
せ
、

新
ニ
衣
服
ヲ
調
整
シ
テ
、
稚
児

ニ
着
せ
て
、
忌
部
社
ニ
参
詣
セ

シ
メ
、

こ
ど
も
の
両
親
の
里
（
嫁
や
む
こ
養
子

の
里
）
か
ら
新
た
に
綿
を
い
れ
た
衣
服

を
こ
し
ら
え
て
も
っ
て
く
る
。
家
で
は

こ
ど
も
に
着
せ
て
ず
っ
と
昔
は
忌
部
社

に
参
拝
さ
せ
（
最
近
で
は
氏
神
）

子
供
の
両
親
の
里
（
嫁
や
婿
養
子
の
里
）
か

ら
新
た
に
綿
を
い
れ
た
衣
服
を
こ
し
ら
え

て
も
っ
て
く
る
。
家
で
は
子
供
に
着
せ
て
氏

神
社
に
参
拝
し
、

4
親
類
知
音
の
人
々
を
招

き
、
相
応
の
馳
走
を
出

し
、
又
は
強
飯
を
配
り
抔

し
て
、
大
ひ
に
祝
を
な
せ

り
。

又
親
戚
知
音
ノ
人
ヲ
招
キ
、
相

応
ノ
馳
走
ヲ
出
シ
、
又
ハ
強
飯

ヲ
配
リ
ナ
ド
シ
テ
、
大
ニ
祝
ヲ

ナ
ス
。

ま
た
親
類
知
人
を
招
き
、
相
応
の
ご
馳

走
を
だ
し
、
ま
た
赤
飯
を
く
ば
る
な
ど

し
て
大
い
に
祝
う
。

ま
た
親
類
・
知
人
を
招
き
、
相
応
の
ご
馳
走

を
出
し
、
ま
た
赤
飯
を
く
ば
る
な
ど
し
て
お

お
い
に
祝
う
。

5
こ
れ
を
わ
た
ぎ
祝
ひ
と

云
へ
り
。

之
ヲ
綿
着
祝
ヒ
ト
云
ヘ
リ
。

こ
れ
を
「
わ
た
ぎ
」
と
い
う
が
、

6
此
行
事
は
、
両
郡
の
み
に

て
、
他
の
郡
に
は
さ
る
事

あ
ら
じ
と
ぞ
。

此
行
事
ハ
、
右
両
郡
ノ
ミ
ニ
テ
、

他
ノ
郡
ニ
テ
ハ
行
ハ
ヌ
コ
ト
デ

ア
ル
。

こ
の
行
事
は
、
麻
植
、
阿
波
両
郡
の
み

で
、
他
の
郡
で
は
行
な
わ
れ
な
い
と
の

こ
と
で
あ
る
。

こ
の
行
事
は
こ
の
あ
た
り
独
特
の
も
の
で

あ
り
、

7

之
モ
、
忌
部
氏
カ
衣
服
ヲ
調
整

シ
タ
コ
ト
ニ
因
ミ
タ
ル
故
事
デ

ア
ラ
ウ
ト
思
フ
。

こ
れ
も
忌
部
氏
が
衣
服
を
調
整
し
て
い
た

こ
と
に
ち
な
ん
だ
故
事
で
あ
ろ
う
。

表
７　
『
天
日
鷲
宮
略
縁
起
』
を
源
流
と
す
る
「
綿
着
」
言
説
の
流
れ

七
九
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阿
波
郡
の
両
郡
に
住
む
人
」
が
綿
着
を
行
な
っ
て
い
た
と
す
る
の
に
対
し
、
Ｄ
で
は
「
徳
島
県
下
の
吉
野
川
沿
岸
に
住
む
人
」
に
変
化

し
て
い
る
。
Ａ
～
Ｃ
ま
で
の
九
五
年
間
信
じ
込
ま
れ
て
い
た
綿
着
の
分
布
範
囲
が
麻
植
郡
・
阿
波
郡
の
領
域
だ
け
と
は
限
ら
な
い
と
い

う
事
が
一
九
八
七
年
の
段
階
で
始
め
て
理
解
で
き
た
た
め
、
こ
の
よ
う
な
表
現
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
先
に
地
図
３
で
示
し

た
如
く
、
実
際
の
子
綿
着
の
分
布
範
囲
は
単
に
Ｄ
の
如
き
「
吉
野
川
沿
岸
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、
南
は
小
松
島
市
・
佐
那
河
内
村
・
神
山

町
を
結
ぶ
ラ
イ
ン
ま
で
広
が
っ
て
お
り
、
岐
神
信
仰
に
伴
う
神
綿
着
と
そ
の
分
布
範
囲
が
重
な
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
Ｄ
を
含
め
た

『
略
縁
起
』
以
来
の
伝
説
で
あ
る
忌
部
氏
の
麁あ
ら

服た
え

献
上
に
そ
の
ル
ー
ツ
を
求
め
る
考
え
方
は
面
白
い
が
現
実
的
で
は
な
い
。
し
か
も
、
こ

の
言
説
は
小
杉
氏
が
三
木
家
文
書
を
発
掘
し
た
明
治
七
年
以
降
に
お
い
て
、
天
日
鷲
宮
の
宮
司
氏
と
昭
和
八
年
の
池
上
氏
の
合
作
に

よ
っ
て
何
と
な
く
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
大
嘗
祭
で
の
麁あ
ら

服た
え

献
上
と
綿
着
祝
い
を
結
び
つ
け
る
確
た
る
根
拠
は
何
も
無
い
。
こ
の

説
は
、
子
綿
着
・
神
綿
着
の
原
点
に
立
っ
て
再
度
考
え
直
す
必
要
が
あ
る
。

も
う
一
つ
の
Ｃ
と
の
相
違
は
Ｃ
３
の
「
忌
部
社
に
参
拝
さ
せ
（
最
近
で
は
氏
神
）」
が
、
Ｄ
３
で
は
「
氏
神
に
参
拝
」
に
変
化
し
て
い

る
点
で
あ
る
。
こ
の
部
分
の
変
更
は
一
見
些
末
な
よ
う
で
あ
る
が
、
忌
部
社
の
本
貫
地
で
あ
る
山
川
町
が
刊
行
す
る
町
史
に
記
し
て
い

る
点
で
極
め
て
甚
大
な
意
味
を
持
つ
。
Ｂ
７
を
模
倣
し
て
、
Ｄ
７
で
も
「
忌
部
氏
が
衣
服
を
調
整
し
て
い
た
こ
と
に
ち
な
ん
だ
故
事
」

と
し
て
綿
着
祝
い
を
位
置
付
け
て
お
き
な
が
ら
、
Ｃ
３
の
「
忌
部
神
社
」
を
削
除
し
て
Ｄ
３
で
は
「
氏
神
社
」
に
置
き
替
え
る
の
で
あ
っ

た
。
山
川
町
は
、
元
の
山
瀬
村
と
川
田
村
と
三
山
（
み
や
ま
）
村
が
昭
和
三
〇
年
（
一
九
五
五
）
に
合
併
し
て
で
き
た
行
政
区
画
で
あ

り
、
町
内
の
面
積
は
従
来
の
数
倍
と
な
る
。
綿
着
祝
い
で
忌
部
神
社
に
参
拝
す
る
と
い
う
の
で
は
、
現
実
的
に
無
理
が
あ
る
と
判
断
し

た
の
で
あ
ろ
う
。
旧
山
瀬
村
に
お
い
て
も
、
忌
部
神
社
に
参
拝
し
て
い
た
の
は
大
字
忌
部
地
区
の
人
々
だ
け
で
あ
り
、
し
か
も
大
嘗
祭

に
麁
服
を
献
上
し
て
い
た
故
事
に
因
む
と
い
う
よ
り
も
、
そ
こ
が
た
ま
た
ま
「
天
日
鷲
宮
」
と
い
う
氏
神
4

4

で
あ
っ
た
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。

こ
れ
が
証
拠
に
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
に
小
杉
氏
が
三
木
家
文
書
を
使
っ
て
式
内
社
忌
部
神
社
を
「
天
日
鷲
宮
」
と
論
証
す
る
以

前
は
綿
着
と
麁
服
の
関
連
性
は
誰
も
説
か
な
か
っ
た
。
綿
着
の
初
見
史
料
で
あ
る
文
化
一
四
（
一
八
一
七
）
成
立
の
『
高
河
原
村
風
俗

問
状
答
』
に
も
、
こ
の
事
は
一
切
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
言
説
は
天
日
鷲
宮
を
式
内
社
忌
部
神
社
に
確
定
し
た
い
た
め
の
明
治
七

年
の
宮
司
と
昭
和
八
年
の
池
上
氏
の
政
治
的
配
慮
の
結
果
創
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
明
治
七
年
の
段
階
で
は
間
接
的
に
綿

八
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着
と
麁
服
の
関
連
性
を
臭
わ
す
程
度
で
あ
り
、
Ａ
７
は
欠
け
て
い
た
。
こ
れ
を
初
め
て
明
言
し
た
の
は
Ｂ
７
に
見
ら
れ
る
如
く
昭
和
八

年
の
池
上
氏
な
の
で
あ
っ
た
。
Ｂ
７
の
言
説
の
初
見
は
昭
和
八
年
の
池
上
氏
で
あ
っ
た
。
学
術
的
に
論
証
し
た
小
杉
氏
は
、
さ
す
が
に

こ
の
言
説
に
は
全
く
触
れ
て
い
な
い
。「
山
崎
の
市
」
を
明
言
す
る
中
世
の
三
木
家
文
書
さ
え
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
怪
し
げ
な
状
況
証

拠
を
提
示
す
る
必
要
な
ど
無
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

従
っ
て
、
町
史
執
筆
者
は
池
上
氏
以
来
の
こ
の
辺
の
政
治
的
背
景
を
全
く
知
ら
な
か
っ
た
た
め
、
平
気
で
「
忌
部
社
」
を
は
ず
し
て

「
氏
神
社
」
に
書
き
替
え
た
の
で
あ
る
。
忌
部
論
争
の
埒
外
に
あ
っ
た
『
美
郷
村
史
』
に
お
い
て
も
御
丁
寧
に
「
忌
部
社
に
参
拝
さ
せ

（
最
近
で
は
氏
神
）」
と
表
記
し
て
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
忌
部
社
の
お
膝
元
で
あ
る
『
改
訂
山
川
町
史
』
内
で
こ
の
よ
う
に
書
き
替
え

ら
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
さ
ぞ
か
し
池
上
氏
は
冥
界
で
お
怒
り
に
な
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。

尤
も
、
摸
倣
し
た
『
美
郷
村
史
』
の
中
に
「（
最
近
で
は
氏
神
）」
と
あ
る
た
め
、
こ
れ
か
ら
一
八
年
後
に
成
っ
た
『
改
訂
山
川
町
史
』

で
あ
る
か
ら
、
宮
司
や
池
上
氏
の
熱
い
思
い
な
ど
何
も
考
え
ず
に
機
械
的
に
「
忌
部
社
」
を
捨
て
て
「
氏
神
社
」
だ
け
を
残
し
た
と
も

解
釈
し
得
る
。
一
方
で
Ｂ
７
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
で
Ｄ
７
に
残
す
も
の
の
、
Ａ
３
・
Ｂ
３
の
強
い
思
い
を
、
Ｃ
３
の
軽
い
流
れ
に
乗

せ
ら
れ
て
Ｄ
３
で
は
い
と
も
簡
単
に
現
実
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
い
う
思
い
で
「
忌
部
社
」
を
外
し
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
辺
の
執

筆
姿
勢
に
、
担
当
者
の
ち
ぐ
は
ぐ
さ
が
目
立
つ
。
近
世
以
来
の
忌
部
社
正
蹟
論
争
を
本
当
の
意
味
で
理
解
で
き
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。

Ｄ
は
Ｄ
５
の
み
空
欄
に
な
っ
て
い
る
が
、
見
出
し
が
「
綿
着
祝
い
」
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
Ａ
５
・
Ｂ
５
・
Ｃ
５
の
如
く
こ
こ
で
再

び
「
こ
れ
を
わ
た
ぎ
祝
ひ
と
云
へ
り
」
の
文
言
を
重
ね
る
必
要
は
無
い
と
判
断
し
て
敢
え
て
割
愛
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

Ｄ
６
で
は
「
こ
の
行
事
は
こ
の
あ
た
り
独
特
の
も
の
」
と
あ
り
、
Ａ
６
～
Ｃ
６
で
共
通
す
る
「
此
行
事
は
、
両
郡
の
み
に
て
、
他
の

郡
に
は
さ
る
事
あ
ら
じ
」
と
す
る
記
述
と
は
大
き
く
違
っ
て
い
る
が
、
こ
の
件
は
先
述
の
Ｄ
２
の
記
述
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
明

治
七
年
か
ら
昭
和
四
四
年
ま
で
子
綿
着
は
麻
植
郡
と
阿
波
郡
に
し
か
分
布
し
な
い
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
実
は
板
野
郡
や
名
西
郡
・

徳
島
市
に
も
綿
着
が
分
布
す
る
事
が
わ
か
り
、
急き
ゅ
う
き
ょ遽「
麻
植
、
阿
波
両
郡
の
み
」
を
外
し
て
、「
こ
の
あ
た
り
独
特
の
も
の
」
に
差
し
替

え
た
の
で
あ
っ
た
。
文
脈
か
ら
判
断
す
れ
ば
、「
こ
の
あ
た
り
」
と
は
「
吉
野
川
沿
岸
」
の
中
・
下
流
地
域
を
指
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
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る
。そ

れ
に
し
て
も
、
Ａ
～
Ｄ
に
至
る
一
一
三
年
間
の
一
連
の
文
章
を
文
字
通
り
縦
覧
す
れ
ば
、
各
々
の
執
筆
者
の
自
信
の
無
さ
の
表
れ

と
い
う
よ
り
、
歴
史
記
述
に
関
す
る
一
つ
の
型
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
よ
う
な
気
さ
え
し
て
く
る
。

以
上
、『
改
訂
山
川
町
史
』
で
は
「
正
月
ま
え
の
行
事
」
で
「
綿
着
祝
い
」
に
言
及
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
再
び
「
十
一
月
」
の
項

で
「
十
五
日　

綿
着
祝
（
七
五
三
）
と
題
し
て
言
及
す
る
が
、
前
掲
と
は
全
く
異
質
の
内
容
を
記
し
て
い
る
。

�

当
歳
生
ま
れ
の
小
児
の
家
で
は
新
し
い
布
子
を
仕
立
て
、
ま
た
一
部
で
は
親
し
い
家
へ
赤
飯
を
送
る
。
三
歳
の
男
女
児
、
五
歳
の
男

児
、
七
歳
の
女
児
に
晴
着
を
着
せ
て
氏
神
さ
ん
や
町
の
大
き
な
神
社
へ
お
参
り
す
る
。
所
に
よ
っ
て
は
近
所
や
親
類
へ
千
歳
あ
め
を

配
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
中
世
、
公
家
の
間
で
行
な
わ
れ
た
袴
着
（
二
・
三
歳
）・
髪
置
き
（
三
歳
）・
紐
と
き
（
五
歳
）
な
ど
が
あ
っ
た

が
、
江
戸
時
代
に
な
る
と
一
般
で
も
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
三
・
五
・
七
歳
と
い
う
の
は
成
長
す
る
過
程
の
節
目
の
年
に
あ
た

る
。
そ
の
時
に
「
紐
は
な
し
」・「
帯
結
び
」・「
四
つ
身
祝
い
」
な
ど
と
い
う
行
事
が
行
な
わ
れ
た
。
十
一
月
十
五
日
は
収
穫
祭
と
し

て
の
氏
神
の
祭
り
に
あ
た
り
、
そ
の
時
に
子
ど
も
の
成
長
を
祈
願
し
、
将
来
の
社
会
の
一
員
と
し
て
の
地
位
を
周
囲
か
ら
認
め
て
も

ら
お
う
と
い
う
の
が
趣
旨
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
㊺

先
に
Ｂ
と
Ｃ
の
摸
倣
と
は
言
え
、「
正
月
ま
え
の
行
事
」
で
「
綿
着
祝
い
」
に
あ
れ
だ
け
言
及
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
以
上
記
述

す
る
必
要
は
無
い
の
で
は
と
思
う
の
だ
が
、
敢
え
て
触
れ
て
い
る
。
そ
の
中
味
の
冒
頭
部
「
当
歳
生
ま
れ
の
小
児
の
家
で
は
新
し
い
綿

入
布
子
を
仕
立
て
、
ま
た
一
部
で
は
親
し
い
家
へ
赤
飯
を
送
る
」
は
、
一
字
一
句
総
て
旧
版
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以
降
の
条く
だ
りは
新

版
独
自
の
も
の
で
あ
る
が
、
一
般
的
な
七
五
三
の
祝
い
の
説
明
に
終
止
し
、
町
内
の
独
自
性
が
認
め
ら
れ
な
い
。
抑そ
も

々そ
も

岐
神
信
仰
由
来

の
当
歳
児
の
綿
着
祝
い
と
七
五
三
の
祝
い
は
、
全
く
異
質
な
も
の
で
あ
り
、
偶た
ま

々た
ま

一
一
月
一
五
日
と
い
う
日
取
り
が
共
通
す
る
た
め
両

者
が
区
別
さ
れ
な
く
な
っ
た
が
、
こ
の
項
の
執
筆
者
は
こ
の
点
が
理
解
で
き
て
い
な
い
。
元
か
ら
あ
る
岐
神
信
仰
の
上
に
、
近
世
中
期

頃
か
ら
派
生
し
た
七
五
三
の
祝
い
が
乗
り
か
か
り
、
両
者
が
混
同
し
て
今
が
あ
る
事
を
こ
こ
で
再
確
認
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
同
書
に
は
「
船
戸
神
（
お
ふ
た
な
は
ん
）」
の
項
が
あ
り
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

�　

山
川
町
内
に
船
戸
と
い
う
地
名
が
二
か
所
あ
る
。
一
つ
は
吉
野
川
の
船
泊
り
で
あ
っ
た
岩
津
の
淵
に
あ
る
船
戸
で
あ
り
、
も
う
一

八
二

近　藤　直　也 83



つ
は
瀬
詰
の
諏
訪
地
区
に
あ
る
川
田
川
の
船
泊
り
で
あ
っ
た
船
戸
で
あ
る
。『
広
辞
苑
』
に
「
船
戸
」
と
い
う
の
は
、
伊
弉
諾
尊
が
黄

泉
国
か
ら
逃
げ
か
え
り
、
禊
の
祓
の
時
に
投
げ
捨
て
た
杖
か
ら
化
生
し
た
神
、
集
落
の
入
口
な
ど
の
分
岐
点
に
ま
つ
ら
れ
た
道
路
及

び
旅
行
の
安
全
を
願
っ
た
神
と
さ
れ
た
。
く
な
ど
の
か
み
・
ち
ま
た
の
か
み
・
道
祖
神
と
あ
る
。「
く
な
ど
の
か
み
」
が
「
ふ
な
と
の

か
み
」
と
な
っ
た
も
の
で
、
航
路
の
安
全
を
願
う
神
を
ま
つ
っ
た
と
こ
ろ
が
船
戸
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
お
ふ
な
た
は
ん
」
と
な
る
と

安
産
の
神
と
な
る
。「
お
ふ
な
た
は
ん
」
は
子
供
を
一
二
人
も
産
ん
で
育
て
た
安
産
の
神
と
し
て
、
古
く
か
ら
畑
の
ふ
ち
と
か
道
ば
た

に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
。
山
川
町
の
各
所
に
川
島
焼
の
ほ
こ
ら
や
三
方
に
緑
泥
片
岩
を
組
ん
だ
ほ
こ
ら
が
残
っ
て
い
る
。
医
療
技
術
の

進
ん
で
い
な
か
っ
た
こ
ろ
、
妊
婦
が
安
産
を
願
っ
て
、
綿
で
作
っ
た
人
形
を
持
っ
て
お
参
り
に
行
っ
て
い
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と（
傍
点
近
藤
）

古
老
は
語
っ
て
い
る
。

㊻町
内
に
あ
る
二
ケ
所
の
「
船
戸
」
地
名
に
注
目
し
、
両
者
と
も
「
船
泊
り
」
で
共
通
す
る
た
め
こ
の
地
名
が
つ
い
た
と
す
る
が
、
後

続
の
岐
神
杖
化
生
神
話
と
繋
が
ら
な
い
。
フ
ナ
ト
が
元
は
ク
ナ
ト
で
、「
道
路
及
び
旅
行
の
安
全
を
願
っ
た
神
」
と
認
識
し
て
お
き
な
が

ら
、
な
ぜ
こ
れ
を
「
船
泊
り
」
で
説
明
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
キ
・
ミ
神
話
で
は
、
一
日
千
人
が
取
り
殺
さ
れ
る
恐
ろ
し
い
あ
の
世
と
、

一
日
千
五
百
人
が
生
ま
れ
る
こ
の
世
と
の
境
界
に
立
ち
、
人
々
の
生
命
を
守
る
事
が
岐
神
の
基
本
的
特
質
で
あ
っ
た
。
元
来
は
「
来ク

勿ナ

」

ま
た
は
「
経フ

勿ナ

」、
即
ち
越
境
禁
止
が
岐
神
の
使
命
で
あ
る
。
ト
は
通
路
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
、
吉
野
川
の
船
戸
は
地
図
４
に
示
す
如

く
、
今
で
も
山
川
町
と
穴
吹
町
の
境
界
で
あ
り
、
ま
た
麻
植
郡
と
美
馬
郡
の
郡
境
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
に
フ
（
ク
）
ナ
ト
の
地
名

が
つ
い
た
の
で
あ
り
、「
船
泊
り
」
説
は
後
の
変
化
で
あ
る
。
事
実
、
徳
島
県
内
各
地
に
「
船
戸
」
の
地
名
が
あ
る
が
、
実
際
に
船
が
止

ま
る
場
所
は
僅
少
で
あ
り
、
殆
ど
は
境
界
を
意
味
し
て
い
た
。
大
和
言
葉
と
し
て
の
元
の
ク
（
フ
）
ナ
ト
を
漢
字
「
船
戸
」
に
当
て
た

た
め
に
惹じ
ゃ
っ
き起

し
た
勘
違
い
で
あ
り
、
こ
れ
は
管
見
で
は
一
九
六
四
年
の
「
船
戸
神
考
」
で
言
及
し
た
「
舟
航
可
能
最
上
限
地
点
」
説
以

来
の
悪
し
き
伝
統
で
あ
る
。

さ
て
、
本
命
の
「
お
ふ
な
た
は
ん
」
で
あ
る
が
、
山
川
町
内
で
は
「
子
供
を
一
二
人
も
産
ん
で
育
て
た
安
産
の
神
」
と
さ
れ
て
お
り
、

町
内
「
各
所
」
に
祀
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
子
供
一
二
人
伝
説
は
神
山
町
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
山
川
町
に
も
及
ん
で
い
る
点
に

注
目
し
て
お
き
た
い
。
し
か
も
、
こ
の
伝
説
の
ル
ー
ツ
は
キ
・
ミ
神
の
創
世
神
話
と
直
結
し
て
お
り
、
岐
神
信
仰
に
と
っ
て
は
根
源
的
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地図４�．地図中央付近の吉野川中流域の舟戸地区。この部分だけ極端に川幅が狭くなってい
ることがよく理解できる。山川町と阿波町と穴吹町と脇町の四町の境界であり、麻植
郡・阿波郡・美馬郡三郡の境界でもあった。また、上流の溺死者の死体はよくクビレ
た舟戸地区にひっかかるため、往時はこの世とあの世の境目とも見做されていた。こ
こが舟戸と呼ばれる点も必然性があったと考えられる。
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な
も
の
で
あ
る
。
町
史
執
筆
者
は
、
船
泊
ま
り
説
を
前
面
に
出
し
、「
こ
れ
が
『
お
ふ
な
た
は
ん
』
と
な
る
と
安
産
の
神
と
な
る
」
と
後

回
し
に
し
て
い
る
が
、
強
調
す
べ
き
は
む
し
ろ
こ
の
方
で
あ
り
、
誤
説
を
前
面
に
出
す
姿
勢
は
い
か
が
な
も
の
か
。
玉
石
を
混
交
し
て

は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

更
に
も
っ
と
注
目
す
べ
き
は
、「
妊
婦
が
安
産
を
願
っ
て
、
綿
で
作
っ
た
人
形
を
持
っ
て
お
参
り
」
す
る
条く
だ
りで
あ
る
。
こ
の
「
綿
で

作
っ
た
人
形
」
こ
そ
が
、
写
真
６
に
示
し
た
如
き
神
山
町
の
神
綿
着
で
あ
り
、
箸
ま
た
は
串
の
先
に
綿
を
巻
き
つ
け
て
岐
神
に
供
え
る

も
の
で
あ
っ
た
。
本
書
で
は
先
に
「
綿
着
祝
い
」
の
言
及
が
二
ケ
所
で
あ
っ
た
が
、
実
は
あ
の
子
綿
着
と
、
こ
の
神
綿
着
は
元
来
直
結

し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
山
川
町
で
は
既
に
こ
の
関
連
性
が
忘
れ
去
ら
れ
、
別
個
の
行
事
の
如
く
見
做
さ
れ
て
い
る
。「
綿
で
作
っ
た
人

形
」
に
注
目
す
れ
ば
、
箸
の
先
に
綿
を
巻
い
た
だ
け
で
な
く
、
元
来
一
月
一
六
日
に
行
う
べ
き
帷か
た

子び
ら

（
紙か
み

子こ

）、
即
ち
白
紙
を
着
物
の
形

に
切
っ
て
こ
れ
を
胴
の
部
分
に
挟
ん
で
い
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
ど
こ
か
ら
見
て
も
人
形
で
あ
る
。

残
念
な
が
ら
参
詣
の
日
取
り
ま
で
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
元
は
一
一
月
一
六
日
限
定
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
。
先
に
述
べ
た
が
、

板
野
郡
松
茂
町
に
お
い
て
も
昭
和
初
期
ま
で
、
岐
神
に
安
産
祈
願
の
た
め
、
妊
婦
が
一
一
月
一
六
日
に
供
物
の
餅
の
ま
わ
り
に
綿
を
供

え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
神
山
町
で
は
岐
神
の
御
利
益
伝
承
全
七
〇
例
中
二
一
例
（
三
〇
％
）
で
子
供
の
守
り
神
と
し
て
重
要

視
し
て
い
た
。「
船
泊
ま
り
」
説
な
ど
、
例
外
的
に
僅
か
一
例
（
一
・
四
％
）
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
以
上
の
事
柄
を
勘
案
す
れ
ば
、「
船
泊

ま
り
」
説
が
い
か
に
事
実
誤
認
に
基
づ
く
後
の
変
化
で
あ
り
、「
安
産
の
神
」
説
が
い
か
に
本
質
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
よ
く
理
解
で
き

よ
う
。
ま
た
、
通
過
儀
礼
と
し
て
の
子
綿
着
と
岐
神
信
仰
由
来
の
神
綿
着
が
一
一
月
一
五
日
と
同
一
六
日
の
日
取
り
こ
そ
違
え
、
元
来

は
一
連
の
行
事
で
あ
っ
た
名
残
り
が
、
断
片
的
で
は
あ
る
が
計は
か

ら
ず
も
見
出
し
得
た
こ
と
は
幸
い
で
あ
っ
た
。

一
九
八
七
年
一
〇
月
に
は
美
馬
郡
『
穴
吹
町
誌
』
が
刊
行
さ
れ
た
が
、
こ
こ
に
「
お
ふ
な
と
は
ん
」
の
項
目
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

�　

ほ
う
ぼ
う
の
地
区
で
ひ
っ
そ
り
と
祭
ら
れ
て
い
る
の
が
こ
の
神
様
で
あ
る
。
本
家
ご
と
に
一
基
ず
つ
あ
っ
て
同
族
が
祭
っ
て
い
る

も
の
か
ら
、
一
戸
か
二
戸
で
そ
の
家
の
守
護
神
と
な
っ
て
い
る
も
の
な
ど
い
ろ
い
ろ
で
あ
る
。
屋
敷
の
中
か
屋
敷
に
続
く
畑
の
中
に

祭
ら
れ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
祭
神
は
猿
田
彦
命
で
あ
る
と
か
、
伊い
ざ
な
ぎ
の
み
こ
と

弉
諾
尊
が
黄
泉
国
（
人
の
死
後
、
魂
の
行
く
と
言
う
国
）

か
ら
逃
避
し
た
後
、
禊
み
そ
ぎ
は
ら
い

祓
を
し
た
と
き
に
投
げ
捨
て
た
杖
か
ら
化
生
し
た
神
（
布ふ

那な

斗と

神
）
と
も
い
わ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
の
説
が
あ
る
。
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旅
行
の
神
様
と
か
、
疫
病
や
悪
霊
・
風
水
害
を
防
ぐ
神
様

と
か
そ
の
性
格
も
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。

�　

祭
日
は
旧
一
一
月
一
六
日
で
、
小
豆
ご
は
ん
を
炊
い
て

供
え
る
。
お
ふ
な
と
さ
ん
に
は
一
二
人
の
子
供
が
あ
る
の

で
、
高
黍
（
き
び
）
や
か
や
の
茎
で
一
二
組
の
箸
を
作
っ

て
小
豆
ご
は
ん
に
添
え
て
供
え
た
と
い
う
。
供
え
物
を
す

る
と
き
は
一
切
も
の
を
言
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
俗
説

が
あ
る
。
そ
の
親
は
目
が
見
え
な
か
っ
た
の
で
、
親
が
気

付
く
と
お
先
に
供
物
を
食
べ
て
し
ま
う
か
ら
だ
と
い
う
。

そ
の
た
め
、
静
か
に
供
え
三
歩
下
が
っ
て
拝
む
こ
と
に

な
っ
て
い
た
と
い
う
。
㊼

祠
数
は
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
ほ
う
ぼ
う
の
地
区

で
ひ
っ
そ
り
と
祭
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
点
か
ら
推
せ
ば
、

町
内
全
域
で
は
数
十
か
所
は
下
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
更
に
、

「
本
家
ご
と
に
一
基
ず
つ
」
と
か
「
一
戸
か
二
戸
で
そ
の
家
の

守
護
神
と
な
っ
て
い
る
」
も
の
が
あ
る
と
い
う
た
め
、
こ
の
数
は
も
っ
と
増
え
る
可
能
性
が
あ
る
。
地
図
３
（
別
稿
一
参
照
）
に
示
し

た
如
く
、
同
町
は
北
型
岐
神
分
布
圏
で
は
吉
野
町
川
南
岸
に
お
い
て
西
端
に
位
置
す
る
点
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
貞
光
町
以
西
の
西

型
と
は
、
岐
神
と
い
う
名
称
は
同
一
で
も
、
祭
礼
日
・
子
沢
山
伝
承
・
沈
黙
裏
の
参
拝
な
ど
の
諸
点
に
お
い
て
そ
の
質
を
全
く
異
に
す

る
の
で
あ
っ
た
。「
屋
敷
の
中
か
屋
敷
に
続
く
畑
の
中
に
祭
ら
れ
て
い
る
の
が
普
通
」
と
す
る
点
は
、
神
山
町
の
そ
れ
と
殆
ど
同
じ
で
あ

り
、
こ
れ
も
北
型
に
分
類
し
得
る
要
因
と
な
る
。
小
さ
な
石
祠
が
殆
ど
で
あ
り
、
夏
草
が
生
い
茂
れ
ば
草
丈
に
隠
れ
て
見
え
な
く
な
る

場
合
が
多
い
。「
ひ
っ
そ
り
と
祭
ら
れ
て
い
る
」
根
拠
は
こ
の
辺
に
あ
る
。

写
真
６

　

�

神
山
町
神
領
西
野
間
の
大
粟
玲
造
氏
宅
の
岐
神
石
祠
。
石
祠
の
周
囲
を
オ
カ
マ

ゴ
と
称
さ
れ
る
緑
泥
片
岩
製
の
構
造
物
に
よ
っ
て
被
っ
て
い
る
。
正
面
に
は
、

神
綿
着
と
帷か

た
び
ら子

が
供
え
ら
れ
て
い
る
。
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祭
神
に
つ
い
て
「
猿
田
彦
命
で
あ
る
と
か
、
伊
弉
諾
尊
が
黄
泉
国
（
人
の
死
後
、
魂
の
行
く
と
い
う
国
）
か
ら
逃
避
し
た
後
、
禊
み
そ
ぎ
は
ら
い祓

を
し
た
と
き
に
投
げ
捨
て
た
杖
か
ら
化
生
し
た
神
（
布ふ

那な

斗と

神
）
と
も
い
わ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
の
説
が
あ
る
」
と
す
る
条く
だ
りは
納
得
で
き
な

い
。
岐
神
は
基
本
的
に
記
・
紀
神
話
で
は
創
世
神
話
と
直
結
す
る
杖
か
ら
化
生
し
た
神
で
あ
り
、
あ
の
世
と
こ
の
世
の
境
界
を
防
禦
し
、

猿
田
彦
神
と
は
質
を
異
に
す
る
の
で
あ
る
。
先
に
詳
述
し
た
如
く
、
猿
田
彦
神
は
ニ
ニ
ギ
の
天
孫
降
臨
に
際
し
、
道
案
内
の
た
め
に
地

上
で
出
迎
え
た
国
つ
神
で
あ
る
。
両
者
は
元
来
生
成
時
か
ら
別
次
元
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
殊こ
と

更さ
ら

に
「
旅
行
の
神
様
」
と
す
る
後
天

的
変
化
に
よ
っ
て
両
神
を
混
濁
さ
せ
る
姿
勢
は
、
岐
神
信
仰
の
本
質
究
明
に
際
し
て
は
妨
害
に
こ
そ
な
れ
、
決
し
て
有
益
な
も
の
に
は

な
ら
な
い
。
従
っ
て
、「
旅
行
の
神
様
と
か
、
疾
病
や
悪
霊
・
風
水
害
を
防
ぐ
神
様
と
か
そ
の
性
格
も
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
」
と
言
い
放
つ

態
度
は
絶
対
に
取
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
両
神
が
習
合
さ
れ
た
結
果
そ
の
よ
う
に
見み

做な

さ
れ
た
ま
で
で
あ
り
、
元
の
成
り
立
ち

ま
で
混
濁
し
た
状
況
で
は
な
い
点
を
こ
こ
で
再
確
認
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
一
一
月
一
六
日
の
祭
祀
日
・
小
豆
飯
の
供
物
・
一
二
人
の
子
沢
山
・
箸
一
二
膳
・
沈
黙
裏
の
参
拝
等
は
神
山
町
の
岐
神
信
仰

の
実
態
と
も
共
通
し
、
祭
祀
内
容
も
明
確
に
北
型
要
素
を
色
濃
く
残
し
て
い
る
。
た
だ
、
分
布
圏
の
西
端
に
位
置
す
る
た
め
か
、
相
違

点
も
二
～
三
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
一
一
月
一
六
日
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
一
月
一
六
日
の
欠
如
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、

こ
れ
に
付
随
す
る
が
神
綿
着
と
帷か
た

子び
ら

（
紙か
み

子こ

）
の
欠
如
。
三
つ
目
は
、
こ
れ
ら
と
連
動
す
る
一
一
月
一
五
日
の
子
綿
着
の
欠
如
で
あ
る
。

穴
吹
町
は
美
馬
郡
の
領
域
で
あ
り
、
麻
植
郡
の
西
に
隣
接
す
る
。
確
か
に
麻
植
郡
の
文
化
は
流
入
す
る
も
の
の
、
こ
れ
が
全
面
的
に
受

容
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
郡
境
に
お
い
て
取
捨
選
択
さ
れ
、
以
上
の
三
点
が
欠
落
す
る
の
で
あ
っ
た
。
加
え
て
岐
神
盲
目
説
が
存
在

す
る
が
、
こ
れ
は
前
述
の
南
型
と
し
て
の
勝
浦
町
（
旧
生
比
奈
村
）
今
山
や
日
和
佐
町
山
河
内
本
村
で
見
ら
れ
た
眼
疾
を
治
す
岐
神
の

御
利
益
と
何
か
ら
の
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
尤
も
、
岐
神
が
一
二
人
の
子
沢
山
の
た
め
に
子
神
に
気
付
か
れ
な
い
よ
う
沈
黙
裏

に
参
拝
し
、
供
物
の
小
豆
飯
を
親
神
に
食
べ
て
貰
う
た
め
の
配
慮
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
や
や
も
す
れ
ば
子
神
が
気
付
い
て
全
部
食

べ
て
し
ま
い
親
神
に
当
た
ら
な
い
場
合
が
あ
る
。
親
神
が
気
付
け
な
い
点
を
強
調
す
る
た
め
に
盲
目
説
が
流
布
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る

た
め
、
南
型
と
の
直
接
の
関
連
性
は
薄
い
と
考
え
た
方
が
良
い
か
も
し
れ
な
い
。

一
九
八
九
年
三
月
刊
の
『
美
馬
町
史
』
に
は
「
ふ
な
と
神
」
の
項
が
あ
り
、
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ふ
な
と
（
岐
）
と
は
道
の
辻
、
分
岐
点
を
意
味
し
、
四
つ
辻
は
し
ば
し
ば
悪
鬼
悪
霊
の
入
り
来
る
場
所
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
か
ら
、

そ
こ
に
は
道
の
神
、
防
御
神
が
祀
ら
れ
る
必
要
が
あ
っ
て
、
中
国
の
道
祖
神
が
日
本
に
移
入
さ
れ
る
以
前
か
ら
ふ
な
と
神
は
存
在
し

て
い
た
『
徳
島
の
石
仏
』。
そ
れ
が
塞
の
神
、
道
祖
神
と
習
合
さ
れ
て
、
道
行
く
人
を
守
る
神
や
邪
神
の
侵
入
を
防
ぐ
神
と
し
て
信
仰

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
神
名
は
オ
フ
ナ
ト
サ
ン
か
フ
ナ
ト
神
で
あ
る
。
祀
り
方
は
、
ト
タ
ン
葺
な
い
し
銅
板
葺
の
木

製
神
殿
形
式
か
石
祠
で
、
場
所
は
路
傍
か
屋
敷
内
で
あ
る
。
町
内
の
ふ
な
と
神
は
次
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
㊽

と
し
て
表
８
を
添
付
し
て
い
る
。
前
半
部
の
『
徳
島
の
石
仏
』
は
、
一
九
八
四
年
六
月
刊
の
荒
岡
一
夫
氏
の
著
書
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら

の
引
用
（
一
〇
二
頁
）
で
あ
っ
た
。
記
・
紀
神
話
で
は
、「
衝つ
き
た
つ
ふ
な
と
の
か
み

立
船
戸
神
」「
来く
な
と
の
さ
へ
の
か
み

名
戸
祖
神
」「
岐
ふ
な
と
の
か
み

神
」
と
あ
り
、
確
か
に
荒
岡
氏
が
言
わ

れ
る
如
く
、「
中
国
の
道
祖
神
が
日
本
に
移
入
さ
れ
る
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
」
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
正
確
で
は
な
い
。
中
国

に
は
道
路
の
神
と
し
て
の
「
祖ソ

神シ
ン

」、
送
別
の
は
な
む
け
と
し
て
の
「
祖ソ

餞セ
ン

」、
旅
行
者
を
送
る
宴
会
と
し
て
の
「
祖ソ

道ド
ウ

」
の
文
字
は
あ

る
も
の
の
、「
道ド
ウ

祖ソ

」
や
「
道ド
ウ

祖ソ

神ジ
ン

」
と
呼
ぶ
神
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
「
道ド
ウ

」
は
道
の
神
を
も
意
味
す
る
が
表
記
は
「
行コ
ウ

神シ
ン

」
で
あ
り

「
道
祖
神
」
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
加
え
て
、『
宋
書
』「
暦
志
」
の
中
に
「
崔
寔
四
民
月
令
曰
、
祖
者
道
神
、
黄
帝
之
子
曰
累
祖
、
好
遠

遊
、
死
道
路
、
故
祀
以
為
道
神
」
㊾
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
「
祖
者
道
神
」
と
あ
る
だ
け
で
、「
道
神
」
と
は
あ
る
も
の
の
ま
だ
「
道
祖

神
」
と
は
熟
し
て
い
な
い
。「
道
祖
」
の
初
出
は
承
平
四
年
（
九
三
四
）
頃
成
立
し
た
『
和
名
抄
』
で
あ
り
、
し
か
も
こ
こ
で
は
「
佐さ

倍へ

之の

加か

美み

」
と
呼
ん
で
い
た
。
出
典
は
漢
籍
で
は
な
く
和
書
で
あ
り
、「
道
祖
」
は
所
謂
和
製
漢
字
な
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
こ
れ
を
「
道ど
う

祖そ

神じ
ん

」
と
呼
ぶ
初
見
は
、
管
見
で
は
承
久
三
年
（
一
二
二
一
）
頃
成
立
し
た
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
で
あ
り
、
そ
ん
な
に
古
い
事
で
は
な

い
。
こ
の
意
味
で
、「
来く
な
と
の
さ
へ
の
か
み

名
戸
祖
神
」
と
表
記
す
る
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
は
、
極
め
て
重
要
な
価
値
を
持
つ
。
即
ち
、
中
国
の
道
路
の

神
と
し
て
の
「
祖ソ

神シ
ン

」
を
、『
紀
』
が
成
立
し
た
七
二
〇
年
の
段
階
で
既
に
「
祖さ
へ
の
か
み神」
と
訓
読
み
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
祖ソ

神シ
ン

」
伝
承
以
前
に
既
に
大
和
言
葉
と
し
て
の
「
さ
へ
の
か
み
」
の
概
念
が
存
在
し
て
い
た
事
の
証
左
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
『
和
名
抄
』

よ
り
も
二
一
四
年
以
上
は
遡
さ
か
の
ぼり

得
る
。
以
上
の
意
味
で
、
荒
岡
氏
の
如
き
「
中
国
の
道
祖
神
」
と
い
う
表
現
は
再
考
を
要
す
る
。
中
国

に
は
「
道ド
ウ

祖ソ

」「
道ド
ウ

祖ソ

神ジ
ン

」
と
い
う
熟
語
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
表
11
を
見
れ
ば
平
成
元
年
（
一
九
八
七
）
現
在
で
町
内
に
六
祠
の
岐
神
が
確
認
さ
れ
て
い
た
事
が
判
る
。
美
馬
町
の
岐
神
に
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つ
い
て
最
初
に
言
及
し
た
の
は
、
こ
れ
よ
り
五
年
前
の
一
九
八
二
年
に
成
立
し
た
荒
岡
氏
稿
「
ふ
な
と
神
考
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ

れ
ば
先
に
詳
述
し
た
が
、
西
宗
重
と
中
山
路
の
二
ケ
所
の
み
で
あ
っ
た
。
し
か
も
「
美
馬
郡
内
で
二
基
の
採
集
で
意
義
深
く
思
っ
た
」

と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
氏
は
美
馬
郡
脇
町
で
一
八
祠
、
同
郡
穴
吹
町
で
数
十
祠
の
岐
神
が
存
在
し
て
い
る
事
を
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
。
荒
岡
氏
在
住
の
美
馬
町
内
で
も
、
五
年
後
の
一
九
八
七
年
に
四
祠
の
岐
神
祭
祀
事
例
が
新
た
に
追
加
確
認
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目

し
て
お
き
た
い
。

こ
の
六
地
区
を
分
布
図
に
示
し
た
も
の
が
地
図
５
で
あ
る
が
、
町
内
全
域
か
ら
見
れ
ば
ほ
ぼ
満
遍
な
く
均
等
に
分
布
し
て
い
る
こ
と

が
判
る
。
次
に
再
び
表
11
に
眼
を
転
ず
れ
ば
、
呼
称
は
総
て
フ
ナ
ト
で
統
一
さ
れ
て
い
た
。
敢
え
て
違
い
を
見
出
せ
ば
、
１
と
６
が
サ

番
号

地　

区

形　
　

式

呼　
　

称

御 

神 

体

功　
　

徳

祭　
　
　
　

礼

場　

所

１

竹
ノ
内

石　
　

祠

オ
フ
ナ
ト
サ
ン

円　
　

石

正
月
、
盆
、
彼
岸
に
酒
、
米
、
塩
な
ど
を
供
え
て
祀
る
。

屋　

敷

２

山
嫁
坂

ト
タ
ン
葺 

木 

製 

祠

フ
ナ
ト
神

青
長
円
石

道
路
沿

３

清　

田

石　
　

祠

フ
ナ
ト
神

自 

然 

石

紋
日
に
お
供
え
し
て
祀
る
。

屋　

敷

４

清　

田

石　
　

祠

フ
ナ
ト
神

銅　
　

鏡

正
月
、
祭
に
神
酒
、
餅
、
お
供
米
を
供
え
て
祀
る
。

十
月
十
九
日
に
正
部
神
社
の
祭
礼
に
神
官
の
お
祓
い
を
う
け
て

い
た
。

道
路
沿

５

丸　

山

石　
　

祠

フ
ナ
ト
神

二
回
の
祭
礼
に
神
官
が
お
祓
い
す
る
。

昔
は
、
部
落
で
寄
附
金
を
集
め
祀
っ
て
い
た
。

急
坂
な
部
落
道
沿
い
に
あ
り
、
交
通
安
全
の
神
と
し
て
尊
信
さ

れ
て
い
た
。

道
路
沿

６

宮　

西

銅 

板 

葺 

木 

製 

祠

オ
フ
ナ
ト
サ
ン

・
女
の
神
で
子 

　

供
の
夜
泣
き 

　

を
治
す
神 

・
悪
疫
退
散
を 

　

さ
せ
る
神

十
月
の
祭
日
に
は
、
神
酒
、
海
幸
、
山
幸
を
供
え
、
幟
を
た
て

て
ご
神
灯
を
か
か
げ
太
鼓
を
た
た
き
祀
る
。

昔
は
、
近
所
の
人
一
〇
軒
位
が
お
祀
り
し
て
い
た
が
現
在
は
当

家
の
み
が
祀
っ
て
い
る
。
約
五
〇
〇
年
前
か
ら
奉
斎
し
て
お
り
、

神
殿
は
千
木
樫
木
魚
の
あ
る
新
造
殿
で
あ
る
。

屋　

敷

表
８　

美
馬
町
に
お
け
る
岐
神
一
覧
表
『
美
馬
町
史
』
一
二
六
〇
頁
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ン
で
敬
称
「
様
」
の
や
や
く
だ
け
た
言
い
方
で
あ
り
、
２
・

３
・
４
・５
の
四
例
が
「
神
」
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
石
祠
が
四

例
で
木
祠
が
二
例
あ
り
、
こ
こ
に
も
顕
著
な
違
い
は
見
出
し

得
な
い
。
功
徳
と
な
る
と
６
の
一
例
で
し
か
判
明
せ
ず
、
岐

神
信
仰
の
低
調
さ
が
見
え
る
。
唯
一
判
明
す
る
６
で
は
、「
女

の
神
で
子
供
の
夜
泣
き
を
治
す
神
」
と
「
悪
疫
退
散
を
さ
せ

る
神
」
の
二
つ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
本
来
の
岐

神
信
仰
の
片
鱗
を
窺
わ
せ
て
い
る
。
岐
神
と
は
、
元
来
記
・

紀
創
世
神
話
で
は
あ
の
世
と
こ
の
世
の
境
界
を
護
る
神
で
あ

り
、
一
日
千
人
を
絞
め
殺
す
ミ
神
を
こ
の
世
に
入
れ
な
い
機

能
が
認
め
ら
れ
た
神
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
「
悪
疫
退
散
」

を
標
榜
す
る
点
に
は
意
味
が
あ
る
。
ま
た
、「
女
の
神
で
子
供

の
夜
泣
き
を
治
す
神
」
と
は
ミ
神
を
暗
示
し
て
お
り
、
ミ
神

が
千
人
絞
め
殺
す
な
ら
、
逆
に
キ
神
は
一
日
千
五
百
人
の
子

作
り
宣
言
す
る
が
、
そ
の
結
果
地
上
に
人
が
増
え
、
人
間
社

会
が
形
成
さ
れ
た
と
説
明
す
る
。
ミ
神
は
人
類
滅
亡
に
導
く

神
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
れ
が
キ
神
へ
の
刺
激
と
な
り
逆
説
的

に
創
世
神
話
と
な
る
の
で
あ
る
。「
女
の
神
」
は
ミ
神
を
、

「
子
供
の
夜
泣
き
を
治
す
神
」
と
は
人
類
創
世
を
意
味
し
て

い
た
の
で
あ
り
、
か
な
り
奥
深
い
意
味
を
持
つ
。
神
山
町

七
六
七
祠
の
岐
神
祠
で
は
全
七
〇
例
中
の
二
一
例

香川県香川郡
塩江町

香川県仲多度郡
琴南町

美馬郡美馬町全図 徳島県

美馬郡
貞光町

美馬郡
穴吹町

三好郡
三加茂町

美
馬
郡
脇
町

北

美
馬
郡

半
田
町

三
好
郡
三
野
町

野
村
谷
川鍋

倉
谷
川中

野
谷
川

高
瀬
谷
川

竹
ノ
内

山
嫁
坂 宮

西

丸
山

吉　野　川　本　流

清
田

せ
い
　だ

３
４

５

６２

１

地図５．美馬町内の岐神分布図

九
〇

近　藤　直　也 75



（
三
〇
％
）
が
子
供
の
守
り
神
で
あ
り
、
こ
れ
と
較
べ
る
べ
く
も
な
い
が
、
僅
か
に
南
型
の
片
鱗
を
６
の
「
功
徳
」
欄
に
見
出
す
事
は
可

能
で
あ
る
。

一
方
、「
祭
礼
」
欄
を
見
れ
ば
、
南
型
と
は
完
全
に
質
を
異こ
と

に
し
て
お
り
、
美
馬
町
・
貞
光
町
以
西
を
西
型
と
名
付
け
る
根
拠
は
こ
の

点
に
あ
る
。
ま
ず
祭
礼
日
で
あ
る
が
、
正
月
・
盆
・
彼
岸
・
紋
日
・
十
月
の
祭
日
な
ど
と
あ
り
、
全
六
例
中
ど
こ
も
一
一
月
一
六
日
と

一
月
一
六
日
を
祭
礼
日
と
し
て
い
な
か
っ
た
。
特
に
北
型
に
顕
著
な
一
一
月
一
六
日
は
皆
無
で
あ
っ
た
。

次
に
供
物
で
あ
る
が
、
神
綿
着
・
帷か
た

子び
ら

ま
た
こ
れ
と
連
動
す
る
当
歳
児
に
対
す
る
綿
着
祝
い
の
風
も
一
切
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
岐
神

へ
の
供
物
は
、
酒
・
米
・
塩
・
餅
・
海
幸
・
山
幸
な
ど
で
あ
り
、
岐
神
な
ら
で
は
の
特
異
性
は
見
出
し
得
な
い
。
ま
た
、
一
二
人
の
子

沢
山
伝
承
、
こ
れ
に
纏ま
つ

わ
る
沈
黙
裏
の
参
拝
、
ま
た
実
際
の
子
沢
山
の
家
へ
の
岐
神
の
降
参
の
意
を
示
す
お
辞
儀
伝
承
も
無
か
っ
た
。

ま
さ
に
阿
波
岐
神
の
特
異
性
を
示
す
根
幹
部
分
を
形
成
す
る
こ
れ
ら
の
伝
承
が
一
例
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
北
型
と
は
異
質

の
文
化
圏
と
し
て
の
西
型
を
設
定
す
る
必
然
性
は
こ
の
点
に
あ
る
。

四
、一
九
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
に
か
け
て
の
岐
神
信
仰
に
関
す
る
言
説

一
九
九
二
年
三
月
刊
の
『
羽
ノ
浦
町
誌
』
に
は
、「
お
ふ
な
た
さ
ん
」
と
題
し
て
町
内
の
岐
神
信
仰
の
本
文
と
、
一
一
地
区
の
各
事
例

が
伝
承
者
名
と
共
に
記
さ
れ
て
い
る
。
文
面
か
ら
推
せ
ば
、
臨
場
感
を
持
た
す
た
め
か
編
集
時
に
殆
ど
手
を
加
え
ず
、
生
の
聞
書
を
そ

の
ま
ま
掲
載
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
本
文
の
み
を
引
用
し
、
一
一
事
例
は
表
12
に
纏ま
と

め
て
紹
介
す
る
。

�

お
ふ
な
た
さ
ん　

も
と
は
災
禍
の
進
入
を
防
ぐ
神
、
あ
る
い
は
道
路
・
旅
の
神
な
ど
と
さ
れ
た
岐
神
（
ふ
な
と
の
か
み
）
か
ら
き
た

も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
徳
島
県
下
で
も
多
く
ま
つ
ら
れ
て
お
り
、
特
に
県
南
で
は
目
と
足
が
不
自
由
な
女
の
神
様

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

で（
傍
点
近
藤
）

子
供
が

十
二
人
い
る
と
い
う
伝
承
が
あ
る
が
、
地
域
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
る
。
羽
ノ
浦
町
に
お
い
て
も
、
岩
脇
と
中
庄
の
伝
承
に
違
い
が
あ

り
、
岩
脇
は
神
ま
つ
り
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
仏
ま
つ
り
の
傾
向
が
強
い
。
な
お
中
庄
村
絵
図
に
「
舟
戸
」
の
名
称
が
五
カ
所
記
載

さ
れ
て
い
る
。
㊿
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と
あ
る
。「
お
ふ
な
た
さ
ん
」
を
岐ふ
な
と
が
み神の
訛か

言げ
ん

と
し
、「
災
禍
の
侵
入
を
防
ぐ
神
、
あ
る
い
は
道
路
・
旅
の
神
」
と
解
釈
す
る
点
は
、
高

く
評
価
し
た
い
。
不
用
意
な
猿
田
彦
神
と
の
混
同
に
よ
り
、
論
旨
が
不
明
確
に
な
る
所
説
が
多
い
中
に
あ
っ
て
、
視
点
が
ブ
レ
ず
、
岐

神
信
仰
に
真ま
っ

向こ
う

か
ら
立
ち
向
か
い
得
て
い
る
。
加
え
て
、「
徳
島
県
下
で
も
多
く
ま
つ
ら
れ
て
お
り
」
と
し
て
、
全
国
的
視
野
か
ら
徳
島

県
の
特
異
性
を
指
摘
で
き
て
い
る
点
、
ま
た
「
特
に
県
南
で
は
目
と
足
が
不
自
由
な
女
の
神
様
」
と
し
て
位
置
付
け
て
お
り
、
近
藤
が

提
唱
す
る
南
型
を
こ
の
段
階
（
二
〇
一
二
年
現
在
で
二
〇
年
前
）
で
既
に
示
唆
で
き
て
い
る
点
な
ど
、
卓
越
し
た
分
析
眼
が
随
所
に
見

ら
れ
る
。

さ
て
、
以
上
の
本
文
の
原
資
料
と
し
て
の
一
一
事
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
表
９
に
纏ま
と

め
、
更
に
一
一
地
区
の
位
置
関
係
を
地
図
６
に

示
し
た
。
地
図
上
の
分
布
図
を
見
れ
ば
、
中
庄
に
五
例
、
岩
脇
に
四
例
、
古
毛
と
古
庄
に
各
一
例
ず
つ
あ
り
、
明
見
・
宮
倉
に
は
見
出

し
得
な
か
っ
た
。
地
区
に
よ
っ
て
多
少
の
バ
ラ
つ
き
は
あ
る
も
の
の
、
全
体
に
見
れ
ば
ほ
ぼ
満
遍
な
く
分
布
し
て
い
た
。
こ
の
一
一
例

の
原
資
料
を
眺
め
て
い
る
と
、
本
文
以
外
に
指
摘
す
べ
き
点
が
多
々
あ
る
た
め
、
改
め
て
こ
こ
で
詳
述
し
て
お
き
た
い
。
本
文
中
に
「
中

庄
村
絵
図
に
『
舟
戸
』
の
名
称
が
五
カ
所
記
載
さ
れ
て
い
る
」
と
あ
る
が
、
こ
の
一
覧
表
に
も
旧
中な
か
の
し
ょ
う
む
ら

庄
村
で
野
神
・
中
塚
・
千
田
池
の

三
地
区
で
五
祠
の
岐
神
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。「
中
庄
村
絵
図
」
そ
の
も
の
は
文
化
一
〇
年
（
一
八
一
三
）
頃
の
成
立
で
あ
っ
て
み
れ

ば
、
こ
の
五
祠
の
岐
神
も
文
化
一
〇
年
以
前
か
ら
祀
ら
れ
て
い
た
と
推
定
し
得
る
。
残
り
の
旧
古こ

毛も
う

村
・
岩
脇
村
・
古
ふ
る
し
ょ
う庄
村
の
岐
神
六

祠
の
成
立
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
、
伝
承
面
か
ら
推
せ
ば
中
庄
の
場
合
と
大
差
な
い
た
め
、
こ
れ
ら
も
文
化
一
〇
年
頃
以
前
か
ら
存
在

し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
羽
ノ
浦
町
内
の
岐
神
一
一
祠
は
、
近
代
以
降
の
神
社
合
祀
（
６
）
や
農
地
の
区
画
整
理
（
７
・
８
）
そ
の
他
の

理
由
（
10
）
等
で
若
干
の
移
動
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
総
て
近
世
以
前
か
ら
存
在
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

最
初
に
祠
所
在
の
場
所
的
意
味
に
つ
い
て
注
目
し
て
お
こ
う
。
１
の
「
隣
家
と
の
境
」（
写
真
７
参
照
）
と
か
２
の
「
宮
下
・
猪
谷
・

阿
千
田
の
境
」
な
ど
は
、
岐
神
の
本
質
で
あ
る
境
界
防
禦
の
性
格
を
色
濃
く
残
し
て
い
る
。
３
で
は
「
田
の
畔
の
丁
字
路
に
、
川
原
石

で
築
い
た
石
垣
が
あ
り
、
こ
こ
に
祀
る
」（
写
真
８
参
照
）
と
述
べ
る
が
、
こ
れ
は
単
な
る
石
垣
と
い
う
よ
り
も
一
種
の
塚
と
見
た
方
が

妥
当
で
あ
る
。
４
の
「
畑
の
脇
の
塚
」、
６
の
「
古
く
は
石
と
土
を
盛
り
上
げ
た
二
メ
ー
ト
ル
近
く
の
塚
」
と
も
共
通
す
る
。
塚
の
上
に

石
祠
を
安
置
す
る
姿
は
岐
神
と
し
て
は
一
般
的
な
姿
で
あ
り
、
こ
の
塚
の
位
置
が
今
で
は
元
の
意
味
が
忘
れ
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
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徳
島
県
那
賀
郡

羽
ノ
浦
町

伝 

承 

者

祠
が
あ
る
場
所
と

祠
の
概
要

祭
礼
（
参
拝
）
日
と

供
物

子
供
の
数

母　
　

神

御 

利 

益

備　
　
　

考

1
古こ

毛も
う

車
田

埴
渕　
　

豊

隣
家
と
の
境
。

十
二
人

母
神
で
あ
る
お

ふ
な
た
さ
ん

足
の
神
様

｢

二
軒
屋
（
家
）｣

の
神
様
と
呼
ば
れ
隣
家
と

の
境
に
あ
り
、
昭
和
の
終
わ
り
頃
ま
で
は
二

軒
ま
つ
っ
て
い
た
が
、
現
在
は
一
軒
に
な
っ

た
。
伝
承
に
よ
る
と
、
子
ど
も
が
十
二
人
い

る
足
の
神
様
と
い
わ
れ
、
供
え
物
を
し
て
も

な
か
な
か
母
親
で
あ
る
お
ふ
な
た
さ
ん
の
口

に
入
ら
な
い
の
で
、
子
ど
も
（
家
の
）
と
一

緒
に
供
え
物
を
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
。

2
岩
脇
宮
下

六
十
一

福
良　

敏
子

宮
下
、
猪
谷
、
阿

千
田
の
境
に
あ
る

場
所
、
山
の
入
り

口
、
以
前
は
祠
脇

に
大
き
な
榊
の
木

が
あ
っ
た
。

今
は
年
に
一
回
、

十
二
月
三
十
一
日
に

お
神
酒
、
ご
飯
な
ど

の
供
え
物
を
し
て
元

旦
に
お
参
り
。

古
く
か
ら｢

お
ふ
な
た
さ
ん
じ
ゃ
け
ん
、
あ

り
が
た
い｣

と
い
う
こ
と
で
、
大
切
に
お
ま

つ
り
を
す
る
よ
う
い
わ
れ
て
い
た
。

3
岩
脇
上
平

八
十
二

一
楽　

新
一

田
の
畔
の
丁
字
路

に
、
川
原
石
で
築

い
た
石
垣
が
あ

り
、
こ
こ
に
祀
る
。

彼
岸
、
盆
に
線
香
、

ミ
ズ
ノ
モ
ト
な
ど
を

供
え
て
い
た
。

昔
こ
こ
で
亡
く
な
っ
た
侍
を
ま
つ
っ
た
も
の

と
伝
承
さ
れ
て
い
る
（
イ
ク
シ
サ
ン
と
の
関

係
に
つ
い
て
は
イ
ク
シ
サ
ン
は
旅
の
行
き
倒

れ
を
ま
つ
っ
た
も
の
だ
と
い
う
）。

4
岩
脇
上
平

多
田　
　

稔

畑
の
脇
の
塚
。

特
に
祭
日
は
な
い
が

草
が
生
え
る
と
き
れ

い
に
掃
除
を
す
る
。

正
月
に
は
小
さ
な
鏡

餅
。

神
様
か
仏
様
が
よ
く
分
ら
な
い
。

表
９　

徳
島
県
那
賀
郡
羽
ノ
浦
町
内
祭
祀
の
岐
神
祠
に
関
す
る
伝
承
一
覧
表

羽
ノ
浦
町
誌
編
さ
ん
委
員
会
編

『
羽
ノ
浦
町
誌　

民
俗
編
』
所
収　

四
一
〇
～
四
一
四
頁
。
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5
岩
脇
中
地
十

一
楽　

哲
郎

一
楽
氏
の
祖
先
神

で
あ
る
一
楽
神
社

の
敷
地
内
に
ま
つ

ら
れ
て
い
る
。
古

く
か
ら
こ
の
位
置

に
あ
っ
た
。

盆
に
は
ミ
ズ
ツ
モ
ト

を
供
え
る
。

6
中な
か
の
し
ょ
う
庄　

野
神

岩
佐　

善
文 

岩
佐　

花
子

（
明
治
四
十
二

年
生
ま
れ
）

お
ひ
な
た
さ
ん
と

呼
ば
れ
、
古
く
は

石
と
土
を
盛
り

上
げ
た
二
メ
ー
ト

ル
近
く
の
塚
が
あ

り
、
大
き
な
モ
チ

の
木
と
ヤ
ブ
ツ
バ

キ
が
茂
っ
て
い

た
。
現
在
八
幡
神

社
に
合
祀
さ
れ

て
い
る
が
、
小
祠

と
し
て
残
っ
て
い

る
。

一
楽
神
社
の
祭
日
。

十
二
人

お
母
さ
ん
で
あ

る
ふ
な
た
さ
ん

明
治
時
代
の
後
半
ま
で
在
所
の
神
様
と
し
て

ま
つ
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
詳
細
は

よ
く
わ
か
ら
な
い
。
祭
礼
が
行
な
わ
れ
て
お

り
、
二
～
三
人
で
担
げ
る
よ
う
な
子
ど
も
御

輿
が
あ
り
、
村
中
を
回
っ
て
い
た
。
正
月
三

が
日
に
は
ご
飯
を
供
え
る
が
、
お
ひ
な
た
さ

ん
に
は
十
二
人
の
子
ど
も
が
あ
り
、
子
ど
も

に
み
ん
な
食
べ
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
、
供
え

た
後
は
絶
対
振
り
向
か
ず
に
帰
っ
て
く
る
よ

う
に
い
わ
れ
て
い
た
（
三
が
日
の
間
は
お
母

さ
ん
で
あ
る
お
ふ
な
た
さ
ん
に
食
べ
て
も
ら

う
と
い
う
こ
と
で
）。

7
中
庄　

中
塚

繁
田　
　

博

繁
田
ソ
テ
ツ

（
大
正
十
一

年
生
ま
れ
）

か
つ
て
田
の
中
の

大
き
な
杜も
り

の
中
に

ま
つ
ら
れ
て
い
た

が
、
昭
和
五
十
年

代
に
区
画
整
理
を

行
な
っ
た
際
に
木

を
切
っ
た
の
で
、

現
在
そ
こ
に
ま
つ

ら
れ
て
い
た
祠
を

二
つ
（
一
つ
は
祠

の
よ
う
な
も
の
）

を
田
の
畔
に
ま

つ
っ
て
い
る
。

正
月
三
が
日
は
ご
飯

を
供
え
る
。

名
前
は
明
確
で
は
な
い
が
、
そ
の
う
ち
の
一

つ
を
お
ふ
な
と
さ
ん
と
呼
ぶ
。
な
お
、
も
う

一
つ
の
石
製
の
祠
の
よ
う
な
も
の
に
つ
い
て

は
正
月
に
餅
。
盆
に
は
シ
キ
ミ
を
供
え
て
い

る
。

九
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8
中
庄　

中
塚

井
原　

幸
雄

田
の
中
の
杜
に

あ
っ
た
も
の
を
、

現
在
は
田
の
畔
に

移
し
て
ま
つ
っ
て

い
る
。

榊
と
御
神
酒
、
供
え

る
ほ
か
、
正
月
に
は

餅
な
ど
を
供
え
て
い

た
。

か
つ
て
は
稲
刈
り
の
終
わ
っ
た
後
に
子
ど
も

相
撲
を
し
て
い
た
。

9
中
庄　

中
塚

湯
浅　

正
一

畑
の
中

特
に
祭
日
な
ど
は
は

い
。

十
二
人

野
武
士
を
葬
っ
て
い
る
と
の
伝
承
が
あ
る
。

お
ふ
な
た
さ
ん
に
は
十
二
人
の
子
ど
も
が
あ

り
、
祭
日
に
集
ま
っ
て
く
る
の
で
、
供
え
も

の
を
し
た
ら
後
を
振
り
返
ら
ず
家
に
帰
る
よ

う
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

10
中
庄　

千
田
池
川
田　

宨
子

千
田
池
に
は
か
つ

て
ふ
な
と
屋
敷
と

呼
ば
れ
る
十
坪

ほ
ど
の
田
ん
ぼ
が

あ
っ
た
。
大
正
時

代
に
は
す
で
に
祠

は
な
か
っ
た
よ
う

で
一
時
、
丸
山
の

先
端
部
分
に
ま
つ

ら
れ
て
い
た
が
、

現
在
は
や
や
の

ぼ
っ
た
松
の
木
の

根
元
に
あ
る
。

十
月
十
六
日
。

11
古ふ
る

庄し
ょ
う

　

越
前

久
米　
　

豊

屋
敷
神
と
と
も
に

屋
敷
の
敷
地
内
に

ま
つ
ら
れ
て
い

る
。

十
二
人

静
か
な
こ
と
が
好
き
な
神
様
で
、
子
ど
も
が

十
二
人
い
る
と
い
う
伝
承
が
あ
る
。

九
五
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が
、
元
は
１
・
２
と
同
じ
く
何
ら
か
の
境
界
を
意
味
し
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
。
５
で
は
「
一
楽
氏
の
祖
先
神
で
あ
る
一
楽
神
社
の
境
内
内

に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
。
古
く
か
ら
こ
の
位
置
に
あ
っ
た
」
と
さ
れ
る

が
、
聖
と
俗
の
境
界
に
あ
る
岐
神
は
、
氏
神
の
聖
域
を
守
護
す
る
た

め
に
祀
ら
れ
た
と
見
て
よ
い
。
こ
の
型
は
「
神
社
」
を
「
屋
敷
」
に

置
き
替
え
れ
ば
、
11
の
「
屋
敷
神
と
と
も
に
屋
敷
の
敷
地
内
に
ま
つ

ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
記
事
に
も
該
当
す
る
。
神
山
町
の
事
例
も
総

て
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
屋
敷
内
の
岐
神
は
必
ず
家
の
内
外
の
境
目
の

内
側
に
祀
ら
れ
、
戸
外
に
睨に
ら

み
を
利き

か
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

７
は
「
田
の
中
の
大
き
な
杜も
り

の
中
」、
８
も
「
田
の
中
の
杜
」、
９

は
「
畑
の
中
」、
10
は
「
ふ
な
と
屋
敷
と
呼
ば
れ
る
十
坪
ほ
ど
の
田
ん

ぼ
」
に
岐
神
の
祠
が
祀
ら
れ
て
い
た
と
あ
る
。「
中
」
と
い
う
表
現
か

ら
中
央
を
想
像
し
が
ち
で
あ
る
が
、
中
央
と
い
う
よ
り
も
「
杜も
り

」
が

重
要
な
意
味
を
持
つ
。「
十
坪
ほ
ど
の
田
ん
ぼ
」
も
元
は
「
ふ
な
と
屋

敷
」
と
称
さ
れ
て
い
た
如
く
、
聖
域
の
杜も
り

が
何
ら
か
の
経
済
的
理
由

に
よ
っ
て
田
に
開
墾
さ
れ
た
ま
で
で
あ
る
。
岐
神
を
祀
る
場
所
は
、

根
本
的
に
そ
の
場
が
あ
の
世
と
こ
の
世
の
境
目
と
見
做
す
べ
き
で
あ

る
。
以
上
、
１
～
11
ま
で
そ
の
祭
祀
場
所
に
注
目
し
て
き
た
が
、

来く
な
と
の
さ
へ
の
か
み

名
戸
祖
神
と
正
式
に
呼
称
さ
れ
る
如
く
、
そ
こ
は
常
に
恐
る
べ
き

異
次
元
空
間
へ
の
出
入
口
な
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
点
は
、
３
・
９
の
備
考
欄
を
見
れ
ば
改
め
て
首
肯
し
得
る
。
３

岩脇

勝
浦
郡
勝
浦
町

小松島市

北

阿南市

徳島県那賀郡
羽ノ浦町全図

10

11

６

５
４
３

２

１

７． ８． ９

古毛
こ　もう

明見
みょうけん

いわわき

宮倉
みやくら

古庄
ふるしょう

中庄
なかのしょう

地図６．羽ノ浦町内における岐神11祠の分布図
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写
真
７
－
１

　

�

那
賀
郡
羽
ノ
浦
町
古
毛
車
田
の
岐
神
。
子
供
が
12
人
い
る
足
の
神
様
と
い

わ
れ
、
供
え
物
を
し
て
も
な
か
な
か
母
親
で
あ
る
お
ふ
な
た
さ
ん
の
口
に

入
ら
な
い
の
で
、
子
ど
も
（
家
の
）
と
一
緒
に
供
え
物
を
し
て
は
い
け
な

い
と
い
う
。

写
真
７
－
２

　

�
７
－
１
の
石
祠
の
拡
大
部
分
で
正
面
か
ら
撮
影
し
た
。
御
神
体
ら
し
き

も
の
は
不
明
で
あ
る
が
、
賽
銭
が
供
え
て
あ
り
、
現
在
で
も
お
参
り
が
続

い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

九
七
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写真８－１�　那賀郡羽ノ浦町岩脇上平82に祀られている岐神。田の畔
の丁字路の交差点であり、彼岸、盆に線香やミズノモトな
どを供えていた。昔、ここで亡くなった侍を祀ったものと
いう伝承がある。

写真８－２�　８－１の拡大部分。「川原石で築いた石垣」と町誌に記さ
れているが、今は小塚と呼ぶべきかもしれない。伝承を信
ずれば、この地中に侍の死体が葬られている事になってい
る。岐神と「御霊」の関連性を考える上で、祭祀方法・伝
承ともに重要な意味を持つ。

九
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の
岩
脇
上
平
で
は
「
昔
こ
こ
で
亡
く
な
っ
た
侍
を
ま
つ
っ
た
も
の
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
（
イ
ク
シ
サ
ン
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
イ
ク
シ

サ
ン
は
旅
の
行
き
倒
れ
を
ま
つ
っ
た
も
の
だ
と
い
う
）」
と
あ
り
、
岐
神
と
横
死
者
と
の
密
接
な
関
連
性
を
示
し
て
い
る
。
イ
ク
シ
サ
ン

と
は
地
元
の
言
葉
で
あ
り
、
こ
れ
を
適
切
に
表
記
す
る
漢
字
は
無
い
。
本
質
は
「
無
縁
仏
」
を
意
味
し
て
お
り
、
よ
く
田
や
畑
の
ま
ん

中
の
塚
に
祀
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。「
昔
こ
こ
で
亡
く
な
っ
た
侍
」
に
ど
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
っ
て
野
垂
れ
死
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
死
ん
だ
侍
の
怨
霊
を
鎮
め
祀
る
事
と
岐
神
祭
祀
が
直
結
し
て
い
る
点
は
見
逃
し
得
な
い
事
実
で
あ
る
。

従
っ
て
、
先
に
言
及
し
た
「
田
の
畔
の
丁
字
路
に
、
川
原
石
で
築
い
た
石
垣
」
の
上
に
岐
神
祠
が
祀
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
単
な
る

構
造
物
と
し
て
の
石
垣
で
は
な
く
、
死
者
を
弔
う
た
め
の
塚
な
の
で
あ
り
、
こ
の
塚
の
地
中
に
は
横
死
し
た
侍
の
死
体
が
埋
葬
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
っ
た
。
仮
り
に
実
際
に
こ
こ
に
死
体
が
埋
ま
っ
て
い
な
く
て
も
、
架
空
の
真
実
と
し
て
、
こ
の
よ
う
に
伝
承
さ
れ
て
い
る

事
実
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

從
っ
て
、
３
で
は
祭
礼
日
と
供
物
の
項
に
、
彼
岸
、
盆
に
線
香
、
ミ
ズ
ノ
モ
ト
［
近
藤
注
：
ナ
ス
ビ
と
キ
ュ
ウ
リ
な
ど
を
切
り
刻
み
、

洗
米
と
混
ぜ
た
も
の
で
仏
へ
の
供
物
と
す
る
］
な
ど
を
供
え
て
い
た
」
と
あ
る
が
、
至
極
当
然
の
事
柄
で
あ
っ
た
。
岐
神
の
正
体
が
無

縁
仏
と
し
て
の
イ
ク
シ
サ
ン
（
侍
の
横
死
者
）
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
祭
祀
日
は
盆
と
彼
岸
し
か
有
り
得
な
い
も
の
で
あ
り
、
ま
た
供
物

が
盆
の
無
縁
仏
や
仏
へ
の
供
物
に
特
化
さ
れ
た
ミ
ズ
ノ
モ
ト
限
定
で
あ
る
事
に
も
必
然
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
９
の
中
庄
中
塚
で
も
岐
神
は
「
畑
の
中
に
あ
り
、
野
武
士
を
葬
っ
て
あ
る
」
と
伝
承
す
る
。
こ
こ
で
は
祭
祀
日
や
供
物
に
関

し
全
く
言
及
が
無
い
た
め
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
３
の
「
侍
」
と
９
の
「
野
武
士
」
に
は
通
じ
る
も
の
が
あ
り
、
や
は
り
戦
乱
等
が

原
因
で
横
死
し
、
３
と
同
様
に
無
縁
仏
と
し
て
処
遇
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
３
が
岩い
わ

脇わ
き

に
属
し
、
９
が
中
な
か
の
し
ょ
う
庄
に
属
し
て
い
た
点

に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
本
文
で
は
「
岩
脇
と
中
庄
の
伝
承
に
違
い
が
あ
り
、
岩
脇
は
神
ま
つ
り
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
仏
ま
つ
り
の

傾
向
が
強
い
」
と
あ
る
が
、
両
方
の
岐
神
も
元
の
正
体
が
無
縁
仏
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
岩
脇
の
み
に
「
仏
ま
つ
り
の
傾
向
が
強
い
」
と

は
一
概
に
言
え
な
い
。
確
か
に
４
の
岩
脇
で
も
盆
に
ミ
ズ
ノ
モ
ト
を
供
え
、
畑
の
脇
の
塚
に
岐
神
を
祀
っ
て
お
り
、「
神
様
か
仏
様
か
よ

く
分
ら
な
い
」
と
疑
問
を
呈
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
視
点
を
ズ
ラ
せ
ば
塚
の
な
か
に
横
死
者
の
死
体
が
埋
ま
っ
て
い
た
可
能
性
が
大
で

あ
り
、
仏
事
と
し
て
の
性
格
は
色
濃
い
。
名
称
こ
そ
「
岐
神
」
で
あ
る
も
の
の
実
体
は
「
無
縁
仏
」
で
あ
る
た
め
、「
神
様
」
で
も
あ
り

九
九
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「
仏
様
」
で
も
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
同
様
の
伝
承
は
９
の
中
庄
中
塚
に
も
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
岐
神
そ
の
も
の
は

元
来
そ
の
塚
の
中
に
野の

垂た

れ
死じ
に

し
た
横
死
者
の
骸む
く
ろが
埋
葬
さ
れ
て
い
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
た
方
が
順
当
で
あ
る
。
先
に
詳
述

し
た
が
、
元
慶
元
年
（
九
三
八
）
年
九
月
二
日
の
『
本
朝
世
紀
』
の
記
事
に
は
岐
神
の
別
称
が
「
御
霊
」
で
あ
っ
た
。
平
安
時
代
に
お

い
て
も
旅
の
途
上
の
野の

垂た
れ

死じ
に

者し
ゃ

に
旅
の
安
全
を
祈
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
「
御
霊
」
の
ル
ー
ツ
が
キ
・
ミ
神
の
創
世
神
話

に
あ
る
事
は
婁る
じ
ゅ
つ述

し
た
。
３
・
４
・
９
の
現
象
に
見
ら
れ
る
如
く
、
現
在
の
羽
ノ
浦
町
岩
脇
・
中
庄
と
、
平
安
時
代
の
京
都
そ
し
て
キ
・

ミ
神
の
創
世
神
話
の
三
者
の
時
間
と
空
間
は
、
岐
ふ
な
と
が
み神
祭
祀
と
い
う
軸
に
よ
っ
て
密
接
に
繋
が
っ
て
い
た
事
を
こ
こ
で
再
確
認
し
て
お
き

た
い
。
特
に
「
侍
」・「
野
武
士
」
を
葬
っ
た
塚
と
さ
れ
る
３
・
９
の
岐ふ
な
と
が
み
し

神
祠
の
伝
承
は
、「
御
霊
」
や
キ
・
ミ
神
の
創
世
神
話
に
纏
わ
る

岐
神
の
本
質
に
直
結
し
て
い
る
。
従
来
誰
も
注
目
し
て
こ
な
か
っ
た
が
、
羽
ノ
浦
町
内
の
こ
れ
ら
の
事
例
は
徳
島
県
下
全
域
の
岐
神
信

仰
ひ
い
て
は
全
国
の
岐
神
信
仰
の
軌
跡
塗
り
変
え
る
程
の
重
大
な
意
味
を
持
つ
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

３
・
９
は
横
死
者
埋
葬
の
伝
承
を
明
言
し
て
い
た
が
、
こ
れ
に
次
い
で
４
も
横
死
者
埋
葬
の
塚
上
に
岐
神
を
祀
っ
て
い
た
可
能
性
が

極
め
て
高
い
事
を
先
に
指
摘
し
た
。
こ
う
な
る
と
、
残
り
の
八
例
も
改
め
て
そ
の
可
能
性
を
検
証
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
６

の
中
庄
野
神
で
は
、
二
メ
ー
ト
ル
近
く
の
塚
に
岐
神
が
祀
ら
れ
て
お
り
、
横
死
者
埋
葬
の
伝
承
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
ま
た

７
・
８
の
中
庄
中
塚
の
二
地
区
で
は
共
に
「
田
の
中
の
杜も
り

」
に
祀
ら
れ
て
い
る
が
、
３
で
言
及
し
た
如
く
こ
の
よ
う
な
場
所
は
往
々
に
し

て
無
縁
仏
な
ど
が
祀
ら
れ
る
場
所
で
あ
っ
た
。

こ
の
他
、
岐
神
と
類
似
の
性
格
を
持
つ
ド
ウ
ロ
ク
神ジ
ン

で
あ
る
が
、
徳
島
県
三
好
郡
東
祖
谷
山
村
大
枝
で
は
「
木
落
ち
、
瀧
落
ち
、
川

流
れ
、
道
の
下
の
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン

」
の
物
言
い
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
変
死
し
た
人
は
ミ
サ
キ
に
や
ら
れ
た
た
め
の
結
果
と
し
、
ミ
サ

キ
に
や
ら
れ
た
死
者
を
供
養
す
る
時
に
百
日
ザ
ラ
シ
を
し
て
柄
杓
で
水
を
手
向
け
る
が
、
こ
の
時
の
唱
え
言
の
一
部
分
で
あ
る
。
木
落

ち
と
は
木
に
首
を
吊
っ
て
死
ん
だ
人
、
瀧
落
ち
と
川
流
れ
は
入じ
ゅ

水す
い

自
殺
ま
た
は
水
難
事
故
死
者
、
道
の
下
の
ド
ウ
ロ
ク
神
と
は
道
路
で

死
ん
だ
人
（
交
通
事
故
死
ま
た
は
野の
た
れ
じ
に

垂
死
）
を
指
し
、
こ
の
言
葉
を
唱
え
た
後
に
「
安
ら
か
に
眠
っ
て
下
さ
い
」
な
ど
の
鎮
魂
の
言
葉

が
続
く
。

ま
た
同
村
阿
佐
の
某
家
で
は
、
家
の
仏
壇
に
オ
ダ
イ
ッ
サ
ン
（
弘
法
大
師
塚
）
を
祀
り
毎
朝
の
勤ご
ん
ぎ
ょ
う行を
す
る
が
、
こ
の
時
「
生い
き
り
ょ
う霊、
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死し
り
ょ
う霊

、
呪の
ろ

い
が
調ち
ょ
う
ぶ
く伏、

道
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
、
山
ミ
サ
キ
、
川
ミ
サ
キ
あ
り
ま
し
て
も
、
ど
う
ぞ
災
い
な
い
よ
う
に

」
と
口こ
う
し
ょ
う誦し

て
い

る
。
伝
承
者
は
、
高
齢
に
も
関
ら
ず
自
分
が
毎
日
息
災
に
生
き
ら
れ
る
の
は
こ
の
お
勤
め
の
お
か
げ
だ
と
信
じ
て
疑
わ
な
い
。
山
ミ
サ

キ
・
川
ミ
サ
キ
・
道
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
と
は
七
人
ミ
サ
キ
の
事
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
変
死
し
た
浮
か
ば
れ
な
い
人
の
霊
で
あ
り
、
彼
ら
の

個
々
の
霊
が
成
仏
ま
た
は
神
サ
ン
に
な
る
た
め
に
は
各
々
七
人
の
命
を
奪
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
ま

た
は
死
者
霊
そ
の
も
の
を
「
七
人
ミ
サ
キ
」
と
呼
ぶ
。
ま
た
、「
山
ミ
サ
キ
・
川
ミ
サ
キ
・
道
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
と
い
う
の
は
目
に
は
見
え

な
い
だ
け
で
必
ず
い
る
。
人
が
死
ぬ
場
所
は
決
ま
っ
て
お
り
、
私
が
知
っ
て
い
る
だ
け
で
も
同
じ
場
所
で
三
〇
人
余
り
の
人
が
死
ん
だ

場
所
が
あ
る
。
そ
れ
は
七
人
ミ
サ
キ
が
障さ
わ

っ
た
結
果
で
あ
り
、
彼
ら
各
々
は
七
人
の
後
輩
を
作
ら
な
い
と
成
仏
で
き
な
い
か
ら
、
ま
た

神
サ
ン
に
な
れ
な
い
の
で
、
ど
う
し
て
も
そ
こ
で
死
人
が
増
え
る

」
と
い
う
。

加
え
て
同
村
樫か
し

尾お

で
は
、
彼
岸
の
祀
り
に
は
縁
の
外
側
の
雨
垂
れ
に
無
縁
サ
ン
（
仏
）
を
祀
る
。
こ
れ
は
家
の
仏
壇
に
供
え
た
白
飯

と
茶
の
雛
形
で
あ
り
、
か
な
り
小
ぶ
り
な
も
の
を
別
に
用
意
し
て
お
く
。
縁
側
か
ら
立
っ
た
ま
ま
、
雨
垂
れ
に
向
け
て
投
げ
捨
て
る
所

作
で
行
な
う
の
だ
が
、
こ
の
時
「
木
落
ち
、
瀧
落
ち
、
川
な
が
れ
、
祀
り
は
ず
し
は
あ
ろ
う
と
も
、
受
け
取
り
は
ず
し
の
な
い
よ
う
に

」
と
唱
え
て
い
た
。
こ
の
文
言
は
、
前
述
の
大
枝
・
阿
佐
の
事
例
を
考
慮
す
れ
ば
、
本
来
は
「
川
な
が
れ
」
の
後
に
「
道
の
下
の
ド

ウ
ロ
ク
ジ
ン
」
ま
た
は
「
道
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
」
が
続
く
べ
き
で
あ
っ
た
が
後
に
省
略
さ
れ
た
事
が
理
解
で
き
る
。

百
日
ザ
ラ
シ
・
毎
朝
の
仏
壇
で
の
勤こ
ん
ぎ
ょ
う行・
春
秋
の
彼
岸
と
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
を
祀
る
時
間
と
空
間
は
三
例
に
お
い
て
各
々
異
な
る
も
の

の
、
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
・
無
縁
仏
が
七
人
ミ
サ
キ
の
範
疇
に
あ
り
、
自
ら
が
成
仏
ま
た
は
成
神
す
る
た
め
に
は
横
死
の
現
場
で
七
人
を
取

り
殺
さ
な
い
と
所
期
の
目
的
を
達
成
し
得
な
か
っ
た
点
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
羽
ノ
浦
町
の
３
・
９
で
は
無
縁
仏
（
イ
ク
シ
サ
ン
）
を

岐ふ
な
と
が
み

神
に
祀
っ
て
い
た
の
は
、
実
は
東
祖
谷
山
村
の
二
地
区
で
の
伝
承
の
思し

惟い

が
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
て
ほ
ぼ
間
違
い
な

い
。
岐ふ
な
と
が
み神と

ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
は
名
称
こ
そ
違
え
、
無
縁
仏
を
意
味
す
る
点
で
は
共
通
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
無
縁
仏
は
背
景
に
七
人
ミ

サ
キ
シ
ス
テ
ム
を
包
摂
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
加
え
て
、
岐ふ
な
と
が
み神の

場
合
キ
・
ミ
神
の
創
世
神
話
の
中
で
一
日
千
人
を
絞
殺
す
る
ミ
神

を
こ
の
世
に
入
れ
な
い
た
め
に
杖
か
ら
化
生
し
た
神
で
あ
り
、
こ
の
伝
承
が
時
代
の
変
遷
に
よ
っ
て
七
人
ミ
サ
キ
に
置
換
さ
れ
た
で
あ

ろ
う
事
は
簡
単
に
推
察
し
得
る
。
千
人
と
七
人
で
は
約
一
四
三
倍
も
の
差
が
あ
る
が
、
一
四
三
体
の
横
死
体
か
ら
派
生
し
た
ミ
サ
キ

一
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（
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
を
含
む
）
が
各
々
七
人
を
取
り
殺
し
た
と
仮
定
す
れ
ば
ほ
ぼ
互
角
と
な
る
。
実
際
の
横
死
者
は
こ
れ
よ
り
も
遥
か
に
多

数
の
た
め
、
ミ
神
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
程
現
在
の
状
況
は
深
刻
で
あ
る
と
考
え
た
方
が
よ
い
。
平
安
時
代
の
都
で
岐
神
が
御
霊
と
し

て
恐
れ
ら
れ
て
い
た
が
、
現
在
の
徳
島
県
下
で
も
岐
神
の
分
身
と
し
て
の
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
は
、
御
霊
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
程
に
恐
れ

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
東
祖
谷
山
村
と
同
じ
意
味
の
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
は
、
近
藤
の
調
査
で
は
こ
の
他
高
知
県
や
愛
媛
県
で
も
多
数
見

出
し
得
た
が
、
こ
こ
は
岐
神
を
述
べ
る
場
な
の
で
詳
細
は
別
稿
に
譲
る
。

さ
て
、
次
に
岐
神
信
仰
の
柱
の
一
つ
で
あ
る
子
沢た
く

山さ
ん

伝
承
に
注
目
し
て
お
こ
う
。
１
・
６
・
９
・
11
の
四
地
区
で
一
二
人
の
子
沢
山
伝

承
を
明
言
し
て
い
る
が
、
中
で
も
１
で
は
「
母
親
で
あ
る
お
ふ
な
た
さ
ん
」、
６
で
は
「
お
母
さ
ん
で
あ
る
お
ふ
な
た
さ
ん
」」
と
明
言

し
、
岐
神
は
母
神
限
定
に
な
っ
て
い
る
。
神
山
町
内
の
岐
神
信
仰
の
聞
き
取
り
調
査
を
行
な
っ
た
近
藤
も
、
岐
神
が
母
神
で
あ
る
事
を

何
度
も
聞
か
さ
れ
た
。
恐
ら
く
、
一
二
人
の
子
沢
山
か
ら
母
神
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
う
な
る
と
素
朴
な
疑

問
と
し
て
惹じ
ゃ
っ
き起

す
る
の
は
、
岐ふ
な
と
が
み神の

夫
は
誰
な
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
記
・
紀
神
話
で
は
キ
神
の
投
げ
た
杖
が
あ
の
世
と
こ
の
世
の

境
界
に
突
き
刺
さ
り
、
衝つ
き
た
つ
ふ
な
と
の
か
み

立
船
戸
神
・
来く
な
と
の
さ
へ
の
か
み

名
戸
祖
神
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
独
り
神
で
あ
っ
た
。

近
藤
の
聞
き
取
り
調
査
中
、
伝
承
者
か
ら
岐
神
の
夫
神
、
一
二
人
の
子
神
の
父
親
は
誰
な
の
か
と
逆
に
質
問
さ
れ
た
事
が
何
度
か

あ
っ
た
。
先
に
詳
述
し
た
が
、
子
沢
山
伝
承
の
背
景
に
は
、
キ
・
ミ
神
創
世
神
話
中
の
ミ
神
一
日
千
人
絞
殺
に
対
し
、
キ
神
の
一
日

千
五
百
人
の
子
作
り
の
応
酬
が
反
映
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
。
一
連
の
創
世
神
話
の
中
で
、
主
役
と
な
る
キ
・
ミ
両
神
が
忘
れ
ら
れ
、
岐

神
の
み
が
残
る
と
、
あ
た
か
も
岐
神
が
子
沢
山
の
神
か
の
如
く
見
做
さ
れ
る
。
事
実
、
管
見
の
岐
神
子
沢
山
伝
承
の
初
見
は
一
九
二
三

年
（
大
正
一
二
）
刊
の
『
勝
浦
郡
志
』
で
あ
り
、
そ
ん
な
に
古
い
も
の
で
は
な
い
。
恐
ら
く
、
近
世
以
前
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
た
も
の

が
、
こ
の
段
階
で
文
字
化
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
徳
島
県
下
で
は
例
外
的
で
あ
る
が
、
男
性
器
型
の
石
像
を
岐
神
と
し
て
崇
拝

す
る
事
例
が
鴨
島
町
飯
尾
の
個
人
の
屋
敷
内
に
祀
ら
れ
て
い
た
事
は
先
に
詳
述
し
た
。
子
沢
山
伝
承
は
こ
れ
と
関
連
す
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
そ
れ
に
し
て
は
子
沢
山
伝
承
に
比
し
て
こ
の
類
の
事
例
数
が
余
り
に
も
少
な
い
た
め
現
実
的
で
は
な
い
。
子
沢
山
伝
承
に
関
し

て
は
、
キ
・
ミ
神
の
創
世
神
話
の
反
映
と
解
釈
す
る
方
が
最
も
妥
当
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
母
神
は
元
来
岐ふ
な
と
が
み
神
で
は
な
く
ミ
神
で
あ
り
、

父
神
は
キ
神
な
の
で
あ
っ
た
。
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子
沢
山
伝
承
と
連
動
し
て
、
１
で
は
「
供
え
物
を
し
て
も
な
か
な
か
母
親
で
あ
る
お
ふ
な
た
さ
ん
の
口
に
入
ら
な
い
の
で
、
子
ど
も

（
家
の
）
と
一
緒
に
供
え
物
を
し
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
禁
忌
ま
で
生
じ
て
い
る
。
家
の
子
供
を
連
れ
た
参
拝
と
、
一
二
人
の
子
神
が

供
物
を
全
部
食
べ
て
岐
神
の
口
に
入
ら
な
い
事
と
は
何
の
因
果
関
係
も
無
い
。
神
山
町
の
事
例
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
家
の
子
供
達
が

沈
黙
裏
の
参
拝
を
守
れ
ず
に
音
を
立
て
て
し
ま
う
た
め
、
子
神
が
目
を
覚
ま
し
て
供
物
に
気
付
き
全
部
食
べ
て
し
ま
う
結
果
に
な
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
禁
忌
の
み
に
注
目
す
れ
ば
、
羽
ノ
浦
町
独
自
の
伝
承
形
成
過
程
が
窺
え
る
。

更
に
こ
れ
が
発
展
す
れ
ば
、
11
の
如
き
「
静
か
な
こ
と
が
好
き
な
神
様
で
、
子
ど
も
が
十
二
人
い
る
」
と
い
う
伝
承
に
な
る
の
で
あ
っ

た
。
額
面
通
り
解
釈
す
れ
ば
、
生せ
い

来ら
い

静せ
い

謐ひ
つ

な
環
境
を
好
む
神
の
如
く
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
間
違
い
で
あ
る
。
元
は
、
参
拝
時
に
物
音

を
立
て
る
と
、
一
二
人
の
子
神
が
一
斉
に
眼
を
覚
ま
し
供
物
が
全
部
食
べ
ら
れ
て
し
ま
う
た
め
、
岐
神
の
口
に
入
ら
な
い
か
ら
で
あ
り
、

母
神
に
も
文
字
通
り
食
う
か
食
わ
れ
る
か
の
生
存
権
を
か
け
た
戦
い
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
静
か
な
こ
と
が
好
き
な
神
様
」

と
表
現
し
て
し
ま
え
ば
、
決
し
て
間
違
い
で
は
な
い
の
だ
が
、
事
の
本
質
を
大
き
く
捩
じ
曲
げ
て
し
ま
う
。
11
も
羽
ノ
浦
町
独
自
の
伝

承
で
あ
っ
た
。

子
沢
山
伝
承
に
関
連
し
た
禁
忌
は
１
の
「
子
ど
も
（
家
の
）
と
一
緒
に
供
え
物
を
し
て
は
い
け
な
い
」
だ
け
で
な
く
、
６
・
９
の
「
振

り
返
り
」
の
禁
忌
も
あ
っ
た
。
６
で
は
「
正
月
三
が
日
に
は
ご
飯
を
供
え
る
が
、
お
ひ
な
た
さ
ん
に
は
十
二
人
の
子
ど
も
が
あ
り
、
子

ど
も
に
み
ん
な
食
べ
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
、
供
え
た
後
は
絶
対
に
振
向
か
ず
に
帰
っ
て
く
る
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
た
（
三
が
日
の
間
は

お
母
さ
ん
で
あ
る
お
ふ
な
た
さ
ん
に
食
べ
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
で
）」
と
い
う
。
後
を
振
り
向
か
な
い
事
と
一
二
人
の
子
供
の
食
い
尽

し
阻
止
ま
た
は
母
岐
神
の
食
事
確
保
と
は
直
接
の
因
果
関
係
は
無
い
。
参
拝
者
が
振
り
向
い
た
ら
、
岐
神
は
恥
し
が
っ
て
食
事
を
停
止

す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
の
姿
を
見
て
間
隙
を
縫
っ
て
一
二
人
の
子
神
が
総
て
の
供
物
を
食
い
尽
す
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
禁
忌
に
は
今
一
歩
説
明
が
欠
け
て
い
る
。

９
で
は
６
と
少
し
状
況
が
異
な
る
。「
お
ふ
な
た
さ
ん
に
は
十
二
人
の
子
ど
も
が
あ
り
、
祭
日
に
集
ま
っ
て
く
る
の
で
、
供
え
も
の
を

し
た
ら
後
を
振
り
返
ら
ず
家
に
帰
る
」
と
い
う
。
一
二
人
の
子
神
が
「
祭
日
に
集
ま
る
」
の
で
あ
れ
ば
、
普
段
は
ど
こ
に
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
６
の
子
神
と
比
較
す
れ
ば
、
一
二
人
と
数
の
上
で
は
同
一
で
あ
る
も
の
の
、
常
に
は
独
立
し
て
分
散
し
て
い
る
９
の
方
が
幾

一
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分
成
人
に
近
い
よ
う
に
見
え
る
。
こ
こ
で
は
子
神
の
供
物
食
い
尽
し
が
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
文
脈
か
ら
推
せ
ば
そ
の
よ
う
に
解
釈

で
き
る
。
食
い
尽
し
阻
止
の
視
点
に
立
て
ば
、
１
・
６
・
９
の
三
者
は
共
通
す
る
。

さ
て
、
６
・
９
の
「
振
り
返
り
」
禁
忌
の
初
見
は
、
先
述
し
た
が
一
九
二
三
年
（
大
正
一
二
）
刊
の
『
勝
浦
郡
志
』
の
福
原
村
（
現
上

勝
町
福
原
）
の
項
に
あ
っ
た
。
該
書
と
は
六
九
年
間
の
差
が
あ
る
の
だ
が
、
ま
た
勝
浦
郡
と
那
賀
郡
の
地
域
差
が
あ
る
の
だ
が
、
両
者

は
「
振
り
返
り
」
禁
忌
文
化
圏
を
形
成
し
て
い
た
。
そ
し
て
地
図
３
（
別
稿
一
参
照
）
に
示
し
た
如
く
、
南
型
に
属
す
る
の
で
あ
っ
た
。

一
九
九
五
年
刊
の
『
海
南
町
史
』
第
六
章
「
民
間
信
仰
」
の
項
に
は
、
五
地
区
六
祠
の
オ
フ
ナ
ト
サ
ン
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

�

も
と
は
災
禍
の
進
入
を
防
ぐ
神
、
又
は
道
路
や
旅
な
ど
の
神
と
さ
れ
た
岐
ふ
な
と
の
か
み

神
か
ら
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
外
か
ら
襲
っ
て
く
る

疫
神
・
悪
霊
な
ど
を
村
境
や
峠
・
辻
・
橋
の
た
も
と
な
ど
で
防
ぐ
と
と
も
に
、
生
者
と
死
者
、
人
間
界
と
幽
冥
界
の
境
の
神
の
役
割

を
持
つ
こ
と
も
あ
っ
た
。

�　

県
下
で
も
オ
フ
ナ
ト
サ
ン
を
祀
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
よ
っ
て
そ
の
伝
承
が
違
う
。
上
那
賀
町
な
ど
で
は
、
足

が
悪
く
子
供
が
老
い
女
性
の
神
様
で
、
お
供
え
も
の
を
し
て
も
子
供
が
食
べ
て
し
ま
う
の
で
黙
っ
て
す
る
、
あ
る
い
は
セ
ツ
ギ
（
後

述
）
を
供
え
て
、
子
供
が
遊
ん
で
い
る
間
に
お
供
え
も
の
を
食
べ
て
い
た
だ
く
の
だ
、
な
ど
と
い
う
。
海
南
町
で
は
祠
の
数
が
少
な

く
、
伝
承
も
あ
ま
り
残
っ
て
い
な
い
が
、
上
那
賀
町
と
似
か
よ
っ
て
い
る
部
分
が
多
い
。

�　

大
里　

中
小
路
の
氏
神
さ
ん
で
も
あ
る
。
馬
が
何
頭
も
死
ん
だ
の
で
祀
る
よ
う
に
な
っ
た
と
も
伝
え
ら
れ
る
。
足
の
悪
い
神
様
で
、

全
国
の
神
様
が
出
雲
に
寄
る
と
き
も
行
か
な
い
の
で
、
そ
の
間
に
お
祭
り
も
す
る
し
、
守
っ
て
も
く
れ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
お
祭
り
す
る
と
き
は
セ
ツ
ギ
と
い
っ
て
、
一
五
㎝
前
後
の
棒
（
オ
ク
と
い
う
）
の
両
端
に
、
六
～
七
㎝
の
割
り
木
の
束
（
薪

状
に
束
ね
た
も
の
）
を
供
え
る
習
慣
が
あ
り
、
現
在
も
供
え
ら
れ
て
い
る
。
祭
礼
は
氏
神
さ
ん
で
あ
る
一
宮
さ
ん
と
同
じ
に
行
わ
れ

て
い
る
が
、
古
く
は
十
二
月
二
十
三
日
だ
っ
た
と
い
う
。

�　

吉
野　

上
吉
野
広
岡
に
一
か
所
、
下
吉
野
に
一
か
所
あ
り
、
株
内
・
土
地
の
持
主
な
ど
に
よ
っ
て
祀
ら
れ
て
い
る
。

�　

樫
木
屋　

現
在
は
氏
神
さ
ん
の
境
内
に
あ
る
が
、
そ
の
前
は
庵
に
祀
ら
れ
て
い
た
。
足
の
神
様
と
言
わ
れ
る
。
や
は
り
セ
ツ
ギ
を

供
え
る
習
慣
が
あ
る
。
ま
た
、
お
参
り
す
る
と
き
は
黙
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
い
う
。
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上
小
谷　

セ
ツ
ギ
を
そ
な
え
て
い
た
。

�　

平
井　

も
と
は
畑
の
端
に
土
を
盛
り
上
げ
て
石
を
二
つ
置
い
て
あ
っ
た
だ
け
だ
が
、
こ
れ
は
オ
フ
ナ
ト
サ
ン
だ
と
い
う
こ
と
で
セ

ツ
ギ
を
供
え
て
い
た
と
い
う
。「
腰
い
た
の
神
さ
ん
」
だ
と
言
わ
れ
て
い
た
。
現
在
は
七
人
塚
と
一
緒
に
祀
っ
て
い
る
。

オ
フ
ナ
ト
サ
ン
が
岐
神
起
源
の
神
と
明
言
す
る
な
ら
ば
、
疫
神
・
悪
霊
を
村
境
や
峠
で
防
ぐ
以
前
に
、
キ
・
ミ
神
に
纏ま
つ
わる
創
世
神
話

由
来
の
「
生
者
と
死
者
、
人
間
界
と
幽
冥
界
の
境
の
神
」
を
前
面
に
押
し
出
す
べ
き
で
あ
る
。
上
那
賀
町
の
事
例
は
先
に
言
及
し
た
が
、

百
祠
は
あ
り
、
女
神
で
は
子
神
が
一
二
人
、
足
腰
が
不
自
由
で
正
月
に
節
木
を
供
え
、
生
き
た
魚
を
供
え
る
な
ど
の
特
徴
が
あ
っ
た
。

海
南
町
で
は
祠
の
数
は
六
祠
し
か
な
く
上
那
賀
町
の
そ
れ
と
は
較
べ
る
べ
く
も
な
い
。
確
か
に
足
腰
の
悪
さ
や
節
木
を
供
え
る
点
は
共

通
す
る
も
の
の
、
生
き
た
魚
の
供
物
や
祠
数
な
ど
、
同
じ
南
型
で
あ
っ
て
も
地
域
に
よ
っ
て
違
い
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
ま
た
事
実
な

の
で
あ
る
。

中
で
も
特
に
注
目
す
べ
き
は
「
馬
が
何
頭
も
死
ん
だ
の
で
祀
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
す
る
大
里
中
小
路
の
伝
承
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

そ
の
背
景
が
詳
述
さ
れ
て
い
な
い
が
、
高
知
県
本
山
町
の
「
牛
馬
が
道
の
真
中
を
通
る
と
死
ぬ
と
言
わ
れ
る
の
は
、
ど
う
ろ
く
神
が
憑

く
為
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
だ
か
ら
道
で
休
む
時
は
『
ど
う
ろ
く
神
様
、
よ
け
て
通
ら
っ
し
ゃ
い
』
と
三
回
言
っ
て
か
ら
休
む
」

や
同
県
物
部
村
の
「
部
落
と
部
落
の
間
で
す
る
。
人
が
こ
け
る
、
馬
が
こ
け
る
、
牛
が
こ
け
て
死
ん
だ
と
い
う
と
き
、
昔
の
人
は
し
て

い
た
。
事
故
が
あ
っ
た
所
で
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
を
祭
る

」
と
い
う
伝
承
と
無
縁
で
は
な
い
。
ド
ウ
ロ
ク
神
の
詳
細
に
つ
い
て
は
別
稿
に

譲
る
が
、
岐
神
の
別
称
と
し
て
の
お
そ
る
べ
き
「
御
霊
」
と
密
接
に
関
連
し
て
い
た
事
が
わ
か
る
。
海
南
町
の
岐
神
も
、
イ
キ
ア
イ
に

よ
っ
て
馬
を
何
頭
も
簡
単
に
殺
し
て
し
ま
う
程
の
恐
る
べ
き
神
で
あ
っ
た
事
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
一
日
に
千
人
を
絞
め
殺
す
と
い

う
ま
さ
に
創
世
神
話
に
お
け
る
イ
ザ
ナ
ミ
神
の
系
譜
を
引
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
一
方
で
、
足
悪
の
た
め
神
無
月
に
出
雲
へ
行
け
ず
、
地
元
に
残
っ
て
人
々
を
守
護
し
、
ま
た
人
々
か
ら
も
祭
礼
を
受
け
る
神
と

さ
れ
て
い
る
が
、
古
く
は
一
二
月
二
三
日
が
祭
礼
で
あ
っ
た
と
す
る
伝
承
を
考
慮
す
れ
ば
、
大
里
を
は
じ
め
樫
木
屋
・
平
井
に
も
見
ら

れ
る
足
悪
伝
承
は
創
世
神
話
が
変
形
し
た
イ
キ
ア
イ
伝
承
の
後
に
形
成
さ
れ
た
も
の
と
言
え
る
。

節せ
つ

木ぎ

伝
承
は
、
神
山
町
の
事
例
を
除
け
ば
上
那
賀
町
・
上
勝
町
・
木
沢
村
・
木
頭
村
・
日
和
佐
町
・
海
南
町
に
分
布
し
て
お
り
、
ほ
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ぼ
純
粋
な
南
型
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
海
南
町
で
は
大
里
・
樫
木
屋
・
上
小
谷
・
平
井
の
四
地
区
に
見
ら
れ
、
他
の
町
村
を
事
例
数
に

お
い
て
大
き
く
引
き
離
し
て
い
る
。
節
木
伝
承
に
関
し
て
は
、
海
南
町
は
一
大
中
心
地
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
裏
付
け
る
か
の
よ
う
に
、

町
史
第
八
章
「
伝
承
説
話
」
に
「
お
ふ
な
と
さ
ん
」
の
項
が
設
け
ら
れ
、
節せ
つ

木ぎ

を
岐
神
に
供
え
る
由
来
が
記
さ
れ
て
い
る
。

�　

藩
政
時
代
に
は
海
部
川
の
河
口
に
奥
浦
港
・
鞆
浦
港
・
浜
崎
港
の
三
つ
の
港
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
浜
崎
港
は
左
岸
に
あ
り

多
く
の
船
が
碇
泊
し
、
人
々
の
乗
降
や
産
物
の
移
出
入
も
盛
ん
で
あ
り
ま
し
た
。
今
は
そ
の
面
影
は
何
も
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
支

流
の
善
蔵
川
か
ら
大
里
川
上
流
ま
で
川
高
瀬
の
往
来
が
あ
り
、
当
時
は
こ
の
船
に
よ
る
の
が
た
だ
一
つ
の
交
通
手
段
だ
っ
た
そ
う
で

す
。
大
里
中
小
路
の
南
側
沿
い
を
浜
崎
へ
通
じ
る
竹
の
下
通
り
の
三
さ
路
か
ら
北
に
向
か
っ
て
緩
や
か
な
石
畳
の
里
道
を
上
っ
て
行

く
と
、
や
が
て
注
連
縄
を
飾
っ
た
小
さ
な
鳥
居
が
目
に
入
り
ま
す
。
そ
の
奥
に
舟
の
航
海
安
全
を
図
る
た
め
に
建
立
さ
れ
た
船
戸
神

社
が
鎮
座
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
船
魂
神
さ
ま
を
お
ま
つ
り
し
て
あ
り
ま
す
。
朝
早
く
か
ら
お
参
り
の
人
が
絶
え
ず
、
中
小
路
の

一
日
は
こ
の
鈴
の
音
で
始
ま
り
ま
す
。（
略
）
ず
う
っ
と
昔
、
出
雲
の
大
国
主
命
は
、
出
雲
大
社
を
建
立
し
た
年
の
十
月
、
全
国
の

神
々
に
全
員
集
ま
る
よ
う
に
お
触
れ
を
出
し
ま
し
た
。
縁
結
び
の
行
事
や
そ
れ
ぞ
れ
の
お
祭
り
の
日
取
り
を
決
め
る
た
め
で
す
。

�　

海
部
川
流
域
の
平
井
の
猿
田
彦
命
、
水
波
目
命
、
皆
ノ
瀨
の
倉
稲
魂
命
、
相
川
の
木
花
開
耶
姫
命
、
多
良
の
大
巳
貴
命
な
ど
大
勢

の
神
様
が
出
雲
の
神
様
の
お
呼
び
と
あ
っ
て
、
わ
れ
先
に
出
雲
へ
と
急
ぎ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
大
里
の
船
霊
命
は
ふ
と
し
た
こ
と

で
足
が
不
自
由
と
な
り
、
一
生
懸
命
に
治
療
を
続
け
て
い
る
最
中
で
し
た
の
で
一
足
遅
れ
、
二
足
遅
れ
、
取
り
残
さ
れ
そ
う
に
な
り

ま
し
た
。
途
中
村
々
の
神
様
方
に
手
を
取
っ
て
も
ら
っ
た
り
、
背
負
わ
れ
た
り
し
て
親
切
な
愛
護
を
受
け
な
が
ら
後
を
追
い
ま
し

た
。
こ
れ
を
知
っ
た
先
々
の
神
様
も
、
引
き
返
し
て
か
わ
る
が
わ
る
船
魂
命
様
を
助
け
て
出
雲
に
着
き
ま
し
た
。
み
ん
な
が
揃
っ
た

の
は
そ
の
年
の
秋
も
深
ま
り
、
肌
寒
い
季
節
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
か
海
部
川
流
域
の
神
様
の
お
祭
り
は
年
の
瀨
も
お
し

迫
っ
た
こ
ろ
と
な
り
、
船
魂
命
様
を
お
ま
つ
り
し
た
「
お
ふ
な
と
さ
ん
」
は
年
の
い
ち
ば
ん
最
後
の
お
祭
り
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。

�　

お
お
つ
ご
も
り
が
近
づ
く
と
お
正
月
の
お
餅
の
用
意
も
急
が
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
節
木
の
用
意
を
早
く
し
な
け
れ
ば
と
足
の
不
自

由
な
船
魂
命
様
は
た
い
へ
ん
心
を
痛
め
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
時
杉
尾
神
社
の
事
代
主
命
様
は
じ
め
多
く
の
神
様
方
が
た
く
さ
ん
節
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木
を
山
か
ら
切
り
出
し
て
く
れ
、
お
い
し
い
お
餅
を
つ
い
た
り
お
正
月
の
準
備
を
み
ん
な
で
し
て
下
さ
っ
た
の
で
、
楽
し
い
お
正
月

を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
船
魂
命
様
は
神
様
方
の
気
持
ち
に
た
い
へ
ん
感
謝
し
、
い
つ
い
つ
ま
で
も
こ
の
親
切
を
忘
れ
ま
い

と
心
に
誓
っ
た
そ
う
で
す
。
足
の
け
が
、
病
な
ど
で
困
っ
て
い
る
人
が
お
ふ
な
と
さ
ん
に
お
参
り
を
続
け
て
い
る
と
、
い
つ
の
ま
に

か
治
っ
て
い
る
と
の
評
判
が
近
郷
一
帯
に
広
が
り
お
参
り
の
人
が
絶
え
ま
せ
ん
。
お
願
い
が
か
な
い
お
礼
に
小
さ
な
節せ
つ

木ぎ

を
お
供
え

す
る
し
き
た
り
は
今
も
ず
っ
と
続
い
て
い
ま
す
。

大
里
中
小
路
の
船
戸
神
社
の
祭
神
が
「
船ふ
な

魂だ
ま

神
」
と
称
す
る
の
は
、
先
に
言
及
し
た
『
徳
島
県
神
社
誌
』
の
記
述
と
一
致
す
る
。
船

戸
（
岐
）
神
が
「
船
」
繋
が
り
で
、「
船
魂
神
」
と
同
一
視
さ
れ
る
の
は
、
管
見
で
は
こ
れ
が
初
見
で
あ
り
、
他
に
例
を
見
な
い
。
先
に

紹
介
し
た
が
、
一
九
六
四
年
成
立
の
「
船
戸
神
考
」
の
中
で
飯
田
義
資
氏
が
「
船
止
神
」
と
し
て
「
舟
航
可
能
最
上
限
地
点
」
祭
祀
説

を
初
唱
さ
れ
た
が
、
こ
れ
と
似
た
発
想
で
あ
る
。
祭
神
が
船
魂
神
で
あ
る
事
を
意
識
し
て
か
、
冒
頭
部
で
海
部
川
左
岸
の
浜
崎
港
に
言

及
し
、
そ
こ
に
流
れ
る
支
流
の
善
蔵
川
・
大
里
川
の
上
流
部
ま
で
川
高
瀬
舟
の
往
来
が
あ
り
、
当
時
は
こ
れ
が
唯
一
の
交
通
手
段
で

あ
っ
た
事
を
力
説
す
る
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
浜
崎
へ
通
じ
る
道
端
に
大
里
中
小
路
の
岐
岬
が
祀
ら
れ
て
お
り
、
祭
神
を
「
船ふ
な

魂だ
ま

神
」
と
す
る
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
百
歩

譲
っ
て
も
記
・
紀
に
記
さ
れ
て
い
る
如
く
岐
神
の
祭
神
は
杖
が
化
生
し
た
「
衝
立
船
戸
神
」
で
あ
り
ま
た
「
来く
な
と
の
さ
へ
の
か
み

名
戸
祖
神
」
な
の
で
あ

り
、「
船
魂
神
」
で
は
あ
り
得
な
い
。
船ふ
な

魂だ
ま

と
岐ふ
な
と（
船
戸
）
神
は
全
く
別
個
の
神
な
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
船
」
が
共
通
項
で
あ
る
か
ら

と
い
っ
て
「
船
魂
神
」
と
府
会
す
る
事
に
は
相
当
な
無
理
が
あ
る
。
船
魂
は
船
と
船
の
乗
組
員
の
守
り
神
で
あ
り
、
御
神
体
と
し
て
は

女
性
の
毛
髪
・
銭
一
二
文
。
賽さ
い

子こ
ろ

が
船
の
帆
柱
の
根
元
に
祀
り
込
め
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
決
し
て
あ
の
世
と
こ
の
世
の
境
界
に

立
て
か
け
ら
れ
た
杖
か
ら
化
生
し
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
個
別
の
船
毎
に
祀
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
村
内
の
道
の
辻
な
ど
に
祀
ら

れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
岐
神
の
御
神
体
を
船
魂
に
す
る
た
め
に
は
、
一
度
両
者
の
基
本
的
な
成
り
立
ち
を
総
て
清
算
し
、
全
く
別

の
神
道
大
系
を
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
手
順
を
踏
ま
ず
、
大
里
小
路
に
普
通
に
鎮
座
し
て
い
る
点
か
ら
推
せ
ば
、

近
世
末
か
近
代
以
降
の
段
階
で
誰
か
が
「
船
」
繋
が
り
で
フ
ナ
ト
を
フ
ナ
ダ
マ
と
読
み
替
え
、
こ
れ
が
批
判
も
さ
れ
ず
定
着
し
た
結
果
、

こ
の
よ
う
な
仕
儀
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
異
質
な
両
神
の
習
合
の
弥び

縫ほ
う

策
の
一
つ
と
し
て
、「
当
時
は
こ
の
舟
に
よ
る
の
が
た
だ
一
つ

一
〇
七
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の
交
通
手
段
だ
っ
た
そ
う
で
す
」
の
伝
承
が
語
ら
れ
始
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
藩
政
時
代
」
か
ら
説
き
起
こ
し
て
い
る
が
、
こ
の
伝
承

は
そ
ん
な
に
古
い
も
の
で
は
な
い
（
写
真
９
参
照
）。

次
に
岐
神
に
節
木
を
供
え
る
説
明
伝
承
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
船
魂
的
性
格
は
一
切
登
場
し
な
い
。
こ
の
点
か
ら
も
、
船
魂
伝
承
は

岐
神
伝
承
成
立
後
に
追
加
さ
れ
た
事
が
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
。
岐
神
足
悪
伝
承
は
上
那
賀
町
・
木
頭
村
で
も
分
布
し
て
お
り
、
典
型

的
な
南
型
で
あ
る
。
町
史
第
六
章
で
は
こ
の
足
悪
の
た
め
に
「
全
国
の
神
様
が
出
雲
に
寄
る
と
き
も
行
か
な
い
の
で
、
そ
の
間
お
祭
り

も
す
る
し
、
守
っ
て
も
く
れ
る
の
だ
」
と
祭
礼
が
一
〇
月
に
行
な
わ
れ
て
い
た
事
を
示
唆
し
て
い
る
。
だ
が
八
章
で
は
、
他
の
神
々
の

援
助
に
よ
り
岐
神
も
出
雲
に
集
合
し
た
事
に
な
っ
て
お
り
、「
み
ん
な
が
揃
っ
た
の
は
そ
の
年
の
秋
も
深
ま
り
、
肌
寒
い
季
節
と
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
」
と
あ
る
。
明
確
に
何
月
か
は
記
し
て
い
な
い
が
、
一
一
月
・
一
二
月
頃
を
暗
示
し
、
そ
こ
か
ら
節せ
つ

木ぎ

供
え
伝
承
を
説

き
起
こ
す
。
つ
ま
り
、
正
月
の
餅
搗
き
用
の
薪
を
節
木
と
呼
ぶ
の
だ
が
、
こ
れ
を
岐
神
に
供
え
る
の
は
海
部
川
流
域
の
神
々
が
遅
れ
ば

せ
な
が
ら
出
雲
に
集
合
し
、
ま
た
帰
っ
て
き
て
正
月
の
餅
搗
き
の
用
意
を
す
る
が
、
岐
神
は
足
が
悪
く
て
思
う
よ
う
に
薪
が
集
ま
ら
な

い
。
こ
れ
を
見
兼
ね
た
海
部
川
流
域
の
神
々
が
岐
神
の
分
も
山
か
ら
伐
り
出
し
、
岐
神
に
与
え
た
。
岐
神
は
、
こ
れ
を
深
く
感
謝
し
、

以
後
節
木
を
供
え
る
者
に
対
し
、
足
の
け
が
や
病
を
治
す
効
験
を
示
し
、
後
に
願
い
が
叶
っ
た
お
礼
に
節
木
を
岐
神
に
供
え
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

六
章
で
は
出
雲
へ
行
っ
て
な
い
が
、
八
章
で
は
行
っ
て
い
る
。
両
者
の
齟そ

齬ご

は
、
見
か
け
以
上
に
決
定
的
な
矛
盾
を
孕は
ら

む
。
即
ち
、

足
悪
で
行
か
な
い
た
め
、
神
無
月
（
一
〇
月
）
に
氏
神
と
し
て
の
岐
神
の
祭
礼
が
あ
り
、
岐
神
も
氏
子
ら
を
守
護
し
得
た
の
で
あ
り
、

こ
れ
が
も
し
足
悪
の
た
め
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
も
一
～
二
ケ
月
か
け
て
出
雲
へ
の
往
復
に
旅
立
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
六
章
の
説
は
根
底
か

ら
覆
く
つ
が
える
。
逆
に
六
章
が
正
統
（
上
那
賀
町
・
木
頭
村
の
事
例
を
考
慮
す
れ
ば
六
章
が
正
統
と
な
る
）
と
す
れ
ば
、
八
章
は
六
章
を
無
視

し
た
上
で
の
後
の
追
加
説
明
と
な
る
。
神
山
町
を
初
め
、
上
勝
町
・
木
沢
村
・
木
頭
村
・
上
那
賀
町
・
日
和
佐
町
で
も
節せ
つ

木ぎ

を
岐
神
に

供
え
る
風
習
は
あ
っ
た
が
、
足
悪
伝
承
に
絡
ん
だ
神
々
が
岐
神
の
た
め
に
薪
を
山
か
ら
伐
り
出
し
て
提
供
し
た
伝
承
は
皆
無
で
あ
っ

た
。
こ
れ
ら
六
町
村
に
は
、
そ
の
片
鱗
も
見
ら
れ
な
い
。
も
し
海
南
町
の
伝
承
と
連
動
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
何
ら
か
の
出
雲
旅
立
ち
伝

承
や
諸
神
の
薪
提
供
伝
承
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
そ
の
面
影
は
ど
こ
に
も
無
い
。
裏
を
返
せ
ば
、
海
南
町
の
節
木
伝

一
〇
八
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写真９－２　１の拡大部分
　　　　　�「15cm前後の棒の両端に６～７cmの割木の束を供える習慣が

ある」と町史に述べられているが、現在はその朸
おうこ

としての棒も
なく、長さ６～７cm程の小束が輪ゴムで束ねて供えられてるに
すぎない。本来は各々一荷単位のはずなのだが、簡略化され、薪
束自体も細く短くなっており、習俗自体の衰退化が感じられる。

写
真
９
－
１　

海
南
町
大
字
里
字
中
小
路
の
舟
戸
神
社

　

�

思
っ
た
以
上
に
小
さ
な
神
社
で
あ
り
、
小
祠
と
言
っ
た
方
が
よ
い
か
も
し

れ
な
い
。
扉
前
の
棚
の
向
か
っ
て
左
側
に
願
成
就
の
お
礼
と
し
て
の
薪
が

二
種
類
二
束
供
え
ら
れ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
願
成
就
の
二
人
の
お
参

り
が
あ
っ
た
事
を
示
す
。

一
〇
九
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承
は
元
か
ら
あ
っ
た
年
末
の
節
木
供
え
習
俗
に
対
し
、
か
な
り
後
に
な
っ
て
誰
か
が
尤
も
っ
と
もら
し
く
追
加
説
明
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

余
り
に
も
ヒ
ュ
ー
マ
ン
で
作
り
過
ぎ
の
嫌き
ら

い
が
あ
る
。
創
作
童
話
的
な
語
り
口
と
内
容
に
な
っ
て
い
る
点
が
、
民
俗
と
し
て
の
土
着
性

を
消
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
六
章
で
言
う
足
悪
で
神
無
月
に
出
雲
へ
行
か
ず
、
こ
の
間
氏
子
の
守
り
神
と
な
る
事
の
方
が
、

岐
神
の
特
性
と
し
て
は
最
も
適
切
で
あ
っ
た
気
が
し
て
な
ら
な
い
。

さ
て
、
六
章
の
樫
木
屋
で
は
岐
神
に
「
お
参
り
す
る
と
き
は
黙
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
伝
承
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
暗

に
子
沢
山
伝
承
を
暗
示
し
た
も
の
と
言
え
る
。
一
二
人
の
子
持
ち
伝
承
は
羽
ノ
浦
町
・
上
那
賀
町
・
鷲
食
町
で
も
見
ら
れ
、
日
和
佐
町

で
は
九
人
、
上
勝
町
で
は
「
子
沢
山
」、
相
生
町
で
は
「
子
供
が
多
い
」
な
ど
、
南
型
の
各
町
村
に
お
い
て
も
子
沢
山
伝
承
は
各
地
に
見

ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
一
環
と
し
て
片
鱗
が
海
南
町
樫
木
屋
に
分
布
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
該
地
で
は
、
他
町
村
の
伝
承
と
同
じ

く
も
し
音
を
立
て
れ
ば
一
二
人
の
子
神
が
一
斉
に
目
を
覚
ま
し
、
供
物
を
全
部
食
べ
て
し
ま
い
、
母
神
は
供
物
を
口
に
す
る
こ
と
が
で

き
ず
、
従
っ
て
願
い
も
聞
き
届
け
ら
れ
な
い
と
い
う
最
悪
の
結
果
が
待
ち
構
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
子
沢
山
伝
承
に
関
し
て
は

北
型
の
み
な
ら
ず
南
型
に
も
ほ
ぼ
満
遍
な
く
分
布
し
て
い
た
と
断
言
し
得
る
。

ま
た
、
平
井
で
は
元
の
畑
の
端
か
ら
移
し
て
七
人
塚
と
一
緒
に
現
在
は
祀
っ
て
い
る
と
あ
る
が
、
オ
フ
ナ
ト
サ
ン
が
元
来
は
御
霊
信

仰
と
密
接
に
関
連
し
て
い
た
事
と
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
七
人
塚
（
ミ
サ
キ
）
と
の
合
祀
は
先
祖
返
り
と
見
做
し
得
る
。

一
九
九
六
年
二
月
刊
の
『
三
好
町
史
』
に
は
、
二
社
の
岐
神
社
が
記
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
大
字
昼ひ
る

間ま

字
法ほ

市い
ち

に
鎮
座
し
、
も
う
一

つ
は
大
字
足あ

代し
ろ

字
笠か
さ

栂つ
が

に
鎮
座
す
る
。
両
社
と
も
広
い
境
内
地
を
持
ち
、
鳥
居
・
拝
殿
・
本
殿
を
構
え
た
立
派
な
神
社
で
あ
り
、
法
市
・

笠
栂
の
氏
神
と
し
て
共
に
現
在
も
地
元
民
か
ら
崇
敬
さ
れ
て
い
る
。
県
内
に
お
い
て
二
千
基
を
越
え
る
程
の
路
傍
の
石
祠
と
し
て
の
岐

神
が
分
布
す
る
中
で
、
氏
神
と
し
て
鳥
居
諸
社
殿
を
構
え
た
岐
神
社
は
管
見
で
は
八
社
し
か
見
出
し
得
な
か
っ
た
。
県
下
八
社
の
う
ち
、

二
社
が
三
好
町
に
鎮
座
す
る
点
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
但
し
、
両
社
と
も
時
代
の
流
れ
に
よ
り
限
界
集
落
に
位
置
す
る
た
め
、
年
間

の
祭
礼
も
ま
ま
な
ら
な
い
あ
り
様さ
ま

で
あ
り
、
特
に
笠
栂
の
方
は
深
刻
で
木
製
の
鳥
居
は
朽
ち
て
倒
れ
た
ま
ま
放
置
さ
れ
、
拝
殿
も
痛
み

が
散
見
さ
れ
、
境
内
地
は
雑
草
が
生
い
茂
っ
て
い
る
（
写
真
10
・
11
参
照
）。
両
社
と
も
フ
ナ
ト
と
称
す
る
も
の
の
、
前
者
は
「
船
渡
」

と
表
記
し
、
後
者
は
「
船
戸
」
と
な
っ
て
い
る
。
共
に
祭
神
は
猿さ
る
た
ひ
こ
の
み
こ
と

田
彦
命
で
あ
る
。
例
祭
日
は
、
前
者
が
一
〇
月
二
二
日
、
後
者
は
春

一
一
〇
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の
四
月
一
三
日
と
秋
の
一
〇
月
一
三
日
に
な
っ
て
い
る
。
一
一
月
一
六
日
ま
た
は
一
月
一
六
日
に
な
っ
て
い
な
い
点
か
ら
、
北
型
岐
神

祭
祀
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
事
が
わ
か
る
。
先
述
の
美
馬
町
・
貞
光
町
の
事
例
を
含
め
て
、
こ
れ
ら
を
西
型
と
し
た
所ゆ
え
ん以
の
一
端
は

こ
の
点
に
も
あ
る
。

岐
神
の
祭
神
を
衝つ
き
た
つ
ふ
な
と
の
か
み

立
船
戸
神
ま
た
は
来く
な
と
の
さ
へ
の
か
み

名
戸
祖
神
と
せ
ず
に
「
猿
田
彦
命
」
に
し
た
段
階
で
既
に
本
質
を
逸
脱
し
て
し
ま
う
の
だ
が
、

こ
の
辺
の
状
況
を
地
元
民
は
頓
着
し
な
い
。
創
建
当
初
か
ら
こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
か
否
か
は
建
立
年
代
が
共
に
不
詳
で
あ
る
た

め
不
明
で
あ
る
。『
町
史
』
の
記
述
内
容
を
検
証
し
て
お
こ
う
。
法ほ

市い
ち

の
船
渡
神
社
（
写
真
11
参
照
）
に
関
し
て
は
、

�

足
代
山
の
笠
栂
に
も
船
渡
神
社
が
あ
り
、
同
一
神
を
祀
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
昔
は
、
撫
養
街
道
・
現
在
の
県
道
か
ら

入
っ
て
北
上
し
、
法
市
・
畑
・
笠
栂
と
讃
岐
越
え
の
通
路
に
当
た
り
、
道
の
安
全
を
祈
願
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。（
略
）
現
存
す
る

社
屋
の
造
営
に
祭
し
て
、
人
形
芝
居
の
舞
台
を
香
川
県
へ
出
向
い
て
研
究
し
建
立
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。（
略
）
庭
に
は
、
桧
の
大

木
が
あ
っ
た
が
、
い
つ
の
こ
ろ
か
天
災
で
倒
れ
た
。
そ
の
際
こ
の
木
の
根
元
か
ら
小
さ
な
鍔
口
が
発
見
さ
れ
、
久
し
く
拝
殿
に
吊
る

し
鳴
ら
し
て
い
た
が
、
現
在
は
公
民
館
資
料
室
に
保
管
し
て
あ
る
。
製
作
年
代
は
応
永
年
間
（
一
三
九
四
～
一
四
二
七
）
の
刻
銘
が

あ
る
。

と
あ
る
。
法
市
は
阿
讃
山
脈
の
中
腹
に
あ
り
、
北
へ
少
し
足
を
伸
せ
ば
、
讃
岐
国
に
入
る
。
確
か
に
本
文
に
あ
る
通
り
、
か
つ
て
は
「
讃

岐
越
え
の
道
路
に
当
た
り
、
道
中
の
安
全
を
祈
願
し
た
も
の
」
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
阿
波
か
ら
讃
岐
越
え
の
ル
ー
ト
は

こ
こ
だ
け
で
は
な
く
、
阿
讃
山
脈
に
は
た
く
さ
ん
の
峠
道
が
あ
り
、
そ
の
場
所
ご
と
に
岐
神
が
祀
ら
れ
て
い
な
い
と
こ
の
説
は
成
立
し

な
い
。
先
述
の
貞
光
町
の
岐
神
社
を
考
慮
す
れ
ば
、
人
形
芝
居
（
百
大
夫
）
と
の
関
連
で
考
察
し
た
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
法
市
が
属

し
て
い
た
旧
昼
間
村
に
は
日
本
の
各
地
を
巡
業
し
て
い
た
人
形
座
が
か
つ
て
あ
っ
た
。
ま
た
、
法
市
の
氏
子
達
も
人
形
芝
居
の
舞
台
を

設
営
し
て
い
た
。
加
え
て
、
応
永
年
間
（
一
三
九
四
～
一
四
二
七
）
の
鍔
口
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
室
町
時
代
の
初
め
頃
に
は
既

に
岐
神
社
が
存
在
し
て
い
た
事
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
様
々
な
状
況
を
勘
案
す
れ
ば
、
単
な
る
「
道
中
の
安
全
を
祈
願
し
た
」

だ
け
で
は
な
く
、
か
つ
て
は
村
を
挙
げ
て
人
形
芝
居
に
打
ち
込
み
、
そ
の
結
果
氏
神
も
百
大
夫
関
連
の
岐ふ
な
と
が
み神に
し
た
と
考
え
た
方
が
自

然
で
あ
ろ
う
。

一
一
一
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写真10�　三好町笠栂の船戸神社。村民は殆ど転出しており、木製鳥居は崩れ果
て、僅かに本殿のみが、辛うじて形を保ち続けている。

写真11－１�　三好町法市の船渡神社。額には「船渡神社」の文字が刻んであり、
「船戸」でもなければ「岐」でもない。地区住民の心意には、「船」で
「渡」るの意識が存在していたようである。向って左は人形浄瑠璃を
演ずるための舞台。
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も
う
一
方
の
笠か
さ

栂つ
が

の
「
船
戸
神
社
」（
写
真
10
参
照
）

は
、位

置　

大
字
足
代
字
笠
栂

祭
神　
「
猿サ
ル
タ
ヒ
コ
ノ
ミ
コ
ト

田
彦
命
」

祭
日　

春　

四
月
十
三
日　

秋　

十
月
十
三
日

氏
子　

笠
栂
町
内
会

こ
の
神
社
の
最
も
古
い
棟
札
は
正
徳
五
年

（
一
七
一
五
）
に
造
立
さ
れ
た
も
の
で
、
次
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。（
略
）

と
あ
る
。
笠
栂
は
法
市
の
北
東
約
二
・
五
㎞
の
山
腹
に
位

置
す
る
。
山
腹
沿
い
に
歩
道
が
今
も
あ
り
、
歩
け
ば
一
時

間
以
内
で
辿
り
着
く
。
現
在
の
住
居
戸
数
は
三
～
四
戸
程

し
か
な
く
、
多
く
は
廃
屋
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
裏
付

け
る
如
く
、
氏
神
の
船
戸
神
社
も
修
理
の
手
は
入
ら
ず
、

荒
れ
る
に
任
せ
て
い
る
現
状
で
あ
る
。
数
少
な
い
住
民
を
尋
ね
て
聞
け
ば
、
旧
足
代
村
の
獅
子
舞
の
根
源
は
笠
栂
の
船
戸
神
社
に
あ
る

と
の
事
。
ま
た
、
こ
の
獅
子
舞
は
讃
岐
国
か
ら
習
っ
て
き
た
と
い
い
、
法
市
の
人
形
芝
居
と
共
通
す
る
背
景
を
多
く
持
ち
合
わ
せ
て
い

る
。
後
継
者
が
絶
え
た
た
め
、
獅
子
頭
や
太
鼓
な
ど
の
備
品
を
下
の
町
場
へ
運
び
出
し
、
技
術
指
導
は
笠
栂
の
古
老
が
行
な
い
、
今
も

脈
々
と
継
承
さ
れ
て
い
る
と
の
事
で
あ
っ
た
。
祭
神
に
つ
い
て
の
詳
細
は
既
に
聞
け
な
く
な
っ
て
い
た
が
、
こ
の
村
は
讃
岐
街
道
へ
の

一
つ
の
道
と
な
っ
て
お
り
、
伝
説
に
よ
れ
ば
こ
の
峠
道
近
辺
に
は
数
多
く
の
盗
賊
が
出
没
し
、
旅
人
を
多
い
に
悩
ま
し
て
い
た
と
い
う
。

旅
人
が
道
中
安
全
を
祈
る
な
ら
、
路
傍
の
石
祠
と
し
て
の
岐
神
で
十
分
間
に
合
い
、
氏
神
と
し
て
の
「
船
戸
神
社
」
な
ど
不
必
要
で
あ

ろ
う
。
笠
栂
の
村
人
達
が
氏
神
と
し
て
「
船
戸
神
社
」
を
勧
請
し
た
背
景
に
は
、
法
市
の
人
形
芝
居
に
相
当
す
る
笠
栂
の
獅
子
舞
が
存

写
真
11
－
２　

三
好
町
法
市
の
船
渡
神
社
本
殿
正
面

一
一
三
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在
し
て
い
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
両
者
は
芸
能
で
共
通
し
、
こ
れ
ら
の
大
本
に
は
昼
間
の
人
形
座
の
存
在
が
大
き
く
影
響
し
た
で
あ

ろ
う
。
百
大
夫
関
連
で
猿
田
彦
命
が
導
入
さ
れ
、
そ
の
関
連
で
船
戸
神
社
建
立
の
運
び
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
人
形
芝
居
（
百
大

夫
）・
猿
田
彦
命
・
船
戸
神
社
の
三
者
は
直
接
の
関
係
は
持
た
な
い
も
の
の
、
傍
係
で
は
互
い
に
連
繋
し
あ
う
の
で
あ
る
。

一
九
九
六
年
三
月
刊
の
阿
波
郡
『
市
場
町
史
』
に
は
岐
神
へ
の
言
及
が
あ
る
。

�

船
戸
神
（
来
那
斗
神
）　

昔
、
集
落
入
口
の
道
の
分
岐
点
に
設
け
ら
れ
、
邪
悪
の
侵
入
を
防
い
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
大
野
寺
西
の
風

呂
谷
の
北
に
あ
る
浅
井
家
屋
敷
内
に
「
お
船
戸
さ
ん
」
を
祭
っ
て
あ
る
。
子
供
を
沢
山
産
む
と
お
船
戸
さ
ん
が
お
辞
儀
を
す
る
と
、

俗
に
い
っ
て
い
る
。
多
産
を
よ
ろ
こ
ぶ
の
か
、
嫌
う
の
か
分
か
ら
な
い
。
そ
の
ほ
か
町
内
各
地
に
残
さ
れ
て
い
る
。

と
あ
る
。
こ
の
記
述
は
、
先
に
言
及
し
た
が
一
九
五
五
年
刊
の
『
八
幡
町
史
』
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
り
、
変
化
は
冒
頭
の
「
昔
、
集
落
入

口
の
道
の
分
岐
点
に
設
け
ら
れ
、
邪
悪
の
侵
入
を
防
い
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
」
と
い
う
一
般
的
な
説
明
の
追
加
と
、
末
尾
の
「
そ
の
ほ

か
町
内
各
地
に
残
さ
れ
て
い
る
」
の
二
点
だ
け
で
あ
り
、
主
要
部
は
四
一
年
前
の
記
述
と
殆
ど
変
わ
ら
な
い
。
旧
八
幡
町
は
昭
和
三
〇

年
に
合
併
し
て
市
場
町
と
改
称
し
た
た
め
、
町
史
編
纂
に
際
し
、
岐
神
の
記
述
に
つ
い
て
は
『
八
幡
町
史
』
の
内
容
を
ほ
ぼ
総
て
転
用

し
た
の
で
あ
っ
た
。
敢
え
て
四
一
年
間
の
変
化
を
求
め
れ
ば
、
後
の
調
査
に
よ
っ
て
岐
神
の
祠
数
が
「
町
内
各
地
に
残
さ
れ
て
い
る
」

と
あ
る
如
く
、
飛
躍
的
に
伸
び
た
点
で
あ
る
。

二
〇
〇
〇
年
一
一
月
刊
の
国
見
慶
英
著
『
名
邑
脇
の
語
り
種
』
の
中
に
「
西
上
野
の
お
ふ
な
と
さ
ん
」
と
題
す
る
一
文
が
あ
る
。
先

に
言
及
し
た
一
九
八
六
年
刊
『
阿
波
脇
町
の
伝
説
と
探
訪
編
』
の
続
編
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
該
書
で
は
町
内
一
七
祠
の
岐
神
を

紹
介
し
て
い
た
が
、
こ
こ
に
指
摘
す
る
「
西
上
野
の
お
ふ
な
と
さ
ん
」
一
例
で
脇
町
で
は
全
一
八
祠
の
岐
神
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に

な
る
点
を
銘
記
し
て
お
き
た
い
。

�

西
上
野
の
太
師
堂
の
前
に
岐
ふ
な
と
の
か
み
神
と
地
蔵
尊
が
お
祭
り
さ
れ
て
い
る
。
岐
神
は
カ
マ
ド
型
の
石
祠
で
御
神
体
は
小
石
。
地
蔵
尊
は
砂
岩

の
丸
彫
り
坐
像
で
、
台
座
に
「
奉
造
立
尊
像　

為
二
世
安
楽
也　

宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
七
月
十
四
日　

願
主　

上
野
村
中
」
と

刻
ま
れ
て
い
る
。
此
処
に
お
祭
り
さ
れ
た
岐
神
と
地
蔵
尊
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
口
碑
が
あ
る
。

�　

昔
上
野
村
に
は
女
の
子
が
多
く
生
ま
れ
た
。
時
た
ま
男
の
子
が
生
ま
れ
て
も
肥
立
ち
が
悪
く
て
育
と
う
と
し
な
か
っ
た
。
村
人
は
、

一
一
四
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こ
ん
な
状
態
が
何
時
ま
で
も
続
い
て
い
る
と
、
上
野
村
は
養
子
ば
か
り
の
家
に
な
っ
て
し
ま
い
、
何
時
の
日
か
遠
か
ら
ず
村
の
存
亡

に
か
か
わ
る
時
が
来
る
の
で
は
な
い
か
と
深
刻
に
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
。
そ
し
て
、
村
の
女
は
、「
男
の
子
を
産
ま
せ
て
下
さ

い
。
育
て
さ
せ
て
下
さ
い
」
と
悲
願
を
込
め
て
有
難
い
寺
社
を
巡
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
。

�　

そ
の
内
に
本
四
国
を
お
参
り
し
て
い
た
或
る
女
の
人
が
、「
昔
お
ふ
な
と
さ
ん
が
十
二
人
の
子
供
を
産
ん
で
、
無
事
に
育
て
あ
げ

た
」
と
聞
い
て
来
た
。
そ
こ
で
、
村
で
は
、「
そ
ん
な
に
多
く
の
子
供
を
産
ん
で
育
て
た
か
ら
に
は
、
男
の
子
も
居
っ
た
筈
だ
」
と

言
っ
て
、
早
速
お
ふ
な
と
さ
ん
を
お
祭
り
し
た
。
そ
し
て
、
ふ
な
と
の
神
に
「
男
の
子
を
恵
ん
で
下
さ
い
」
と
祈
っ
て
い
た
が
、
村

の
古
老
が
、「
万
一
失
敗
で
も
し
た
ら
取
り
返
し
が
付
か
ん
よ
う
に
な
る
と
言
い
出
し
た
の
で
、
そ
れ
で
は
念
に
は
念
を
入
れ
よ
う

と
、
お
地
蔵
さ
ん
を
お
祭
り
し
、「
男
の
子
が
生
ま
れ
た
ら
無
事
に
育
て
さ
せ
て
下
さ
い
」
と
お
願
い
し
、
そ
の
霊
験
に
お
す
が
り
し

た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
以
来
、
上
野
村
に
は
男
の
子
が
多
く
生
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
村
は
次
第
に
栄
え
て
来
た
と
言
わ

れ
て
い
る
。

岐
神
と
地
蔵
尊
は
、
写
真
12
に
示
し
た
如
く
今
で
も
大
師
堂
の
前
に
西
面
し
て
並
ん
で
い
る
。
地
蔵
尊
の
台
座
に
は
、
本
文
の
如
き

文
字
が
刻
ま
れ
、
向
っ
て
左
端
に
は
岐
神
を
ま
つ
る
オ
カ
マ
ゴ
が
設
営
さ
れ
て
い
る
が
、
但
し
御
神
体
の
丸
石
は
現
在
不
明
で
あ
り
、

両
脇
の
花
立
て
に
は
青
々
と
し
た
樒
の
枝
が
立
て
ら
れ
、
今
で
も
丁
寧
に
祀
ら
れ
て
い
る
様
子
が
窺
わ
れ
る
。

宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
に
建
立
さ
れ
た
地
蔵
尊
で
あ
る
が
、
口
碑
の
通
り
解
釈
す
れ
ば
そ
の
横
の
岐
神
も
同
年
に
作
ら
れ
た
事
に

な
る
。
脇
町
西
上
野
の
岐
神
祭
祀
は
一
七
五
九
年
ま
で
遡
り
得
る
。
管
見
で
の
岐
神
祭
祀
年
代
が
判
明
す
る
最
古
の
も
の
は
、
神
山
町

江
田
所
在
の
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
銘
の
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
れ
よ
り
一
〇
二
年
も
遡
及
す
る
事
に
な
る
。
岐
神
祭
祀
研
究
の

上
で
は
大
い
に
注
目
す
べ
き
碑
文
で
あ
る
。

さ
て
岐
神
が
西
上
野
に
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
で
あ
る
が
、
女
子
が
多
く
生
ま
れ
、
男
子
は
す
べ
て
夭よ
う

折せ
つ

し
誰
も
生
き
残
ら

な
い
怪
異
が
続
く
。
将
来
を
案
じ
た
村
人
達
は
諸
寺
社
に
お
参
り
す
る
よ
う
に
な
る
が
、「
本
四
国
を
お
参
り
し
て
い
た
或
る
女
」
の
助

言
に
よ
り
、
岐
神
を
祀
る
よ
う
に
な
る
と
男
子
が
多
く
生
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
次
第
に
上
野
村
は
栄
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
女
が
村
人
な
の
か
そ
れ
と
も
単
な
る
旅
の
遍
路
な
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
文
脈
か
ら
推
せ
ば
本
四
国
遍
路
経
験
者
の

一
一
五
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写真12－１�　脇町西上野の大師堂の、向って右から地蔵尊・光明真言百万遍
石塔・岐神の石祠。残念ながら岐神石祠の中の御神体の丸石は誰
かに持ち去られて行方不明になっているが、前には青々とした樒
が常に祀られており、信仰の篤さを今も伝えている。

写真12－２　12－１の岐神石祠の拡大部分。
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村
人
と
判
断
し
得
る
。
女
の
言
動
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
一
七
五
九
年
ま
で
上
野
村
で
は
岐
神
を
祀
る
風
習
が
存
在
し
な
か
っ
た
事
に
な

る
。
事
実
、
岐
神
分
布
図
を
見
れ
ば
脇
町
は
北
型
の
西
端
に
位
置
し
、
こ
こ
か
ら
西
は
美
馬
町
・
貞
光
町
・
三
好
町
の
岐
神
に
特
徴
的

に
見
ら
れ
る
如
き
道
切
り
ま
た
は
芸
能
的
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
岐
神
の
子
沢
山
伝
承
は
北
型
を
中
心
と
し
て
南
型
に
も
分
布

し
て
お
り
、
本
四
国
遍
路
経
験
者
の
女
は
、
北
型
・
南
型
の
地
域
を
巡
礼
し
た
も
の
と
断
言
し
得
る
。
管
見
で
は
岐
神
の
子
沢
山
伝
承

は
、
阿
波
国
以
外
は
分
布
し
な
い
。
讃
岐
・
伊
予
・
土
佐
の
岐
神
に
は
子
沢
山
伝
承
は
無
い
の
で
あ
る
。
江
戸
中
期
以
前
の
阿
波
国
北

型
・
南
型
地
域
に
は
、
岐
神
信
仰
の
中
で
も
子
沢
山
伝
承
が
か
な
り
盛
ん
に
喧
伝
さ
れ
て
い
た
事
が
判
明
す
る
の
で
あ
っ
た
。

〔
註
〕

①　

三
木
寛
人
編
著
『
木
屋
平
村
史
』、
一
九
七
一
年
二
月
刊
、
九
七
三
～
九
七
四
頁
、
一
〇
八
一
頁
。

②　

①
に
同
じ
、
四
六
～
四
七
頁
。

③　

板
野
町
史
編
集
委
員
会
編
『
板
野
町
史
』、
一
九
七
二
年
一
月
刊
、
一
三
八
一
、一
三
九
六
頁
。

④　

金
沢
治
稿
「
徳
島
県
の
民
間
信
仰
」、『
四
国
の
民
間
信
仰
』
所
収
、
一
九
七
三
年
九
月
刊
、
二
〇
頁

⑤　

土
成
町
史
編
纂
委
員
会
編
『
土
成
町
史　

下
巻
』、
一
九
七
五
年
一
一
月
刊
、
四
九
四
～
四
九
五
頁
。

⑥　

松
茂
町
編
纂
委
員
会
編
『
松
茂
町
誌　

下
巻
』、
一
九
七
六
年
一
〇
月
刊
、
一
七
六
～
一
七
七
頁
。

⑦　

⑥
に
同
じ　

一
八
八
頁
。

⑧�　

植
村
芳
雄
稿
「
阿
波
の
性
神
考
」、
郷
土
会
徳
島
支
部
会　

河
野
幸
夫
編
『
阿
波
郷
土
会
報　

年
譜
第
十
集　

丙
辰
』
所
収
、
一
九
七
六
年

一
〇
月
刊
、
三
頁
。

⑨�　

小
林
芳
規
他
四
名
校
注
『
梁
塵
秘
抄　

閑
吟
集　

狂
言
歌
謡　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
五
六
』
所
収
、
一
九
九
三
年
六
月
刊
、
一
〇
七
頁
。

⑩　

山
岸
徳
平
他
三
名
校
注
『
古
代
政
治
社
会
思
想　

日
本
思
想
体
系
八
』
所
収
、
一
九
七
九
年
三
月
刊
、
一
五
八
頁
。

⑪　

小
松
島
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
小
松
島
史　

風
土
記
』、
一
九
七
七
年
刊
、
一
〇
一
頁
。

⑫　

吉
野
町
史
編
纂
委
員
会
編
「
吉
野
町
史　

下
巻
」、
一
九
七
八
年
六
月
刊
、
八
五
二
頁
。

⑬　

上
分
下
分
山
村
誌
編
集
委
員
会
編
『
上
分
上
山
村
誌
』、
一
九
七
八
年
一
二
月
刊
、
四
九
一
頁
。

⑭　

川
島
町
史
編
集
委
員
会
編
『
川
島
町
史　

上
巻
』、
一
九
七
九
年
三
月
刊
、
五
〇
八
～
五
〇
九
頁
。

一
一
七
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⑮　

阿
波
町
史
編
纂
委
員
会
編
『
阿
波
町
史
』、
一
九
七
九
年
一
一
月
刊
、
一
一
五
八
・
一
二
二
五
頁
。

⑯�　

大
粟
玲
造
編
「
船
戸
神
に
つ
い
て
」、
神
山
町
成
人
大
学
講
座
編
『
神
山
の
お
ふ
な
と
さ
ん
』
所
収
、
一
九
七
九
年
一
一
月
刊
、
三
～
四
頁
。

⑰　

⑯
に
同
じ
、
六
頁
。
八
二
～
八
四
頁
。

⑱　

神
山
町
成
人
大
学
講
座
編
『
神
山
の
お
ふ
な
と
さ
ん
』、
一
九
七
九
年
一
一
月
刊
、
四
〇
頁
。

⑲　

⑱
に
同
じ
、
四
二
頁
。

⑳　

⑱
に
同
じ
、
四
四
頁
。

㉑　

⑱
に
同
じ
、
七
〇
頁
。

㉒　

⑱
に
同
じ
、
三
五
頁
。

㉓　

⑱
に
同
じ
、
二
九
頁
。

㉔　

㉓
に
同
じ
。

㉕　

⑱
に
同
じ
、
一
二
頁
。

㉖　

㉕
に
同
じ
。

㉗　

名
西
郡
神
領
村
誌
編
集
委
員
会
編
『
神
領
村
誌
』、
一
九
六
〇
年
七
月
刊
、
八
一
〇
頁
。

㉘　

⑯
に
同
じ
、
四
頁
。

㉙　

⑲
に
同
じ
。

㉚　

⑱
に
同
じ
、
八
六
頁
。

㉛　

⑱
に
同
じ
、
八
八
頁
。

㉜　

上
勝
町
誌
編
纂
委
員
会
編
『
上
勝
町
誌
』、
一
九
七
九
年
一
二
月
刊
、
一
〇
三
六
～
一
〇
三
七
頁
。

㉝　

徳
島
県
神
社
庁
教
化
委
員
会
編
『
徳
島
県
神
社
誌
』、
一
九
八
一
年
一
月
刊
、
二
四
〇
頁
。

㉞　

鷲
敷
町
編
纂
委
員
会
編
『
鷲
敷
町
史
』、
一
九
八
一
年
一
二
月
刊
、
一
二
四
〇
～
一
二
四
一
頁
。

㉟　

上
那
賀
町
誌
編
纂
委
員
会
編
『
上
那
賀
町
誌
』、
一
九
八
二
年
一
月
刊
、
二
〇
五
五
頁
。

㊱　

荒
岡
一
夫
稿
「
ふ
な
と
神
考
（
上
）」、
河
野
幸
夫
編
『
阿
波
郷
土
会
報　

ふ
る
さ
と
阿
波　

一
一
〇
号
』、
一
九
八
二
年
二
月
刊
、
一
六
頁
。

㊲�　

荒
岡
一
夫
稿
「
ふ
な
と
神
考
（
下
）」、
河
野
幸
夫
編
『
阿
波
郷
土
会
報　

ふ
る
さ
と
阿
波　

一
一
一
号
』、
一
九
八
二
年
六
月
刊
、
七
～
一
一

頁
。

㊳　

⑯
に
同
じ
、
五
頁
。

一
一
八
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㊴　

喜
多
弘
稿
「
お
ふ
な
た
は
ん
の
綿
着
」、
一
九
八
三
年
一
二
月
七
日
『
徳
島
新
聞
』
記
事
。

㊵　

日
和
佐
町
史
編
纂
委
員
会
編
『
日
和
佐
町
史
』、
一
九
八
四
年
三
月
刊
、
一
三
二
六
頁
。

㊶�　

仁
木
堯
稿
『
民
間
習
俗
『
お
ふ
な
と
さ
ん
』
に
つ
い
て
（
一
）』、『
阿
波
郷
土
会
報　

ふ
る
さ
と
阿
波　

一
二
〇
号
』
所
収
、
一
九
八
四
年
九

月
刊
、
八
頁
。

㊷　

㊶
に
同
じ
。

㊸　

国
見
慶
英
『
阿
波
脇
町
の
伝
説
と
探
訪
編
（
中
）』、
一
九
八
六
年
三
月
刊
。

㊹　

山
川
町
史
編
集
委
員
会
編
『
改
訂
山
川
町
史
』、
一
九
八
七
年
初
月
刊
、
九
〇
六
頁
。

㊺　

㊹
に
同
じ
、
九
一
六
～
九
一
七
頁
。

㊻　

㊹
に
同
じ
、
九
四
二
～
九
四
三
頁
。

㊼　

穴
吹
町
誌
編
さ
ん
委
員
会
編
『
穴
吹
町
誌
』、
一
九
八
七
年
一
〇
月
刊
、
一
一
九
一
頁
。

㊽　

美
馬
町
史
編
集
委
員
会
編
『
美
馬
町
史
』。
一
九
八
九
年
三
月
刊
、
一
二
五
九
～
一
二
六
〇
頁
。

㊾　

諸
橋
轍
次
著
『
大
漢
和
辞
典
』
一
一
六
七
四
頁
。

㊿　

羽
ノ
浦
町
誌
編
さ
ん
委
員
会
編
『
羽
ノ
浦
町
誌　

民
俗
編
』、
一
九
九
五
年
三
月
刊
、
四
一
〇
頁
。

　

二
〇
〇
六
年
五
月
一
日
、
筆
者
調
査
。

　

に
同
じ
、
筆
者
調
査

　

に
同
じ
、
筆
者
調
査

　

に
同
じ
、
筆
者
調
査

　

海
南
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
海
南
町
史　

下
巻
』、
一
九
九
五
年
一
一
月
刊
、
二
五
一
～
二
五
二
頁
。

　

大
谷
大
学
民
俗
学
研
究
会
編
『
本
山
町
の
民
俗
』、
一
九
七
四
年
六
月
刊
、
一
一
三
頁
。

　

高
知
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館
編
『
い
ざ
な
ぎ
流
の
宇
宙
』、
一
九
九
七
年
一
一
月
刊
、
四
三
頁
。

　

に
同
じ
、
三
三
一
～
三
三
二
頁
。

　

三
好
町
史
編
集
委
員
会
編
『
三
好
町
史　

地
域
誌
・
民
俗
編
』、
一
九
九
六
年
二
月
刊
、
二
四
〇
～
二
四
一
頁
。

　

に
同
じ
、
五
六
〇
～
五
六
一
頁
。

　

市
場
町
史
編
纂
委
員
会
編
『
市
場
町
史
』、
一
九
九
六
年
三
月
刊
、
一
一
九
二
頁
。

　

国
見
慶
英
『
名
邑
脇
ノ
語
リ
種
』、
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
刊
、
六
九
頁
。

一
一
九
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