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③

境
界神
の
性
的
要
素

④
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］

　
道
祖神
は
境
界
の
神
で
あ
る
と
す
る
認
識
は
広
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
視
点
の
み
に
よ
っ
て
、
　
　
　
　
こ
の
よ
う
な
機
能
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
境
界
神
が
男
女
双
体
の
神
と
認
識
さ
れ
る
よ
う

民
間
伝
承
と
し
て
全
国
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
道
祖
神
の
、
多
様
な
習
俗
の
あ
り
方
が
十
分
に
説
明
さ
　
　
　
　
に
な
っ
た
結
果
で
あ
る
。
記
紀
神
話
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
性
的
な
認
識
が
な
く
、
単
神
と
し
て
記

れ
た

わ
け

で
はな
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
録
さ
れ
て
い
る
境
界
神
に
性
的
要
素
が
付
加
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
境
界
に
お
い
て
閉
じ
る
機
能
を

　
特
に都
市
に
お
け
る
道
祖
神
信
仰
は
ほ
と
ん
ど
視
野
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
文
献
上
　
　
　
　
発
揮
す
る
の
で
は
な
く
、
開
く
機
能
を
発
揮
す
る
神
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

に

みら
れ
る
の
は
都
市
の
道
祖
神
信
仰
で
あ
る
。
中
世
以
前
は
京
の
都
を
中
心
と
す
る
が
、
近
世
城
　
　
　
　
　
こ
れ
は
ま
た
佐
倍
乃
加
美
と
呼
ば
れ
て
い
た
神
に
、
「
道
祖
」
の
文
字
が
当
て
ら
れ
、
さ
ら
に
「
道

下
町
に
お
い
て
も
盛
ん
に
道
祖
神
の
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
る
。
十
九
世
紀
初
頭
の
民
間
伝
承
を
記
録
　
　
　
　
祖
神
」
と
表
記
さ
れ
、
こ
れ
が
ド
ウ
ソ
ジ
ン
と
音
読
み
さ
れ
る
契
機
に
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ

し
た
『
諸
国
風
俗
間
状
答
』
に
み
ら
れ
る
秋
田
・
長
岡
の
道
祖
神
祭
り
に
は
、
城
下
町
の
空
間
と
階
　
　
　
　
て
、
境
界
性
に
制
約
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
様
々
な
要
素
を
付
加
さ
れ
や
す
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が

層
に
基
づ
く
道
祖
神
祭
り
の
あ
り
方
が
明
確
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
信
州
松
本
あ
る
い
は
松
代
に
お
　
　
　
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
現
在
で
も
、
都
市
に
お
い
て
は
道
祖
神
信
仰
は
再
生
産
さ
れ
て
い
る
。

い
ても
同
様
で
あ
り
、
道
祖
神
の
信
仰
が
人
々
の
生
活
と
密
着
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
こ
に
み
ら
れ
る
の
は
必
ず
し
も
境
を
閉
じ
て
外
来
の
も
の
を
遮
り
止
め
る
機
能
だ
け
で
は
な
い
。

境
を
開
く
機
能
を
持
ち
、
家
の
繁
栄
と
生
活
の
安
泰
を
祈
る
対
象
で
も
あ
っ
た
。

3
7
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0
問
題
点
の
所
在

　

民
俗
学
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
道
祖
神
を
研
究
対
象
と
し
た
の
は
古
く
、
そ
の
草

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

創
期
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
種
々
の
民
俗
神
を
対
象
と
し
て
の
研
究
で

あ
っ
た
が
、
同
時
に
文
献
を
中
心
と
し
た
境
界
に
…
機
能
す
る
神
の
研
究
で
も
あ
っ
た
。

多
く
の
民
俗
神
に
境
界
神
の
面
影
を
見
い
だ
し
た
の
で
あ
る
。
以
来
、
道
祖
神
は
専

ら
境
界
に
機
能
す
る
神
と
し
て
把
握
さ
れ
て
き
た
。

　
境
界
に
機
能
す
る
神
の
存
在
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
境
界
の
存
在
と
切
り
離
す
こ

と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
境
界
は
所
与
の
存
在
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に

生
活
す

る
人
々
が
発
見
し
、
つ
く
り
出
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
世
に
お
け
る
自
然
環

境
の
も
と
に
お
い
て
は
、
な
ん
ら
か
の
地
形
上
の
変
化
な
ど
に
よ
っ
て
境
を
見
い
だ

す

こ
と
が
多
い
。
そ
れ
は
多
く
行
動
の
障
害
に
な
る
も
の
と
結
び
つ
く
。
川
・
谷
あ

る
い
は
山
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
境
を
つ
く
り
出
す
た
め
に
あ
え
て
障
害
物

を
置
く
こ
と
も
あ
る
。
連
続
す
る
空
間
を
そ
こ
で
遮
断
し
、
境
を
作
る
の
で
あ
る
。

そ

の

よ
う
な
障
害
物
は
内
外
、
自
他
を
明
確
に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
社
会
環
境
の

あ
り
方
を
踏
ま
え
て
い
る
。
ム
ラ
・
ク
ニ
な
ど
の
成
立
と
境
の
存
在
が
無
縁
で
は
な

い

こ
と
は
、
国
境
の
存
在
を
見
て
も
容
易
に
納
得
の
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

社
会
的
に
は
、
境
界
は
占
有
・
防
御
の
印
で
あ
り
、
地
域
集
団
の
存
在
と
、
そ
の

空

間
に
対
す
る
執
着
あ
る
い
は
帰
属
意
識
の
表
れ
で
あ
る
。
社
会
集
団
の
ア
イ
デ
ン

テ

ィ
テ
ィ
ー
の
確
立
と
と
も
に
、
境
界
の
認
識
は
強
く
な
る
。
そ
し
て
そ
の
境
界
を

防
御
す
る
た
め
に
、
人
間
以
外
の
超
自
然
的
な
存
在
の
力
を
も
借
り
よ
う
と
す
る
。

人
の
作
っ
た
境
界
は
人
が
侵
す
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
信
仰
と
の
結

び

つ
き
が
生
ま
れ
る
。

　

こ
う
し
た
境
界
の
信
仰
は
、
物
理
的
障
害
と
結
び
つ
く
も
の
と
、
社
会
的
防
御
と

結
び
つ
く
も
の
と
の
双
方
が
存
在
す
る
。
物
理
的
障
害
は
、
そ
こ
を
通
過
す
る
者
に

と
っ
て
の
障
害
で
あ
り
、
災
難
が
振
り
か
か
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
外
来
者
か

ら
侵
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
境
界
の
内
側
に
い
る
者
に
と
っ
て

は
、
社
会
的
防
御
を
な
す
存
在
で
も
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
境
を
次
々
と
越
え
て
い

か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旅
人
に
と
っ
て
は
、
は
な
は
だ
迷
惑
な
存
在
で
あ
る
と
い
わ

ざ
る
を
え
な
い
。
旅
す
る
も
の
に
と
っ
て
は
、
そ
の
境
を
開
き
、
無
事
に
越
え
さ
せ

て

く
れ
る
存
在
、
つ
ま
り
、
境
に
お
い
て
そ
の
障
害
を
排
除
し
て
く
れ
る
も
の
こ
そ

が
必
要

な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
猿
田
彦
命
の
よ
う
に
、
旅
人
を
先
導
し
、
境
を
越
え

る
こ
と
を
保
証
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。
境
の
内
側
に
い
る
も
の
か
ら
す
れ
ば
、

そ

れ
は
去
来
す

る
、
旅
す
る
神
で
あ
り
、
境
を
侵
す
存
在
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

内
側
に
留
ま
る
人
々
に
と
っ
て
は
常
に
境
に
鎮
座
し
、
境
を
侵
し
、
災
厄
を
も
た
ら

す
も
の
を
防
御
し
て
く
れ
る
神
こ
そ
が
望
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
境
界
の
信

仰
に
は
、
こ
う
し
た
二
面
的
な
性
格
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
境
の
信
仰
に
か
か
わ
る
神
が
、
サ
エ
ノ
カ
ミ
（
道
祖
・
道
祖
神
）
と
い

う
特
定
の
神
に
収
敏
し
て
く
る
の
は
、
平
安
末
期
か
ら
中
世
に
か
け
て
で
あ
る
。
日

本
の
多
く
の
神
々
が
、
文
献
上
に
始
め
て
登
場
す
る
の
は
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』

な
ど
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
「
道
祖
神
」
と
い
う
神
名
を
見
い
だ
す
こ
と
は
出
来
な

い
。
『
万
葉
集
』
や
『
風
土
記
』
な
ど
に
も
同
様
見
い
だ
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
「
道

祖
」
と
い
う
表
記
す
ら
見
い
だ
せ
な
い
の
で
あ
る
。
「
道
祖
」
と
い
う
表
記
が
見
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
の
は
十
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
「
道
祖
神
」
と
い
う
表
記
が
登

場

す
る
の
は
十
二
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
は
ど
う
や
ら
サ
エ

（
へ
）
ノ
カ
ミ
と
し
て
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
ド
ウ
ソ
ジ
ン
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ド
ウ
ソ
ジ
ン
は
「
道
祖
神
」
と
い
う
漢
字
表
記
と
係
わ
る
呼
称
で
あ
ろ
う
か
ら
、
サ

エ
（
へ
）
ノ
カ
ミ
よ
り
後
の
呼
称
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
『
万

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

葉
集
』
な
ど
に
も
サ
エ
（
へ
）
ノ
カ
ミ
と
訓
ず
る
も
の
を
見
い
だ
す
こ
と
は
出
来
な
い
。

　

も
っ
と
も
、
文
献
に
登
場
し
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
民
間
伝
承
上
に
全
く
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
民
間
伝
承
の
な
か
に
存
在
す
る
民
俗
神
が
、
記
録
に

残

さ
れ
る
機
会
は
少
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
存
在
す

る
民
俗
事
象
を
文
献
の
記
事
に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
、
文
献
に
よ
っ
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図1　道祖神一呼称一

て

新
た
な
民
俗
事
象
を
創
造
し
て
い
く
こ
と
も
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
、
文

献
を
軽
視
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

　

い

ず
れ
に

し
て
も
文
献
を
資
料
と
し
て
考
え
る
と
、
境
を
遮
る
境
界
神

は

サ

エ

（
へ
）

ノ
カ
ミ
・
ド
ウ
ソ
ジ
ン
に
収
敏
す
る
過
程
に
お
い
て
、
行

路
の
神
と
し
て
境
界
を
開
く
神
の
性
格
を
習
合
し
、
夫
婦
神
で
あ
る
こ
と

を
契
機
と
し
て
、
性
的
な
側
面
を
も
習
合
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う

し
た
文
献
上
の
記
述
は
専
ら
都
市
内
部
に
存
在
す
る
神
々
の
行
為
と
し
て

認
識

さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
『
扶
桑
略
記
』
天
慶
二
年
の
「
岐
神
」
は

「東
西
雨
京
大
小
路
衡
」
に
出
現
し
た
し
、
『
今
昔
物
語
』
の
「
五
条
道
祖
」

は

言
う
ま
で
も
な
く
京
の
五
条
の
道
祖
神
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
都
市
の
外

部
と
全
く
係
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
奥
州
笠
島
の
道
祖
神
や
、

熊
野
路
の
道
祖
神
も
登
場
し
て
く
る
。
し
か
し
こ
れ
も
都
の
鬼
門
徐
け
と

し
て
の
出
雲
路
道
祖
神
と
か
か
わ
り
、
熊
野
に
詣
で
た
都
人
の
物
語
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
文
字
を
操
る
都
の
知
識
人
の
存
在
が
大
き
な
役
割

を
果
た
し
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
人
々
の
関
与
が
あ
っ
た
が
故
に
、
サ
エ
ノ
カ
ミ
の
漢
字
表
記

が

「
道
祖
」
か
ら
「
道
祖
神
」
へ
と
変
わ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
が
音
読
み
さ

れ
て

ド
ウ
ソ
ジ
ン
と
も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
前
述
し
た

よ
う
に
ド
ウ
ソ
ジ
ン
と
い
う
呼
称
は
、
「
道
祖
神
」
と
い
う
表
記
が
な
け
れ

ば
存
在
し
え
な
い
神
名
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
段
階
で
は
単
に
、
サ
エ

ノ
カ
ミ
を
ド
ウ
ソ
ジ
ン
と
呼
び
変
え
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
サ
エ
と

い

う
境
界
に
か
か
わ
る
語
が
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
境
の
信
仰
だ
け

に
限
定
さ
れ
な
い
、
様
々
な
性
格
を
累
積
す
る
こ
と
が
よ
り
容
易
に
な
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
フ
ォ
ー
ク
タ
ー
ム
と
し
て
の
ド
ウ
ソ
ジ
ン
は
、
歴
史

的
・
社
会
的
な
様
々
な
環
境
の
変
化
の
な
か
で
、
変
化
し
て
き
た
要
素
を

全

て
包
摂
し
な
が
ら
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
民
間
信
仰
に
お
け
る
多
く
の
神
々
が
、
境
界
神
と
し
て
の
機
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能

を
備
え
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
と
り
わ
け
サ
エ
ノ
カ
ミ
は
境
の
神
と
し

て
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
。
そ
し
て
サ
エ
ノ
カ
ミ
を
中
世
の
表
記
の
ま

ま
「
道
祖
神
」
と
記
す
と
、
そ
れ
を
音
読
み
し
た
ド
ウ
ソ
ジ
ン
こ
そ
が
境
の
神
で
あ

り
、
境
の
神
は
ド
ウ
ソ
ジ
ン
で
あ
る
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
テ
ク
ニ
カ
ル
タ
ー
ム

と
し
て
の
ド
ウ
ソ
ジ
ン
の
出
現
で
あ
る
。
そ
う
し
た
文
献
上
の
「
道
祖
神
」
が
都
市

と
か
か
わ
り
、
そ
の
性
格
を
知
識
人
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
き
た
と
い
う
意
味
で
は
、

「
道
祖
神
」
は
「
都
市
」
と
深
く
か
か
わ
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
な
お
全
国
各
地
に
お
い
て
、
境
界
に
か
か
わ
る
と
さ
れ
る
神
が
様
々
な

呼
称
で
存
在
し
て
い
る
（
図
1
）
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
信
仰
の
内
容
も
多
様
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
日
本
の
民
間
伝
承
に
お
け
る
「
道
祖
神
」
の
あ
り
方
が
複
雑
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
民
俗
学
に
お
い
て
も
「
道
祖
神
」
に
つ
い

て

の
研
究
が
い
ま
だ
十
分
で
な
い
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
近
世
の
城
下

町
の
道
祖
神
祭
り
を
手
掛
か
り
と
し
つ
つ
、
道
祖
神
信
仰
の
展
開
の
一
端
を
改
め
て

概
観
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

②
城
下
町
の
道
祖
神
祭

　
（
1
）
『
諸
国
風
俗
間
状
答
』
の
道
祖
神
祭
り

　
都
市
的
空
間
や
都
市
的
社
会
が
増
大
し
て
く
る
の
は
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て

で

あ
る
。
殊
に
近
世
城
下
町
の
成
立
は
、
従
来
の
農
村
社
会
の
あ
り
方
と
は
異
な
る

生

活
形
態
を
出
現
さ
せ
た
。
城
下
町
も
後
背
地
と
し
て
の
農
村
無
く
し
て
は
存
在
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
必
ず
し
も
第
一
次
産
業
を
基
幹
産
業
と
せ
ず
、
消
費
経
済

が

卓
越
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
政
治
・
経
済
・
文
化
・
情
報
の
中
心
と

し
て
、
地
域
の
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
生
活
形

態
は
、
都
市
化
の
進
展
し
た
現
在
の
日
本
の
社
会
に
連
続
す
る
性
格
を
持
っ
て
い
る

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
れ
で
は
こ
う
し
た
近
世
の
城
下
町
に
お
け
る
道
祖
神
祭
り
は
ど
の
よ
う
に
行
わ

れ
て

い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
近
世
の
文
献
を
用
い
て
道
祖
神
信
仰
の
、
近
世
社
会
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

お
け
る
変
容
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
は
和
歌
森
太
郎
で
あ
っ
た
。
和
歌
森
は

近
世
の

民
間
伝
承
の
調
査
記
録
と
も
い
う
べ
き
『
諸
国
風
俗
間
状
答
』
を
資
料
と
し

て
、
道
祖
神
信
仰
の
都
市
化
の
様
相
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
和

歌
森
の
関
心
は
専
ら
近
世
的
な
様
態
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
城
下
町
に
お
け
る
道
祖

神
祭
り
の
あ
り
方
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
の
分
析
は
、
余
り
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
改
め
て
『
諸
国
風
俗
間
状
答
』
に
記
録
さ
れ
た
、
幾
つ
か
の

道
祖
神
祭
り
を
取
り
上
げ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
『
諸
国
風
俗
間
状
』
の
宛
て
先
、
つ
ま
り
調
査
者
は
城
下
町
に
お
け
る
藩
儒
が
多

く
、
そ
の
調
査
対
象
の
多
く
は
城
下
が
中
心
で
あ
っ
た
。
『
問
状
』
に
は
道
祖
神
祭
り

の

こ
と
に
つ
い
て
、
小
正
月
の
火
祭
り
と
と
も
に
記
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
に
、
そ
の

『
答
書
』
に
よ
っ
て
、
近
世
城
下
町
に
お
け
る
道
祖
神
信
仰
の
あ
り
方
を
知
る
こ
と

が

で

き
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
が
報
告
さ
れ
て
い
る
の
は
主
と
し
て

東
日
本
の
諸
藩
領
で
あ
る
。
西
日
本
地
域
か
ら
の
報
告
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し

か
し
、
例
え
ば
「
淡
路
国
風
俗
間
状
答
」
に
、
「
此
事
城
下
に
は
な
し
。
在
方
に
は
、

廿

日
に
神
酒
・
洗
米
・
白
餅
な
ど
供
へ
て
祭
る
所
あ
り
。
白
餅
と
は
、
漬
し
た
る
餅

米

を
臼
に
て
は
た
き
、
粉
に
し
て
水
に
て
練
丸
め
た
る
也
。
又
正
・
五
・
九
月
の
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四

日
と
十
九
日
に
祭
る
所
も
あ
り
。
」
と
か
、
「
阿
波
国
風
俗
間
状
答
」
に
「
道
祖
神

　
　
　
　
　
　
ら
　

祭
は
仕
不
申
候
」
と
あ
る
よ
う
に
必
ず
し
も
十
分
な
も
の
と
は
い
え
な
い
。

　
小
正

月
の
火
祭
り
で
あ
る
左
義
長
に
つ
い
て
の
記
述
は
多
い
。
た
だ
こ
れ
が
い
わ

ゆ
る
道
祖
神
の
祭
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
必
ず
し
も
明
記
さ
れ
て
は
い
な
い
。
中

部
・
関
東
地
方
で
こ
そ
小
正
月
の
火
祭
り
が
道
祖
神
の
祭
り
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て

い

る
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
全
国
的
に
み
る
と
正
月
行
事
の
一
環
と
し
て
し
か
認
識
さ

れ
て

い

な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
、
左
義
長
の
記
述
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
を
た
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ち
に
道
祖
神
の
祭
り
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
西
日
本
に

境
界
神
の
信
仰
や
祭
り
が
全
く
な
い
わ
け
は
な
い
。
だ
い
た
い
中
世
ま
で
の
文
献
に

登
場
す

る
の
は
ほ
と
ん
ど
が
近
畿
地
方
の
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
信
仰
は
近
世
に
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ま
で
も
継
承
さ
れ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
は
東
日
本
と
同
様
に
時
代
の
影
響
を
受
け

て

変
容
さ
れ
た
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
『
諸
国
風
俗
間
状
答
』
を
資
料
と
し

た
和
歌
森
は
そ
の
他
の
資
料
を
補
い
、
西
日
本
の
道
祖
神
信
仰
に
つ
い
て
も
目
配
り

を
し
つ
つ
も
、
考
察
の
中
心
は
東
日
本
の
道
祖
神
信
仰
に
置
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
う
し
た
偏
り
を
生
じ
た
の
は
、
ひ
と
え
に
質
問
状
の
発
信
者
で
あ
る
屋
代
弘
賢

の
、
「
正
月
　
十
四
日
　
道
祖
神
祭
の
事
、
左
義
長
の
事
」
と
い
う
質
問
の
仕
方
に

　
　
（
7
）

あ
っ
た
。
江
戸
在
住
の
弘
賢
は
自
ら
の
も
つ
民
俗
的
知
識
に
よ
っ
て
、
道
祖
神
祭
り

は

正
月
に
行
わ
れ
る
こ
と
は
日
本
全
国
同
様
で
あ
る
と
の
前
提
で
質
問
を
発
し
た
と

思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
質
問
票
に
よ
る
通
信
調
査
の
持
つ
限
界
で
あ
り
、
避

け
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
道
祖
神
祭
り
の
性
格
が
限
定
さ

れ
、
結
果
的
に
西
日
本
の
資
料
が
少
な
く
な
っ
た
の
は
事
実
で
あ
り
、
資
料
的
空
白

を
生
む
こ
と
に
な
っ
た
事
実
は
否
定
で
き
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
近
世
の
道
祖
神
信
仰
を
考
え
る
上
で

『
諸
国
風
俗
間
状
答
』
の
も
つ
基
礎
的
な
資
料
価
値
が
失
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

そ

こ
で
改
め
て
も
う
一
度
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
ま
ず
「
出
羽
国
秋
田
領
風
俗
間
状
答
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
正
月
十
四
日
「
道
祖
神

祭
り
の
事
」
と
十
五
日
「
歳
の
神
の
事
」
の
二
箇
所
が
対
象
に
な
る
。

十
四

日
　
道
祖
神
の
事

　

こ
の
事
は
十
五
日
を
用
う
。
是
を
俗
に
は
歳
の
神
と
申
す
也
。
此
日
に
は
左

義
長
を
し
侍
る
。
是
を
鎌
倉
と
申
す
也
。
鎌
倉
の
祝
い
の
髄
は
、
二
日
三
日
ば

か

り
前
よ
り
門
外
に
雪
に
て
四
壁
を
造
り
、
厚
さ
一
尺
二
尺
に
し
、
水
そ
そ
ぎ

氷
か

た
め
て
、
そ
れ
へ
其
日
に
は
茅
を
積
み
、
門
松
、
飾
藁
な
ん
ど
み
な
積
み

て
、
四
壁
に
は
紙
の
旗
、
さ
ま
ざ
ま
の
四
手
切
か
け
し
柳
な
ど
か
ざ
り
、
わ
ら

は
べ
打
群

れ
、
ほ
た
き
棒
て
ん
で
に
提
て
、
ゆ
き
か
ふ
女
あ
ら
ば
尻
う
た
ん
と

用
意
す
（
中
略
）
、
や
や
暮
行
頃
、
几
に
餅
と
神
酒
を
供
し
、
火
き
り
て
焚
付

る
也
、
火
の
音
熾
ん
に
燃
上
る
を
待
々
て
、
四
壁
に
立
た
る
米
の
俵
結
付
し
標

を
引
き
ぬ
き
く
、
火
を
移
し
て
振
り
ま
は
る
。
（
中
略
）
。
こ
の
事
は
家
継
す

べ

き
を
の
こ
ご
を
産
た
る
家
に
て
、
其
子
の
十
五
に
な
る
ま
で
は
す
る
事
に
候

へ
ば
、
一
町
に
三
四
五
六
は
か
な
ら
ず
有
る
也
。
（
中
略
）
火
を
焚
き
候
時
、
ジ

ヤ
ア

ホ

イ
く
と
は
や
す
。
又
詞
あ
り
。

　
　
鎌
倉
の
鳥
追
は
、
頭
切
て
堕
付
て
、
瞳
俵
へ
う
ち
こ
ん
で
、
佐
渡
が
島
へ

　
　
追
て

や

れ
、
佐
渡
が
島
近
く
ば
、
鬼
が
島
へ
追
て
や
れ

　
是
は

廓
内
町
の
膿
に
て
候
。
廓
外
の
町
々
に
も
候
ひ
し
が
、
家
居
建
こ
み
て

火

の

災
い
を
お
そ
れ
て
や
、
今
は
た
ま
た
ま
に
て
候
。
田
家
に
も
あ
れ
ど
、
十

五
日
の
夜
に
て
一
ト
里
に
一
所
な
り
。
（
後
略
）

十
五

日
　
歳
の
神
の
事

　
是
は

廓
外
の
街
坊
を
七
つ
に
割
て
、
そ
の
一
つ
よ
り
つ
く
り
出
す
。
年
々
順

番
な
り
。
其
膿
は
、
歳
の
神
の
禿
倉
を
一
人
に
て
輕
々
と
背
負
ほ
ど
に
造
り
置
、

（中
略
）
内
に
は
雌
雄
の
紙
雛
を
入
れ
、
幣
吊
を
納
め
て
、
ほ
た
き
棒
の
大
な

る
を
飾
り
、
一
人
是
を
背
負
ふ
。
立
ゑ
ぼ
し
に
水
干
を
着
、
顔
お
か
し
げ
に
彩

色
し
て
、
其
先
に
出
た
つ
。
引
き
つ
づ
き
て
、
こ
の
年
に
あ
た
れ
る
町
々
よ
り
、

十
四

五
以
下
の
男
児
を
色
色
の
姿
に
さ
う
そ
き
て
、
雪
車
を
船
或
は
屋
毫
な
ん

ど
に
飾
り
な
し
て
、
上
下
着
た
る
警
固
、
襲
着
た
る
乳
母
な
ん
ど
あ
ま
た
引
き

供

し
て
、
二
十
も
三
十
も
出
す
事
に
て
候
。
ま
つ
城
へ
登
り
て
、
手
ご
と
に
は

た
き
棒
を
杖
に
し
、
床
の
う
へ
を
大
に
つ
き
と
ど
ろ
か
し
て
、
堂
を
背
負
ふ
た

る
も
の
聲
ふ
り
立
て
、
祝
い
の
詞
を
申
す
。

　
　

さ
い
の
神
の
御
祝
ひ
は
、
戌
亥
の
す
み
に
か
め
七
つ
、
な
な
つ
の
か
め
に

　
　
わ

く
い
つ
み
、
若
君
さ
ま
十
三
人
、
お
姫
さ
ま
十
三
人
、
こ
れ
の
や
か
た

　
　
の
御
知
行
は
、
萬
々
億
々
敷
知
ら
ず
、
四
方
の
山
よ
り
こ
が
ね
し
ろ
が
ね

　
　
沸

く
や
う
に
、
わ
く
や
う
に

　
あ
ま
た
の
児
と
も
み
な
同
音
に
申
す
也
。
酒
、
菓
子
た
う
べ
て
ま
か
で
つ
。

そ
れ
よ
り
家
老
の
宅
を
め
ぐ
り
、
町
の
奉
行
へ
も
ま
ゐ
る
。
そ
の
さ
ま
み
な
同

じ
。
（
中
略
）
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村
里
に
て
は
、
こ
の
日
夕
暮
れ
近
き
よ
り
村
童
等
打
群
て
、
木
の
ほ
ら
吹
き

な
ら
し
、
田
面
に
出
わ
た
り
鳥
を
追
ふ
ま
ね
び
し
、
近
き
里
々
へ
も
行
き
め
ぐ

　　
　る

。
（
後
略
）

　

こ
の
秋
田
領
に
お
け
る
小
正
月
の
祭
り
は
、
廓
内
町
と
廓
外
の
街
坊
と
村
里
と
で

は

そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
。
廓
内
町
に
お
い
て
は
十
四
日
に
は
「
鎌
倉
」
と
呼
ぶ

火
祭
り
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
は
長
男
が
生
ま
れ
た
家
で
行
わ
れ
る
行
事
で
あ
り
、
予

祝
儀
礼
は
出
産
に
係
わ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
鳥
追
い
歌
が
歌
わ
れ
て
い
る
が
、

農
耕
儀
礼
と
し
て
の
性
格
は
希
薄
で
あ
り
、
も
っ
ぱ
ら
家
の
存
続
と
繁
栄
を
祝
う
も

の

と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
直
接
祭
祀
の
対
象
と
な
る
の
は
道
祖
神
で
は

な
い
。
し
か
し
、
道
祖
神
祭
り
は
十
五
日
に
行
わ
れ
、
こ
れ
を
歳
の
神
と
呼
ん
で
い

る
と
認
識
は
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
環
と
し
て
「
鎌
倉
」
が
行
わ
れ
る
と
い
う
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
火
祭
り
は
廓
内
町
に
特
徴
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

歳
の
神
の
行
事
は
十
五
日
に
行
わ
れ
る
。
そ
の
中
心
に
な
る
の
は
廓
外
の
町
々
で
、

そ

こ
で
行
わ
れ
る
の
は
歳
の
神
の
城
へ
の
渡
御
で
あ
り
、
支
配
者
層
に
対
す
る
祝
福

で

あ
る
。
歳
の
神
の
行
事
は
町
の
祭
り
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
村
里
で

は

農
耕
儀
礼
と
し
て
鳥
追
い
行
事
が
行
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
か
な
り

明
確
な
三
重
構
造
を
も
っ
て
道
祖
神
の
祭
り
に
地
域
が
係
わ
っ
て
い
る
と
認
識
さ
れ

て

い

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
う
し
た
状
況
は
越
後
国
長
岡
領
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

十
四

日
　
道
祖
神
祭
の
事
井
左
義
長
の
事

　
男
子
二
歳
と
い
う
正
月
十
四
日
に
、
京
ひ
な
の
形
し
た
る
男
神
女
神
の
か
た

を
、
勝
軍
木
も
て
作
り
、
白
き
紙
に
紅
に
て
寳
蓋
し
給
か
き
た
る
衣
を
き
せ
、

挾
箱
の
蓋
に
入
れ
、
壼
人
の
お
の
こ
に
か
つ
が
せ
、
壼
人
に
は
挾
箱
を
持
せ
若

薫
な
ど
才
料
し
て
親
族
の
家
に
行
、
何
が
し
の
道
祖
神
也
と
い
へ
ば
、
扇
子
、

畳
紙
、
栗
、
柿
、
福
手
餅
、
又
神
酒
料
と
て
紙
に
包
た
る
あ
し
出
す
も
侍
り
。

お

の

こ
共
に
は
酒
の
ま
し
め
て
婦
す
。
是
を
さ
い
の
神
の
勧
進
と
い
ふ
。
此
日

よ
り
屋
敷
の
明
の
方
に
、
雪
に
て
七
八
間
ば
か
り
に
内
の
廣
さ
し
た
る
堂
を
作

り
、
是
を
さ
い
の
神
堂
と
い
ふ
。
恵
方
に
む
か
っ
て
門
を
ひ
ら
き
、
長
き
竿
の

先
に

五
色
の
幣
き
り
さ
げ
、
上
に
扇
を
三
鵠
開
き
て
付
く
、
是
を
扇
車
と
い
ふ
。

十
五

日
と
な
れ
ば
堂
の
内
（
に
）
神
を
安
置
し
、
神
酒
備
へ
、
親
族
つ
と
へ
酒

宴
し
祝
ひ
侍
り
。
か
く
す
る
こ
と
一
年
、
三
年
、
五
ね
ん
、
七
年
一
様
な
ら
ず
。

神
の
か
た
は
昔
は
焼
た
れ
ど
、
災
を
避
て
今
は
流
し
侍
る
。
よ
て
左
義
長
の
形

は

無
れ

ど
、
祝
ふ
時
は
尊
と
や
左
義
長
さ
い
が
な
か
み
そ
の
こ
み
そ
が
な
る
敷

の

子
、
と
い
ふ
て
拍
子
を
と
り
、
明
た
る
な
ど
打
て
廻
り
侍
り
。
民
間
は
近
在

よ
り
十
二
一
二
ば
か
り
の
子
供
、
七
日
八
日
頃
よ
り
箱
の
蓋
、
葛
籠
な
ど
肩
に
か

け
、
中
に
さ
い
の
神
と
て
紙
ひ
な
様
の
も
の
い
れ
、
家
中
へ
も
來
り
、
さ
い
の

神
の
勧
進
、
銭
で
も
米
で
も
お
い
り
や
れ
、
八
丁
紙
で
も
お
い
り
や
れ
、
來
年

の

春
は
よ
め
で
も
智
で
も
取
や
う
に
、
い
ぬ
い
の
す
み
か
ら
わ
く
よ
う
に
、
す

つ
く
は
ら
く
は
ひ
と
お
し
や
れ
く
、
と
口
々
に
と
な
へ
て
物
こ
ふ
に
、
銭
米

な
ど
少
し
つ
つ
あ
た
へ
、
其
外
に
門
松
の
松
竹
ゆ
づ
り
は
注
連
縄
な
ど
あ
た
ふ
。

是

を
十
五
日
祭
禮
の
資
料
と
す
、
其
さ
ま
異
な
る
事
侍
ら
ず
。
村
々
家
遠
き
と

こ
ろ
に
持
行
、
雪
高
く
つ
き
あ
け
、
其
上
に
松
竹
し
め
縄
な
ど
つ
み
か
さ
ね
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

焼
た
て
・
た
は
む
れ
と
す
る
ま
で
也
。
（
後
略
）

　

こ
こ
で
は
そ
の
構
造
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
家
中
と
そ
れ
を
取
り
巻
く

城
下
、
お
よ
び
そ
の
近
在
と
見
れ
ば
三
重
構
造
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
家
中
に
お

い
て

は
、
男
の
子
の
初
め
て
の
正
月
十
四
日
に
男
女
双
体
の
道
祖
神
の
勧
進
と
、
さ

い

の
神
堂
に
よ
る
祭
祀
が
行
わ
れ
る
。
火
祭
り
の
あ
り
さ
ま
は
明
確
で
は
な
い
が
、

子
供
の
誕
生
に

よ
る
家
の
繁
栄
を
祈
る
性
格
は
見
て
取
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
城
下

で

も
同
じ
く
道
祖
神
の
勧
進
に
よ
り
家
と
城
下
と
の
繁
栄
を
祈
り
、
そ
れ
は
支
配
者

層
に
対
す
る
祝
福
を
も
含
ん
で
い
る
。
ま
た
こ
れ
は
近
在
の
村
々
の
城
下
の
祝
福
で

も
あ
る
。
そ
し
て
村
で
は
火
祭
り
が
行
わ
れ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
農
耕
儀
礼
と
し

242



倉石忠彦［都市と道祖神信仰］

て

の
様
相
は
希
薄
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
非
常
に
都
市
的
な
面
が
強
調
さ
れ

て

い

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
2
）
信
州
の
城
下
町
の
道
祖
神
祭

　
近
世
の
城
下
町
に

お

い

て

は
、
そ
の
生
活
環
境
に
応
じ
た
道
祖
神
祭
が
行
わ
れ
て

お

り
、
そ
れ
は
『
諸
国
風
俗
間
状
答
』
に
よ
っ
て
見
い
だ
せ
る
だ
け
で
は
な
い
。
信

州
松
代
城
下
に
お
い
て
も
同
様
な
傾
向
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
明
治
に
な
っ

て

か

ら
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
『
長
野
県
町
村
誌
』
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　

右
両
社
を
松
代
両
道
祖
神
と
称
す
。
（
中
略
）
毎
年
正
月
十
五
日
朝
両
町
（
肴

町
・
同
心
町
）
の
壮
者
、
童
輩
各
々
一
群
隊
を
成
し
、
手
巾
を
以
て
面
を
包
み
、

道
祖
神
の
銘
旗
、
数
流
、
五
色
の
紙
幣
を
青
竹
に
繋
者
、
数
十
本
を
掲
げ
、
二

三
の

木
、
男
根
の
掲
米
杵
大
な
る
物
を
捲
ひ
、
神
像
の
厨
子
を
擁
し
、
第
一
に

城
郭
内
に
縦
行
し
（
中
略
）
一
隊
一
齊
異
口
同
音
、
祝
い
こ
め
々
々
と
叫
び
、

之

に
次
て
狼
褻
、
卑
随
聞
に
堪
へ
ざ
る
醜
言
を
以
て
す
。
夫
れ
よ
り
後
、
内
郭
、

外
郭
、
士
人
の
邸
、
市
坊
の
居
、
門
々
戸
々
推
入
ら
ざ
る
家
な
し
。
家
々
之
に

饗

酒
、
米
銭
を
供
す
る
事
多
少
例
格
あ
り
。
是
日
松
代
及
近
郷
、
道
祖
神
在
る

町
村
皆
両
町
の
為
す
所
に
倣
ひ
、
各
々
隊
を
成
し
、
叫
呼
縦
行
終
日
な
り
、
是

を
以
て
城
下
の
雑
沓
甚
　
、
然
れ
ど
も
内
郭
城
内
に
入
る
者
は
、
松
代
天
王
祭

の
大
門
踊
り
、
雨
宮
神
事
の
獅
子
踊
り
及
び
是
道
祖
神
な
り
。
（
中
略
）
然
而
廃

藩
の
後
ち
古
例
漸
く
廃
し
、
且
是
道
祖
神
祭
り
の
狼
褻
頗
る
野
蛮
の
餓
習
に
似

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

た
る
を
以
て
、
次
第
に
衰
微
し
て
、
亦
挙
行
せ
ざ
る
に
至
る
。

　

こ
れ
も
ま
た
道
祖
神
祭
り
と
し
て
城
内
に
道
祖
神
を
渡
御
せ
し
め
て
祝
福
す
る
と

と
も
に
、
城
下
も
ま
た
祝
福
す
る
。
そ
れ
は
両
町
の
役
割
で
あ
る
と
と
も
に
、
各
町

や
近
在
の
地
域
に
よ
っ
て
も
城
下
は
祝
福
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
城
内
・
内
郭
・

外
郭
お

よ
び
市
坊
、
近
郷
と
い
う
地
域
的
な
区
分
と
と
も
に
役
割
が
分
担
さ
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
支
配
者
層
は
専
ら
町
方
在
方
に
よ
っ
て
祝
福
さ
れ
る
対
象
で
あ
り
、

男
根
型
の
も
の
を
担
ぎ
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
妊
娠
出
産
、
つ
ま
り
家
の
繁
栄
を
期
待

す
る
も
の
で
あ
り
、
農
耕
儀
礼
的
な
要
素
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
肴
町
と

同
心
町
だ
け
が
城
内
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
道
祖
神
を
祭
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
っ
て
、
町
方
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
廃
藩
に
よ
り
祝
福
の
対
象
が
な
く
な
る
と
と
も
に
衰
微
し
、
松
代
町
に
は

す
で
に
こ
う
し
た
道
祖
神
祭
り
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
川
中
島

平
の
村
々
に
お
い
て
は
、
小
正
月
の
行
事
と
し
て
家
々
に
男
根
型
の
作
り
物
を
持
っ

て
祝
福
に
訪
れ
る
儀
礼
は
そ
の
後
も
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
と
関
わ
り
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

る
と
思
わ
れ
る
道
祖
神
講
は
現
在
も
ま
だ
行
わ
れ
て
い
る
。

　
松
本
城
下
に
お
い
て
も
道
祖
神
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
た
。

　
我
尾
府
下
、
正
月
初
三
の
後
、
市
井
立
る
心
竹
は
、
三
毬
杖
の
遺
意
な
る
事
、

前
に
記
し
侍
る
。
信
州
松
本
の
人
云
、
彼
城
下
正
月
立
て
る
処
も
こ
れ
に
ひ
と

し
。
但
町
々
辻
の
中
央
に
こ
れ
を
も
ふ
く
。
長
さ
十
余
間
計
り
の
大
柱
（
中

略
）
を
心
と
し
、
松
竹
等
を
か
ざ
る
。
こ
れ
を
御
柱
と
呼
、
亦
幸
神
と
称
す
。

（中
略
）
市
井
の
小
童
集
り
、
柱
の
下
を
わ
ら
を
以
て
か
こ
ひ
、
且
童
輩
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

一
人
を
別
当
と
名
付
、
水
あ
び
せ
て
柱
下
こ
れ
を
饗
す
る
さ
ま
あ
り
と
い
へ
り
。

（後
略
）

　

こ
こ
に
は
道
祖
神
の
城
内
に
渡
御
す
る
儀
礼
や
、
祝
福
の
儀
礼
は
記
さ
れ
て
い
な

い
。
た
だ
柱
を
立
て
る
儀
礼
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
町
の
辻
に
お
い
て
行

わ
れ

る
も
の
で
あ
っ
て
、
サ
イ
ノ
カ
ミ
（
幸
神
）
と
称
し
た
と
い
う
か
ら
、
各
町
の

道
祖
神
祭
り
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
は
別
に
、
町
方
で
は
木
製
の

道
祖
神
を
祭
っ
た
こ
と
は
、
現
在
に
残
さ
れ
て
い
る
神
像
の
存
在
に
よ
っ
て
知
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
神
像
は
郭
内
に
も
存
在
し
て
い
た
の
で
、
家
中
で
も
行
わ
れ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
後
に
こ
れ
ら
の
神
像
は
集
め
ら
れ
、
民
間
信
仰
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
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道祖神祭りの諸相

呼　称 行事名 神　体 祭　り 性　格

廓 火祭り 性的予祝

内
・
侍

サイノカミ カマクラ （供物）
祝詞

ホタキ

男の初節供

自家の祭り

秋
町 祝宴一一一－A－一一－－1－－WWW （家の永続），・A’．一’一’A－一一一一一一一一一一－－－－－

，’A－A一 一一一．－－一一一－一一一．－－一一A P水一’一一’一’一一一一一一一－一一 w・，’AA－’A．一一A

田
　
領

廓
外
街 ホクラ 男女神

渡御

祝詞

勧進

城下繁栄の予祝

町の祭り
坊

ホタキ棒
A－．一’一 一一一一一－－－－－一一一W－W一，A A’一’一A－一一．一．一一一．一一一－ ’へA’A’A－A’一一． 一一一－．一一一W－－W－－W今 ’＾＾，’＾’＾一一一一一－一一－－－W－－W，W・

村
里 鳥追 農耕儀礼

渡御

火祭り 祭祀

長

家
　
中

サイノカミ カンジン堂 男女神
勧進

祝詞

初節供

厄払い

祝宴 （自家の祭り）

岡 柱
．一’一一一一一－－－－－ w－・今’・’AA－一．一’．’ 一一一．一一一－－w・w－“”一’A’一’一一一’一一－－－一 －一一ww－’9・’A’A－A－一一．一 ．－－一一－－－－－－－一AA’A－A一

領

近
在
村
々

カンジン 紙ひな

渡御

勧進

祝詞

予祝

厄払い

（地域の祭り）
火祭り

城 予祝を受ける
一一一－－－ 一一－－－w噺吟，AA’，，’一’一一 －一一一－一一－一一一一一“，A’A’ 一A－．一一一．一一一一一 －－1計÷，“ 「AA－’A’一’－－一

廓
内 予祝を受ける

．一一一．－－一一．－－w・今〒’A’A’A－一一一一一一一一一 一．一一－－－一一一一宇AA’A’一一 ．一一．一一－一一一－－－W－呼WAA 一’一’一A－一一．一一一 －－－－－W1－’AA－AA－一

松
　
代
　
領

町 両道祖神
神像

男根

渡御

勧進
祝詞一A－一■一一一－－－一一一－一

予祝

「チ1A－A’A－．一．一一一．一一一一一一－－w一一．・チA’ 一’一．一A－．一一一一－一一一一一－ －－wAラーA－’A’A－一一A－一一 一－w－一一チ’A’A－A

近
　
郷

道祖神
男根

（神像）

渡御

勧進

祝詞

予祝

城
祭祀

下 道祖神祭り 木造道祖神 男女神 祭り 繁栄の予祝
松 町 地域の祭り

一－－w一1’AA’，A’ 一一一一．一一一－－－－－－W一 ≠＾●＾’＾一’一’一一一一一－一一－－－．W一’一

本
’

旙＾ A’一’一’一’一一一一一－一一一一－ w－w噺一A’A’A－A－一一．一一一－

領
接
地

道祖神祭り 木造道祖神 男女神 火祭り 予祝

・宇 一一一一－．－一‥’AA”AA 一A－A－一一－－－－－－一一’チテA’A’一’一’＾

元’ 一一一一一一吟
三九郎 （道祖神碑） 男女神 火祭り 予祝

と
し
て
国
の
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。
在
に
お
い
て
は
、
三
九
郎
と

呼
ば
れ
る
火
祭
り
が
、
道
祖
神
の
祭
り
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
城
下
に
お
い
て
も

火
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
延
宝
六
（
一
六
七
八
）
年
の
「
博
突
・
左
義
長

等
触
書
」
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
近
郊
の
村
々
で
は
そ
の
火
祭
り
と
神
像

の
祭
祀
と
が
集
合
し
て
い
る
。
城
下
町
内
の
祭
り
の
構
造
は
明
確
で
は
な
い
が
、
城

下
町

を
巡
る
道
祖
神
祭
り
の
構
造
は
、
お
お
よ
そ
こ
の
三
重
構
造
と
見
る
こ
と
が
で

　
　
お
　

き
る
。
現
在
は
、
旧
城
下
町
に
お
い
て
御
柱
を
巡
る
行
事
や
、
木
造
の
道
祖
神
像
を

祭
る
道
祖
神
祭
り
は
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
、
火
祭
り
は
川
原
な
ど
に
お
い
て
行
わ
れ

て

い

る
。
そ
し
て
近
郊
諸
村
で
は
、
火
祭
り
と
神
像
と
が
集
合
し
た
道
祖
神
祭
り
が

　
　
　
　
　
け
　

行
わ
れ
て

い
る
。

　
以
上
、
近
世
の
城
下
町
に
お
け
る
道
祖
神
祭
り
の
幾
つ
か
を
見
て
き
た
。
こ
れ
ら

を
呼
称
・
行
事
名
・
神
体
・
祭
り
・
性
格
な
ど
を
も
と
に
し
て
整
理
す
る
と
表
の
よ

う
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
地
域
の
あ
り
方
を
も
と
に
し
て
図
示
す
る
と
、
図
2

～
5
の
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
を
も
っ
て
近
世
城
下
町
の
道
祖
神
祭
り
の
一
般
的
な

あ
り
方
と
す
る
の
に
は
、
ま
だ
ま
だ
資
料
が
十
分
で
は
な
い
。
し
か
し
、
道
祖
神
祭

り
も
そ
の
祭
祀
の
主
体
や
対
象
に
よ
っ
て
、
性
格
も
関
与
の
仕
方
も
異
な
っ
て
い
る

こ
と
だ
け
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
社
会
的
環
境
が
変
化
す
る
と
、
同
一
地

域
に

お
い
て
も
そ
の
祭
り
は
変
化
す
る
の
で
あ
る
。
特
に
変
化
の
激
し
い
町
に
お
い

て

変
化
は
殊
更
激
し
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
だ

が
、
地
域
の
中
心
的
な
町
の
影
響
を
受
け
た
そ
の
周
辺
の
祭
り
に
は
、
か
つ
て
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の
町
の
道
祖
神
祭
り
の
要
素
が
な
お
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
町

の
道
祖
神
祭
り
の
背
景
に
、
村
の
道
祖
神
祭
り
が
あ
り
、
そ
れ
と
深
く
か
か
わ
り
な

が

ら
町
の
道
祖
神
祭
り
が
形
成
さ
れ
る
。
秋
田
の
廓
内
侍
町
の
鎌
倉
に
鳥
追
歌
が
用

い

ら
れ
る
の
な
ど
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
松
代
の
道
祖
神
祭
り
に
用
い
ら

れ

た
男
根
の
作
り
物
が
、
旧
藩
内
の
村
々
に
な
お
存
在
し
て
い
る
の
も
両
者
が
深
く

か
か

わ
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
近
世
の
城
下
町
に
は
幾
つ
か
の
要
素
が
累

積
し
た
道
祖
神
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
町
と
い
う
存
在
が
、
道

祖
神
の
信
仰
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

　
町
は

多
く
の
人
々
が
訪
れ
、
物
資
や
情
報
が
集
散
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
そ
れ
ら
を
境
に
お
い
て
遮
り
止
め
る
こ
と
を
必
ず
し
も
好
ま
な
い
。
城
下

町

に
も
、
廓
内
侍
町
や
廓
外
の
町
々
、
あ
る
い
は
城
内
・
城
外
な
ど
と
地
域
的
な
境

界
は

も
ち
ろ
ん
存
在
す
る
。
し
か
し
、
町
中
に
お
け
る
暮
ら
し
で
は
、
む
し
ろ
境
を

開
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
城
下
町
に
お
け
る
道
祖
神
祭
り
に
お
い
て
、
道

祖
神
は
境
界
神
と
し
て
の
性
格
を
ほ
と
ん
ど
も
た
ず
、
家
や
町
の
繁
栄
、
あ
る
い
は

支
配
者
層
を
祝
福
す
る
た
め
の
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
自
ら
の
生
活
の
安
定

と
も
つ
な
が
る
と
認
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
近
郊
の
村
に
お
け
る
道
祖
神
は
、
村
の
繁
栄
を
祈
る
対
象
と
し
て
だ
け

で
は

な
く
、
境
の
神
と
し
て
の
性
格
も
あ
ら
わ
に
す
る
。
松
本
地
方
に
お
け
る
道
祖

神
祭
り
に
、
道
に
泥
縄
な
ど
を
張
っ
て
通
行
人
を
止
め
て
、
祭
り
を
強
要
す
る
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

は
、
ま
さ
に
境
に
お
い
て
遮
り
止
め
る
荒
ぶ
る
境
の
神
の
姿
で
あ
る
。
境
で
遮
り
止

め

る
性
格
と
、
境
を
開
く
性
格
と
は
併
存
し
つ
つ
、
祭
る
人
々
の
生
活
環
境
に
よ
っ

て

ど
ち
ら
か
が
顕
在
化
す
る
様
相
を
こ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

③
境
界
神
の
性
的
要
素

（
1
）
男
女
神
の
系
譜

道
祖
神
は
境
界
と
か
か
わ
る
神
で
あ
り
、

境
界
の
認
識
の
発
生

と
と
も
に
、
境
界
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に

お
い
て
外
来
の
、
災
い
を
な
す
存
在
の
侵
入
を
妨
げ
る
機
能
を
発
揮
す
こ
と
が
期

待

さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
位
置
を
確
定
す
る
こ
と
と
、
遮
る
機
能
を
持
つ

存
在
と
し
て
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
に
応
じ
た
神
格
が
生
み
出

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
そ
の
機
能
さ
え
十
分
に
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
単
神

で
あ
っ
て
も
な
ん
の
差
し
障
り
も
な
い
。
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
な
ど
に
記
さ
れ

て

い

る
境
界
の
神
で
あ
る
黄
泉
国
と
の
境
に
据
え
ら
れ
た
千
引
石
は
、
道
反
之
大
神

あ
る
い
は
塞
坐
黄
泉
戸
大
神
と
し
て
神
格
を
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
遮

る
機
能
が
十
分
に
備
わ
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
千
引
石
が

神
格
化
さ
れ
た
神
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
神
は
単
神
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。
ま

た
杖
を
投
げ
た
と
こ
ろ
に
出
現
す
る
衝
立
船
戸
神
も
ま
た
単
神
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
境
界
の
神
と
さ
れ
る
道
祖
神
は
、
男
女
の
双
体
神
あ
る
い
は
夫
婦
神
で

あ
る
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
あ
る
い
は
ま
た
、
男
根
な
ど
の
性
器
を

象
っ
た
石
を
、
神
体
と
し
て
祭
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
際
に
は
男
根
と
対
に
な
る
も

の

と
し
て
女
陰
を
象
っ
た
物
を
祭
る
こ
と
も
多
い
。
男
女
の
神
を
祭
る
場
合
で
も
、

性
的
な
側
面
を
強
調
す
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
そ
れ
が
夫
婦
神
で
あ
れ
ば
性
的
な

要
素
が
付
随
す
る
こ
と
に
不
思
議
は
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
境
界
の
神
が
な
ぜ
男
女

の
双
体
神
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
記
紀
神
話
に
お
い
て
必
ず
し
も
強
調
さ
れ

て

い

た
と
は
思
わ
れ
な
い
性
的
要
素
が
、
ど
の
よ
う
な
経
過
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
か
。
そ
し
て
道
祖
神
は
な
ぜ
夫
婦
神
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の

か
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
必
ず
し
も
明
確
な
回
答
は
出
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

い

る
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
境
界
の
神
で
あ
る
道
祖
神
を
考
え
る
と
き
に
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　

の
性
的
要
素
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
近
世
城
下
町
に
お
い
て
も
、

出
産
に
か
か
わ
る
予
祝
儀
礼
と
し
て
そ
の
性
的
側
面
は
む
し
ろ
強
調
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
い
っ
た
い
な
ぜ
境
界
の
神
は
性
的
側
面
と
深
く
か
か
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ

も
そ
も
、
都
市
は
人
や
物
が
境
を
越
え
て
集
散
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で

は

境
を
遮
り
、
閉
じ
る
だ
け
で
は
繁
栄
は
望
め
な
い
。
む
し
ろ
境
を
開
き
、
物
の
豊

か

で

あ
る
こ
と
こ
そ
が
望
ま
れ
る
。
時
代
と
社
会
の
変
化
の
中
で
、
境
の
神
ー
道
祖

神
の
性
格
が
転
換
し
た
の
に
は
、
こ
う
し
た
背
景
が
あ
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
そ

れ
は

も
の
を
生
み
出
す
力
を
期
待
す
る
こ
と
で
も
あ
り
、
農
村
に
お
け
る
豊
穣
を
祈

る
願
い
と
無
縁
の
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
た
だ
、
都
市
に
お
い
て
富
は
大
地
を
耕
し

て

得

る
も
の
で
は
な
く
、
境
を
越
え
て
も
た
ら
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
が
た
め
に
、
境

界
の
神
と
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
境
界
の
単
神
が
、
も
の
を
生
み
出

す
た
め
に
必
要
な
性
的
性
格
を
手
に
入
れ
、
伴
侶
を
手
に
入
れ
る
過
程
に
つ
い
て
は
、

明
確
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。

　

境
界
の
神
の
み
だ
け
で
は
な
く
、
神
話
に
お
い
て
男
女
神
の
存
在
は
重
要
な
役
目

を
果
た
し
て
い
る
。
単
神
で
は
子
孫
を
生
み
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ

し
て
神
と
の
関
係
に
お
い
て
現
在
の
生
活
世
界
の
秩
序
の
存
在
を
認
識
し
よ
う
と

す
れ
ば
、
人
々
は
、
神
に
よ
っ
て
こ
の
世
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
の
子
孫
で
あ
る
と

い

う
認
識
が
必
要
で
あ
る
。
子
孫
を
生
み
出
す
こ
と
の
な
い
単
神
は
孤
高
で
あ
り
す

ぎ
る
の
で
あ
る
。
『
古
事
記
』
に
お
い
て
、
「
天
地
初
め
て
襲
け
し
時
、
高
天
の
原
」

に

出
現
し
た
別
天
神
五
柱
の
神
は
み
な
単
神
で
あ
り
、
そ
れ
に
続
く
神
世
七
代
に
お

い
て

も
初
め
の
二
柱
の
神
は
単
神
の
ま
ま
「
身
を
隠
し
た
ま
」
う
た
の
で
あ
る
。
結

局
「
是
の
多
陀
用
弊
流
國
を
修
め
理
り
固
め
成
せ
」
と
い
う
御
言
葉
を
い
た
だ
い
て

国
づ
く
り
を
行
っ
た
の
は
伊
邪
那
岐
命
と
伊
邪
那
美
命
の
双
体
の
神
で
あ
っ
た
。
初

め
て

の

夫
婦
の
交
わ
り
と
し
て
の
性
行
為
も
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
出
産
も
こ
の
二

柱
の
神
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。
『
古
事
記
』
神
話
に
お
け
る
始
原
の
神
と
し
て
の

存
在
で
あ
る
。
神
話
的
世
界
観
に
お
い
て
は
、
今
に
至
る
我
が
国
の
先
祖
神
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
火
の
出
現
も
、
そ
れ
に
続
く
死
の
出
現
も
、
あ
る
い
は
黄
泉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

国
の
出
現
も
、
こ
の
二
柱
の
神
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
人
々
と
文

化
を
生
み
出
す
た
め
に
は
男
女
の
神
、
す
な
わ
ち
夫
婦
神
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
古
代
の
神
々
は
、
時
代
と
、
そ
こ
に
生
き
る
人
々
と
と
も
に
存
在
す
る
。
そ

う
し
た
意
味
で
は
非
常
に
人
間
的
な
色
彩
の
強
い
神
で
も
あ
る
。
女
性
を
め
ぐ
る
夫

婦
の
葛
藤
は

い

つ
の
時
代
に

お
い
て
も
存
在
し
た
。
高
志
國
の
沼
河
比
責
を
訪
れ
た
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大

國
主
命
に
対
す
る
嫡
須
勢
理
毘
責
命
の
嫉
妬
の
思
い
は
、
神
語
と
し
て
『
古
事

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
夫
婦
の
歌
の
交
換
の
後
に
、
「
宇
伎
由
比
為
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
0
2
）

宇
那
賀
氣
理
亘
、
今
に
至
る
ま
で
鎭
ま
り
坐
す
」
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
に
は
お
お
ら

か

な
男
女
の
性
的
な
交
渉
が
示
さ
れ
て
い
る
。
神
と
し
て
で
は
な
く
、
時
代
を
超
え

て
、
性
的
要
素
を
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
生
身
の
夫
婦
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
夫
婦
神
は
「
宇
伎
由
比
為
て
」
「
今
に
至
る
ま
で
鎭
ま
り
坐
」

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
所
は
明
確
で
は
な
い
が
、
男
女
の
神
が
お
互
い
に
首

に

手
を
掛
け
な
が
ら
「
鎭
ま
り
坐
」
す
姿
は
、
双
体
の
道
祖
神
の
像
容
を
彷
彿
と
さ

せ

る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
神
話
に
お
け
る
二
柱
の
神
の
お
か
れ
た
状
態
、
す
な
わ

ち
高
志
國
に
旅
を
し
、
あ
る
い
は
倭
國
に
旅
立
と
う
と
す
る
時
と
場
と
を
考
慮
す
れ

ば
、
旅
の
神
、
あ
る
い
は
境
の
神
の
要
素
を
そ
の
内
に
伺
う
こ
と
の
で
き
る
姿
で
も

あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
背
後
に
は
性
的
な
要
素
が
大
き
く
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
ら
は
、
日
本
の
始
源
を
語
る
神
話
的
世
界
に
お
い
て
、
男
女
の
神
の
間
に
性

的
要

素
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、
夫
婦
神
の
存
在

が
大

き
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
境
の
神
の
性
格
と
積

極
的
に

か
か
わ

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
大
國
主
命
と

須
勢
理
毘
責
命
の
神
話
に
し
て
も
、
夫
婦
神
と
し
て
性
的
要
素
が
大
き
な
存
在
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
い
え
て
も
、
旅
の
神
、
あ
る
い
は
境
の
神
の
性
格
が
そ
こ
に
強
調

さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
境
界
神
的
性
格
を
持
つ
と
さ
れ
る
岐
神
が
男
女
双
体
の
神
で
あ
り
、
性
的
要
素
が

存
在
す
る
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
の
は
、
『
扶
桑
略
記
』
に
お
い
て
で
あ
る
。
天

慶
元
年
九
月
二
日
（
九
三
八
）
の
条
に
、
最
近
都
の
辻
に
木
を
刻
ん
だ
男
女
の
像
が

祭
ら
れ
、
そ
の
腰
の
部
分
に
は
陰
陽
が
刻
ま
れ
て
お
り
、
人
々
は
こ
れ
を
岐
神
と
呼

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

ん

だ

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
神
は
ま
た
「
御
露
」
と
も
称
し
た
と
い
う
か
ら
、
病

気
や
災
い
を
避
け
る
た
め
の
祭
り
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
が
辻
で
あ
っ

た
こ
と
、
ま
た
男
女
の
性
が
強
調
ー
少
な
く
と
も
人
々
の
目
を
引
い
た
こ
と
ー
さ
れ

た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
は
常
設
の
存
在
で
は
な
く
、
時

に

応

じ
て
祭
ら
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
あ
る
意
味
で
は
迎
え
祭
ら
れ
る
存
在
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

　
岐
神
で
は
な
い
が
、
道
祖
の
性
的
性
格
に
つ
い
て
は
康
平
六
（
一
〇
六
三
）
年
頃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

成
立
の

『
新
猿
楽
記
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
登
場
す
る
道
祖
は
、
夫
の
愛

を
取
り
戻
す
た
め
に
祭
ら
れ
る
愛
の
神
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
極
め
て
性
的
な
要

素
の
強
い
愛
の
神
と
し
て
祭
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
神
そ
れ
自
体
の
姿
に
つ
い
て
は
何

も
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
明
確
で
は
な
い
が
、
持
物
と
し
て
祭
る
の
で
あ
る
か
ら
大

き
な
も
の
で
は
な
い
。
単
体
で
あ
る
か
双
体
で
あ
る
か
も
明
確
で
は
な
い
。
し
か
し
、

性
的
な
存
在
、
男
女
の
愛
に
か
か
わ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。

そ

し
て
、
少
な
く
と
も
こ
こ
で
年
老
い
た
妻
が
祭
っ
て
い
る
道
祖
に
は
、
境
界
神
と

し
て
の
面
影
は
全
く
見
い
だ
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
あ
え
て
そ
の
性
格
を
境
界
的
な

も
の
と
関
係
付
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
夫
と
妻
と
の
あ
い
だ
に
で
き
て
し
ま
っ
た
壁
を

取
り
払
う
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
境
を
越
え
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
老
妻
の
行
為
は
あ
く
ま
で
も
男
女
の
性
的
な
結
合
の
姿
を
し

て

い

る
聖
天
に
対
す
る
思
い
と
同
じ
く
、
性
的
な
結
合
の
実
現
を
期
待
し
て
祭
っ
て

い

る
の
で
あ
る
。
も
っ
ぱ
ら
性
愛
の
神
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。　

こ
れ
ほ
ど
の
性
的
性
格
を
前
面
に
は
押
し
出
し
て
い
な
い
が
、
夫
婦
の
神
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

と
い
う
説
話
は
『
曾
我
物
語
』
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
出
雲
路
の
神
の
縁
起
を
説
く

の

で

あ
る
が
、
仲
の
よ
い
伯
陽
・
遊
子
夫
婦
が
死
後
、
牽
牛
織
女
の
二
星
に
な
る
と

と
も
に
、
道
祖
神
と
も
現
れ
て
夫
婦
の
仲
を
守
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
二
人
は
「
月

に
共
な
ひ
て
、
夜
も
す
が
ら
、
ぬ
る
事
な
く
し
て
、
道
に
た
ち
」
月
を
見
い
て
い
た

が
、
伯
陽
の
死
後
、
一
人
残
さ
れ
た
遊
子
は
、
「
ち
ぎ
り
し
ご
と
く
、
遊
子
は
内
に

い

る
事
も
な
く
し
て
、
月
に
と
も
な
い
あ
る
」
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
旅
を

す
る
イ
メ
ー
ジ
は
あ
る
が
、
記
事
の
意
図
は
専
ら
夫
婦
の
愛
情
の
深
さ
に
あ
る
。
こ

の
夫
婦

が
、
さ
い
の
神
で
あ
り
道
祖
神
な
の
で
あ
る
。
京
の
都
の
鬼
門
に
位
置
す
る
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出
雲
路
道
祖
神
は
、
こ
こ
に
お
い
て
境
を
守
る
神
で
は
な
く
夫
婦
の
神
で
あ
り
、
夫

婦
の

な
か
を
守
る
神
と
し
て
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
時
期

に
既
に
道
祖
神
が
そ
の
よ
う
な
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
『
曾
我
物
語
』
に

も
こ
の
よ
う
な
語
ら
れ
方
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
唱
導
文
学
と
し
て
、
そ
の
語
り
を

受
容
す
る
人
々
の
共
感
を
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
流
布
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、

唱
導
者
と
し
て
も
、
全
く
伝
承
的
な
存
在
の
な
い
も
の
を
語
る
と
い
う
こ
と
は
出
来

に

く
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
伝
承
が
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
た
の
か

は

明
確
で
は
な
い
が
、
出
雲
路
道
祖
神
社
の
境
内
に
祭
ら
れ
て
い
る
神
体
石
が
、
男

根
形
と
も
見
る
こ
と
が
出
来
る
形
を
し
て
い
る
こ
と
が
、
あ
る
い
は
一
因
と
考
え
る

こ
と
も
で
き
る
。

　

ま
た
『
源
平
盛
衰
記
』
に
は
夫
婦
の
神
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
娘
を
持
つ
神
と

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

し
て
も
登
場
し
て
い
る
。
夫
婦
で
あ
れ
ば
子
供
が
出
来
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
夫
婦
の
仲
を
守
る
神
と
し
て
の
出
雲
路
道
祖
神
に
娘
が
い
て
も
お
か
し

い

こ
と
は
全
く
な
い
。
む
し
ろ
自
然
で
あ
り
、
望
ま
し
い
こ
と
で
も
あ
る
。
あ
る
意

味

で
、
『
曾
我
物
語
』
に
お
け
る
道
祖
神
の
起
源
説
話
の
発
展
的
な
姿
を
、
こ
こ
に
見

い

だ

す
こ
と
が
出
来
る
と
も
い
え
る
。
た
だ
、
こ
の
説
話
に
お
い
て
娘
は
親
の
期
待

を
裏
切
り
勘
当
さ
れ
、
奥
州
名
取
郡
笠
嶋
に
追
い
や
ら
れ
、
そ
こ
で
祭
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
「
上
下
男
女
所
願
ア
ル
時
ハ
、
隠
相
ヲ
造
テ
、
神
前
二
懸
荘
リ
奉
テ
、

是

ヲ
祈
申
二
叶
ハ
ズ
ト
云
事
ナ
シ
」
と
い
う
神
威
を
発
揮
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

祭
ら
れ
て
い
る
の
は
出
雲
路
道
祖
神
の
娘
だ
け
で
あ
る
の
か
、
そ
の
連
れ
合
い
の
商

人
も
祭
ら
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
明
確
で
は
な
い
。
た
だ
、
笠
嶋
道
祖
神
社
の
神

体
は
男
根
で
あ
る
と
伝
え
て
い
る
し
、
現
在
も
笠
嶋
道
祖
神
社
で
授
け
る
お
守
り
に

は

小

さ
な
男
根
が
納
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
少
な
く
と
も
男
神
も
祭
ら
れ
て
い
る
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
つ
て
、
社
に
は
木
製
の
男
根
が
た
く
さ
ん
奉
納
さ
れ
て

い

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
、
夫
婦
の
神
と
し
て
祭
ら
れ
る
と
と
も
に
、

性
的
側
面
に
つ
い
て
も
か
な
り
強
調
さ
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ

れ
は

娘
が
駆
け
落
ち
を
し
て
ま
で
結
婚
し
た
と
い
う
行
為
に
、
性
的
な
要
素
が
強

く
働
い
て
い
た
と
み
る
人
々
の
認
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
出
雲
路
道
祖
神
と
同
様
、
都
人
に
と
っ
て
親
し
い
神
で
あ
っ
た
の
は
、
五
条

道
祖
神
で
あ
る
。
こ
の
神
は
『
今
昔
物
語
』
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
し
か
し
、
そ

の

ほ
と
ん
ど
が
老
翁
で
あ
り
、
単
神
で
あ
る
。
「
天
王
寺
僧
道
公
、
請
法
花
救
道
祖

語
第
三

四
」
に
登
場
す
る
五
条
の
道
祖
神
も
「
男
ノ
形
ノ
ミ
有
テ
、
女
ノ
形
ハ
元

シ
」
と
記
さ
れ
、
道
祖
神
は
男
女
双
体
の
存
在
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
あ
り
な
が
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

実
際
に
は
老
翁
の
み
が
登
場
し
て
き
て
い
る
。
そ
れ
は
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
お
い

て

も
同
様
で
あ
る
。
「
道
命
於
和
泉
式
部
許
讃
経
五
條
道
祖
神
聴
聞
事
　
巻
一
ー
一
」

に

お

い

て
登
場
す
る
五
條
道
祖
神
は
一
人
の
老
翁
と
し
て
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
女
性

と
対
に
な
る
と
い
う
認
識
も
表
面
に
は
存
在
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
性
的
な
存
在

と
無
縁
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
「
色
に
ふ
け
り
た
る
僧
」
で
あ
る
道
命
が
、
和
泉
式

部
の
許
に
い
っ
て
「
臥
た
り
け
る
に
、
め
ざ
め
て
、
経
を
心
を
す
ま
し
て
」
読
む
と

こ
ろ
に
道
祖
神
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
道
命
が
「
清
く
て
讃
み
奉
る
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

で
は

な
く
、
「
御
行
水
も
候
は
で
讃
み
奉
ら
せ
給
」
う
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
直
接

性
的
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
が
、
そ
の
背
後
に
は
性
的
交
渉
の
存
在

が

あ
り
、
男
女
の
性
的
な
存
在
と
係
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
奈
良
絵
本
の
「
こ
を
と
こ
の
さ
う
し
」
に
は
、
夫
婦
と
し
て
の
道
祖
神

が
語

ら
れ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
五
條
道
祖
神
と
無
縁
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
志
を

た
て
て
都
に
上
っ
た
「
た
け
一
し
や
く
、
よ
こ
八
寸
の
、
お
と
こ
」
が
、
歌
の
才
能

に

よ
り
清
水
で
見
初
め
た
女
房
と
め
で
た
く
結
婚
し
、
「
た
ま
の
や
う
な
る
、
み
と

り
こ
、
い
て
き
、
よ
を
さ
か
へ
、
あ
さ
ゆ
ふ
、
さ
か
も
り
し
て
こ
そ
、
あ
そ
び
け

り
」
と
、
幸
せ
に
暮
ら
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
「
さ
る
ほ
と
に
、
こ
お
と
こ
は
、
五

ち
う
の
天
神
の
、
し
ん
た
ひ
な
れ
は
、
や
か
て
天
神
に
、
あ
ら
わ
れ
た
ま
ふ
、
に
う

は

う
は
、
さ
い
の
神
に
、
あ
ら
は
れ
た
ま
ふ
」
た
と
い
う
。
そ
こ
で
「
い
ま
の
よ
ま

て

も
、
こ
い
を
す
る
人
は
、
て
ん
神
と
、
さ
い
の
か
み
と
に
、
き
せ
い
申
せ
は
、
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

ち
ま
ち
に
、
ふ
う
ふ
の
事
は
、
女
を
と
こ
、
と
も
に
、
か
な
ふ
な
り
」
と
語
ら
れ
る
。

こ
れ
は
五
條
天
神
社
の
縁
起
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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「
さ
い
の
神
」
は
ど
こ
の
道
祖
神
で
あ
る
か
は
語
ら
れ
て
い
な
い
が
、
五
條
天
神
社

の
す

ぐ
近
く
に
は
五
條
道
祖
神
社
が
あ
る
。
そ
し
て
古
く
か
ら
こ
の
道
祖
神
が
都
の

人
々

に

親
し
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
「
さ
い
の
神
」
は
五
條
道
祖
神
社
を
意

識
し
て
い
た
と
考
え
て
も
不
自
然
で
は
な
い
。
こ
の
天
神
と
道
祖
神
と
が
夫
婦
で
あ

り
、
妻
は
道
祖
神
で
あ
る
。
五
條
道
祖
神
を
女
性
と
す
る
伝
承
は
、
管
見
の
限
り
で

は
他
に

は

見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
五
條
天
神
社
の
縁
起
と
し
て
語
る
と
き
に
、

道
祖
神
が
脇
役
を
勤
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
現
在
見

ら
れ
る
社
の
姿
か
ら
す
る
と
、
天
神
に
主
役
の
座
を
奪
わ
れ
た
の
も
止
む
を
得
な
い

か

の

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ほ
ど
規
模
に
差
が
あ
る
。
し
か
し
、
道
祖
神
が
夫
婦

で
あ
り
、
夫
婦
の
間
を
取
り
持
つ
存
在
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、

道
祖
神
そ
れ
自
体
は
女
性
で
あ
り
、
単
体
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
と
い
う
こ
と

も
で
き
る
。

　

た
だ
、
女
性
が
道
祖
神
的
な
神
と
し
て
祭
ら
れ
て
い
る
伝
承
が
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
北
九
州
一
帯
に
見
ら
れ
る
小
夜
神
の
伝
承
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
夫
婦
神
の

伝
承
で
は

な
く
、
父
娘
相
姦
の
伝
承
で
あ
り
、
柳
田
國
男
が
「
狼
雑
に
し
て
説
く
に

　
　
　
　
　
　
（
銘
）

忍
び

ざ
る
情
事
讃
」
で
あ
る
と
記
し
た
伝
承
で
あ
る
。
そ
し
て
「
此
お
さ
よ
が
本
来

道
祖
の
信
仰
に
出
た
こ
と
を
推
測
せ
ん
と
す
る
」
と
い
い
、
「
道
祖
は
即
ち
情
欲
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

神
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
近
親
相
姦
の
伝
承
は
道
祖
神
信
仰
の
祭
祀
起
源
説
話
と

し
て
は
、
伝
承
さ
れ
て
い
る
地
域
こ
そ
限
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ほ
ど
特
殊
な
も

　
　
　
　
（
3
0
）

の
で
は

な
い
。
そ
し
て
、
本
州
中
央
部
に
お
い
て
そ
れ
は
、
兄
妹
相
姦
で
あ
り
、
兄

妹
夫

婦
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
社
会
的
通
念
か
ら
は
許
さ
れ
な
い
行
為
で
あ
っ

て

も
、
そ
れ
が
夫
婦
で
あ
る
と
伝
承
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
夫
婦
と
し
て
の
道
祖
神
信

仰
の
性
的
側
面
が
も
っ
と
も
特
徴
的
な
形
で
伝
承
さ
れ
た
の
が
こ
の
兄
妹
相
姦
伝

承
・
兄
妹
婚
伝
承
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
こ
れ
が
可
能
に
な
っ
た
の
は
、
日
本
の
始

源

を
語
る
神
話
的
世
界
が
、
道
祖
神
信
仰
と
深
く
係
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

　
（
2
）
性
器
信
仰
の
系
譜

　

夫
婦
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
子
供
を
出
産
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
性
的
交
渉
が
必
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
性
的
要
素
が
夫

婦
神
に
深
く
係
わ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
道
祖
神
信
仰
に
は
、
こ
の
夫

婦
神

と
性
的
要
素
と
い
う
二
つ
の
性
格
が
、
共
に
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
の
性

を
も
っ
と
も
端
的
に
示
す
存
在
は
性
器
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
道
祖
神
の
神
体
と
し

て

男
根
石
・
女
陰
石
な
ど
が
祭
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
あ
る
い
は
境
に
そ
の
よ

う
な
も
の
が
祭
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
多
い
。

　

考
古
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
石
棒
は
男
根
を
か
た
ど
っ
た
も
の
と
さ
れ
、
か
な
り
リ

ア

ル
に

造
形
さ
れ
た
も
の
も
出
土
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
存
在
を
踏
ま
え
て
古
く

か

ら
日
本
に
は
性
器
信
仰
が
存
在
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
豊
穣

性
の
シ

ン

ボ
ル
で
あ
る
と
も
さ
れ
て
い
る
。
古
く
性
器
に
対
す
る
信
仰
が
あ
っ
た
こ

と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
境
に
祭
ら
れ
る
男
根
・
女
陰

も
豊
穣
性
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
確
か
に
『
古
語
拾
遺
』
に
は
、
蛙
を
払
い
除
く
た
め
に
御
歳
神
が
「
牛
の
宍
を
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

て

溝
の
口
に
置
き
て
、
男
茎
形
を
作
り
て
之
に
加
え
」
る
と
よ
い
と
教
え
て
い
る
。

こ
れ
は
結
果
的
に
は
豊
作
を
期
待
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
「
男
茎
形
」
そ
の
も
の
は
、

蛙
を
近
寄
ら
せ
ず
、
払
い
除
く
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
是
、
其
の
心
を
厭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

ふ
所
以
な
り
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
豊
穣
性
と
か
か
わ
る
性
も
存
在
す
る
。
天
下
っ
た
伊
邪
那
岐
命
と
伊
邪

那
美
命
の
「
汝
が
身
は
如
何
か
成
れ
る
。
」
「
吾
が
身
は
、
成
り
成
り
て
成
り
合
は
ざ

る
虞
一
虚
あ
り
。
」
「
我
が
身
は
、
成
り
成
り
て
成
り
除
れ
る
慮
↓
慮
あ
り
。
故
、
此

の

吾
が
身
の
成
り
成
り
て
成
り
絵
れ
る
虞
を
以
ち
て
、
汝
が
身
の
成
り
合
は
ざ
る
庵

に

刺
し
塞
ぎ
て
、
国
土
を
生
み
成
さ
む
と
以
為
ふ
。
生
む
こ
と
奈
何
。
」
と
い
う
問

　
（
3
3
）

答
は
、
生
み
出
す
性
、
豊
穣
を
も
た
ら
す
性
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
須
勢
理
毘
責

命
が
夫
に
「
綾
垣
の
　
ふ
は
や
が
下
に
　
苧
蓑
　
柔
や
が
下
に
　
拷
会
　
さ
や
ぐ
が

下
に

　
沫
雪
の
　
若
や
る
胸
を
　
拷
綱
の
　
白
き
腕
　
そ
だ
た
き
　
た
た
き
ま
な
が
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り
　
眞
玉
手
　
玉
手
さ
し
枕
き
　
百
長
に
　
寝
を
し
寝
せ
　
豊
御
酒
　
奉
ら
せ
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
別
）

歌
い
か
け
る
神
語
に
は
、
や
は
り
夫
婦
の
豊
か
な
性
の
世
界
が
存
在
す
る
。
性
器
に

そ
の
よ
う
な
性
格
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
や
は
り
そ
れ
だ
け
で

は
な
い
。

　
境
と
か
か
わ
る
性
の
存
在
と
し
て
は
、
天
孫
降
臨
説
話
を
ま
ず
取
り
上
げ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
降
臨
す
る
日
子
番
能
遡
遁
藝
命
一
行
の
前
に
立
ち
は
だ

か
っ

た
の
は
猿
田
彦
大
神
で
あ
る
。
天
八
達
之
衡
に
足
止
め
さ
れ
た
神
々
は
「
目
人

に

勝

ち
た
る
者
」
と
し
て
天
細
女
を
遣
わ
す
。
天
釦
女
は
「
乃
ち
其
の
胸
乳
を
露
に

か

き
い
で
て
、
裳
帯
を
膀
の
下
に
抑
れ
て
、
咲
嘘
ひ
て
向
き
て
立
つ
」
と
、
た
ち
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
お
）

ち
に
猿
田
彦
大
神
は
服
従
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
女
性
器
の
力
は
、
境
に
お
い
て

遮
っ
て
い
た
も
の
を
排
除
し
、
境
を
開
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
女
性
と
い
う
性
に

よ
っ
て
男
性
性
が
屈
伏
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
遮
る
力
を
持
つ
男
性
と
、
開
く
力

を
持
つ
女
性
と
は
こ
こ
で
は
対
に
な
る
。

　
天

釧
女
・
天
宇
受
責
命
は
こ
れ
よ
り
先
、
天
照
大
御
神
が
天
の
石
屋
戸
に
籠
も
っ

た
と
き
に
も
、
や
は
り
「
胸
乳
を
掛
き
出
で
、
裳
緒
を
番
登
に
忍
し
垂
れ
」
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

に

よ
っ
て
、
石
屋
戸
を
開
く
の
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
の
時
に
も
女

性

の
性

に
よ
っ
て
天
照
大
御
神
は
天
の
石
屋
戸
を
開
く
の
で
あ
る
。
直
接
的
に
は

神
々
の
笑
い
声
に
不
審
を
抱
い
て
戸
を
開
け
る
の
で
あ
る
が
、
結
果
的
に
は
天
鋼

女
・
天
宇
受
責
命
の
姿
が
戸
を
開
か
せ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
例
を
見
る
と
、

女
性
器
に

は
境
を
開
か
せ
る
力
が
存
在
し
て
い
た
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
前
述
し
た
『
扶
桑
略
記
』
に
見
ら
れ
る
岐
神
の
役
割
は
境
を
開
く
も
の

で
は

な
い
。
岐
神
は
「
膀
下
腰
底
刻
絵
陰
陽
」
と
い
う
姿
で
あ
り
、
明
ら
か
に
男
女

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

を
示
す
た
め
の
性
器
が
描
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
木
像
で
あ
る
か
ら
男
女
の
違
い

を
そ
の
姿
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
困
難
で
あ
る
と
は
思
わ
れ

な
い
が
、
あ
え
て
性
器
が
描
か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
意
図

が

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
「
御
霊
」
と
呼
ば
れ
、
祭
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ

と
は
、
災
厄
を
も
た
ら
す
御
霊
の
存
在
と
無
縁
と
は
い
え
ず
、
そ
の
よ
う
な
災
い
を

な
す
も
の
の
排
除
と
か
か
わ
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
境
に
お
い
て
排
除

す
る
機
能
、
遮
り
止
め
る
機
能
が
性
器
に
あ
る
と
い
う
認
識
に
基
づ
い
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
両
性
の
性
器
の
も
つ
機
能
に
対
す
る
認
識
で
あ
る
。
男
女
二
神

が

夫
婦
神
で
あ
る
と
す
る
所
は
多
く
、
夫
婦
で
あ
れ
ば
性
的
行
為
が
行
わ
れ
る
の
は

自
然
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
両
性
の
性
器
の
存
在
は
性
的
行
為
を
示
し
て
い
る
、
あ
る

い

は
そ

の

よ
う
な
も
の
と
連
続
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
事
実
民
間
伝
承
に
は
そ
う

し
た
も
の
が
見
ら
れ
る
。

　
村
境
に
様
々
な
呪
物
を
設
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
外
か
ら
訪
れ
る
災
厄
を
遮
り
止
め

よ
う
と
す
る
習
俗
を
道
切
り
・
防
ぎ
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
し
め
縄
を
張
っ
た

り
御
札
を
貼
っ
た
り
、
あ
る
い
は
大
草
鮭
を
下
げ
た
り
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
も

の

の

な
か
に
性
に
か
か
わ
る
も
の
を
見
い
だ
す
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
大
和
飛
鳥
の

里
の
境
の
川
に
か
け
渡
さ
れ
た
綱
の
中
央
に
は
、
藁
で
作
っ
た
陰
陽
の
性
器
が
交
わ

る
形
で
付
け
ら
れ
て
い
る
。
村
に
入
り
来
る
災
厄
を
遮
り
止
め
よ
う
と
す
る
呪
物
で

あ
る
。
あ
る
い
は
会
津
若
松
に
お
い
て
、
家
の
新
築
に
際
し
棟
に
木
像
の
男
根
・
女

　
　
　
　
　
　
　
　
（
認
）

陰
を
取
り
付
け
て
い
る
。
村
境
で
こ
そ
な
い
が
、
家
の
な
か
に
入
り
来
る
災
厄
を
遮

り
止
め
よ
う
と
す
る
呪
物
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
東
北
地
方
に

お
い
て
、
路
傍
に
男
根
形
の
石
を
金
精
様
と
し
て
祭
る
の
も
や
は
り
境
に
お
い
て
災

厄
を
遮
り
止
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
男
根
形
の
石
を
路
傍
に
設
え
る
こ
と
は
、
古
く
か
ら
あ
っ
た
と
思
わ

れ
、
飛
鳥
の
マ
ラ
石
は
自
然
石
で
は
な
く
、
明
ら
か
に
人
の
手
が
加
え
ら
れ
た
も
の

で

あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
が
ど
の
よ
う
な
目
的
で
据
え
ら
れ
た
の
か
は
、
明
確
で
は
な

い
。
現
在
は
路
の
辻
に
当
た
る
と
こ
ろ
に
存
在
し
て
い
る
の
で
、
あ
る
い
は
境
界
に

対
す
る
何
ら
か
の
意
図
に
よ
っ
て
設
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
飛
鳥
坐
神
社
に

も
男
根
石
が
祭
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
果
し
て
境
界
儀
礼
と
か
か
わ
る
も
の
で
あ

る
か
ど
う
か
は
明
確
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
男
根
石
そ
の
も
の
が
ど
の
よ
う
な
場

合
で
も
、
避
邪
を
願
っ
て
祭
ら
れ
た
と
断
定
は
で
き
な
い
。

　

事
実
、
夫
婦
が
子
供
を
生
み
出
す
存
在
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
陰
陽
二
つ
な
が
ら
合
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体
す
る
形
は
、
豊
穣
を
期
待
す
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
民
間

伝
承
中
に
は
存
在
す
る
。
儀
礼
と
し
て
は
、
田
楽
の
な
か
に
お
い
て
男
女
の
交
合
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

様

を
演
じ
る
、
い
わ
ゆ
る
カ
マ
ケ
ワ
ザ
（
感
染
呪
術
）
と
し
て
存
在
す
る
し
、
田
畑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

の
豊
作
を
願
っ
て
カ
マ
ケ
ワ
ザ
を
演
じ
た
事
例
は
各
地
に
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
ま
た
、

婚
礼
の
披
露
宴
に
若
者
た
ち
が
祝
い
の
品
と
し
て
大
根
・
人
参
な
ど
の
野
菜
を
用
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

て

男
根
・
女
陰
を
作
っ
て
島
台
に
載
せ
て
持
ち
込
む
と
い
う
習
俗
も
見
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
と
と
も
に
境
に
性
器
を
誇
張
し
た
呪
物
が
祭
ら
れ
て
い
る
こ
と
も

多
い
。
関
東
か
ら
東
北
地
方
に
見
ら
れ
る
大
人
形
・
鹿
島
人
形
な
ど
と
呼
ば
れ
る
境

界
の
神
な
ど
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
神
野
善
治

が

「
人
形
道
祖
神
」
と
い
う
概
念
の
基
に
、
丹
念
な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
踏
ま
え

　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

て

整
理

し
て
い
る
。
神
野
は
、
こ
の
よ
う
な
人
形
が
持
つ
境
界
の
神
と
し
て
の
性
格

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
、
こ
と
さ
ら
性
器
に
注
目
し
た
と
い
う
こ
と

で
は

な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
多
く
が
単
に
巨
大
で
、
恐
ろ
し
い
容
貌
を
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
誇
張
さ
れ
た
性
器
を
備
え
て
い
る
事
例
も
数
多
く

紹
介
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
男
性
器
が
目
に
つ
く
が
女
性
器
を
備
え
た
も
の
も
あ
り
、

男
女
相
体
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
定
期
的
に
更
新
さ
れ
る

常
設
の
呪
物
で

あ
り
、
そ
う
し
た
点
で
は
『
本
朝
世
紀
』
に
記
さ
れ
た
岐
神
と
は
異

な
る
が
、
膀
下
に
陰
陽
を
記
し
て
お
り
、
災
厄
を
払
う
機
能
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
点

は

同
じ
で
あ
る
。
あ
る
意
味
で
そ
の
神
の
威
力
は
性
器
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
い

わ

ゆ
る
道
祖
神
碑
に
性
器
が
刻
ま
れ
て
い
る
も
の
は
多
い
し
、
碑
形
そ
の
も
の

が

男
根
形
で
あ
る
も
の
も
あ
る
。
あ
る
い
は
男
根
の
形
を
し
た
石
を
道
祖
神
と
し
て

祭
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
が
女
陰
を
思
わ
せ
る
形
を
し
た
石
と
対
に
し
て

祭
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
男
女
交
合
の
姿
を
碑
に
刻
ん
で
い
る
も

の

も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
わ
ゆ
る
道
祖
神
を
性
神
と
し
て
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
示

す
と
と
も
に
、
現
在
も
道
祖
神
が
性
の
神
と
考
え
ら
れ
る
も
っ
と
も
大
き
な
根
拠
と

さ
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
性
神
と
し
て
の
視
点
か
ら
道
祖
神
碑
を
調
査

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

分
析
し
た
業
績
は
少
な
く
な
い
。
ま
た
道
祖
神
祭
り
の
と
き
に
性
を
強
調
す
る
作
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

物
を
作
っ
た
り
、
木
製
の
男
根
を
祭
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
そ
れ
は
た
し
か
に
道
祖
神
、

あ
る
い
は
境
界
神
を
性
器
信
仰
の
系
譜
の
な
か
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。

　

た
だ
、
対
に
な
っ
て
い
た
り
、
交
合
の
姿
な
ど
を
示
す
も
の
に
女
陰
は
登
場
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
4
5
）

が
、
女
陰
だ
け
を
道
祖
神
と
し
て
祭
っ
て
い
る
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
見
あ
た
ら
な
い
。

少
な
く
と
も
境
に
あ
っ
て
災
厄
を
払
う
機
能
は
、
主
と
し
て
男
性
器
が
担
わ
さ
れ
て

い

た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
し
か
し
、
男
根
の
み
で
は
豊
穣
を
期
待
す
る
こ

と
は
出
来
ず
、
道
祖
神
が
豊
穣
性
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
男
女
対
に

な
っ
た
と
き
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
境
の
単
神
で
あ
っ
た
と
き
に
は
、

境

を
侵
そ
う
と
す
る
も
の
を
払
い
除
く
こ
と
を
専
ら
と
す
る
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
『
古
語
拾
遺
』
に
登
場
す
る
「
男
茎
形
」
も
、
災
い
を
払
う
た
め
に
は
対
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
＞

る
も
の
は
必
要
と
し
て
い
な
い
。
神
代
の
時
代
、
黄
泉
の
国
と
の
境
に
あ
っ
て
遮
り

止
め

て

い

た
の
は
、
屹
立
す
る
千
引
石
で
あ
り
、
単
神
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
男
神
で

あ
る
と
い
う
保
証
は
な
い
が
、
事
あ
る
と
き
に
屹
立
す
る
男
根
に
そ
の
面
影
を
見
い

だ

す
こ
と
は
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
生
む
性
の
不
思
議
さ
と
は
異
な
る
力
の

存
在
で
あ
る
。
邪
悪
な
も
の
に
対
抗
す
る
攻
撃
的
な
存
在
で
あ
り
、
涯
る
力
の
源
と

も
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
存
在
で
あ
ろ
う
。

　
「
こ
を
と
こ
の
さ
う
し
」
で
は
、
「
た
け
一
し
や
く
、
よ
こ
八
寸
の
、
お
と
こ
」
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

都
で
幸
せ
を
獲
得
す
る
こ
と
が
出
来
た
と
い
う
が
、
身
長
一
尺
、
胴
ま
わ
り
八
寸
と

い

う
体
型
は
い
か
に
も
異
様
で
あ
る
。
神
で
あ
る
か
ら
人
並
み
は
ず
れ
た
姿
を
し
て

い

て

も
不
思
議
で
は
な
い
と
は
い
い
な
が
ら
、
お
よ
そ
人
の
姿
と
は
思
わ
れ
な
い
。

し
か
し
、
一
尺
と
八
寸
と
い
う
長
さ
は
道
祖
神
の
民
間
伝
承
の
な
か
に
は
し
ば
し
ば

登
場
す
る
。
小
正
月
の
火
祭
り
の
と
き
に
長
野
県
長
野
市
若
穂
川
田
で
は
「
ど
う
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

く
神
の
お
ん
ま
ら
は
　
一
尺
八
寸
の
き
だ
し
た
」
と
歌
っ
た
し
、
長
野
県
諏
訪
郡
下

諏

訪
町
で
は
「
道
祖
神
の
大
ま
ら
は
　
一
尺
八
寸
胴
返
し
　
中
は
金
ま
ら
金
ど
う

（4
9
）

す
」
と
歌
っ
た
。
ま
た
、
神
奈
川
県
津
久
井
郡
津
久
井
町
鳥
屋
で
は
「
サ
イ
ノ
カ
ン
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（
5
0
）

サ

の

オ
ン
マ
ラ
マ
ー
　
一
尺
八
寸
　
胴
が
し
」
と
歌
っ
た
と
い
う
。
時
代
を
隔
て
て

ど
こ
ま
で
関
連
が
あ
る
か
、
十
分
な
根
拠
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
が
、
こ
れ
が
男
性

器
の

象
徴
的
存
在
で
あ
っ
た
可
能
性
は
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
漆
る

力
の
源
泉
と
し
て
巨
大
な
男
根
が
、
道
祖
神
の
正
体
で
あ
る
と
い
う
観
念
が
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
境
を
侵
す
も
の
を
撃
退
す
る
た
め
に
、
強
大
な
力
を
秘
め
た

存
在
は
、
境
界
に
屹
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
そ
の
力
の
強
大
さ
は
、
男
根
の
大
き
さ
と
な
っ
て
表
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
か
ら
、
な
に
も
一
尺
八
寸
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
新
潟
県
南
魚
沼
郡
東

村
大
字
荒
金
で
は
「
塞
の
神
の
御
ま
ら
　
御
ま
ら
　
一
丈
三
尺
三
寸
の
き
や
う
　
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

の

げ
ん
ぎ
ょ
う
　
ぎ
っ
た
い
ぎ
っ
た
い
」
と
歌
い
、
山
梨
県
富
士
吉
田
市
上
吉
田
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
酩
）

は

「
道
祖
神
の
オ
ン
マ
ラ
は
　
六
尺
五
寸
で
な
ー
が
い
よ
」
と
歌
っ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
数
字
が
ど
の
よ
う
に
算
出
さ
れ
た
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
何
ら
か
の
具

体
的

な
も
の
が
存
在
し
て
い
た
と
も
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
道
祖
神
祭
り
に
作
ら
れ
る

道
祖
神
の
男
根
や
、
祭
ら
れ
る
男
根
の
長
さ
で
あ
っ
た
り
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
道
祖
神
の
祭
り
で
は
な
い
が
、
愛
知
県
小
牧
市
田
県
の
田
県
神
社
の
豊
年
祭
り
は

三

月
十
五
日
に
行
わ
れ
る
が
、
こ
の
と
き
に
は
神
輿
に
載
せ
た
木
製
の
巨
根
が
渡
御

す
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
対
応
す
る
よ
う
に
愛
知
県
犬
山
市
宮
山
の
姫
の
宮
の
豊
年
祭

り
に
は
巨
陰
を
載
せ
た
神
輿
が
渡
御
す
る
。
豊
年
祭
り
で
あ
る
か
ら
巨
根
巨
陰
は
、

そ

の
豊
穣
性
の
豊
か
で
あ
る
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
道
祖
神
の
巨
根
は

必
ず

し
も
形
態
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
兄
妹
相
姦
伝
承
に

は
、
巨
根
巨
陰
故
に
図
ら
ず
も
兄
妹
で
結
婚
す
る
羽
目
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
伝
え

　
　
　
　
　
（
5
3
）

る
も
の
も
あ
る
。
男
根
の
強
大
な
力
は
、
女
陰
と
合
わ
さ
っ
て
始
め
て
豊
穣
性
を
表

出
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

境
に
存
在
す
る
、
強
大
な
、
そ
し
て
不
可
思
議
な
力
を
持
つ
男
根
・
女
陰
も
、
祭

る
人
々
の
願
い
や
認
識
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
意
義
は
異
な
る
。
そ
れ
は
社
会
や
生
活

と
深
く
結
び
つ
く
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
境
界
神
で
あ
る
道
祖

神
が
男
女
両
性
を
も
っ
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
背
景
に
は
、
境
に
あ
っ
て
遮
り
止
め
る

願
い

と
、
境
を
開
き
、
旅
行
く
人
々
の
願
い
と
が
存
在
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
思

わ
れ

る
。
こ
の
両
性
が
対
と
し
て
認
識
さ
れ
た
こ
と
が
、
豊
穣
や
出
産
、
子
供
と
か

か
わ

る
契
機
の
一
つ
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

④
「
佐
倍
乃
加
美
」
か
ら
「
道
祖
神
」
へ

　
（
1
）
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
の
境
界
神

　
境
界
に
か
か
わ
る
神
は
、
上
代
の
文
献
に
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
道
祖
神
と
し

て

で
は

な
い
。
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
境
界
に
か
か
わ
る
神
が
登
場
す

る
の
は
、
ま
ず
は
船
戸
神
・
岐
神
の
出
現
を
語
る
伊
邪
那
岐
命
と
伊
邪
那
美
命
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
図
）

「
絶
妻
之
誓
」
の
場
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
黄
泉
国
と
の
境
で
あ
る
黄
泉
比

良
坂
に
遮
り
据
え
た
石
を
道
反
之
大
神
あ
る
い
は
塞
坐
黄
泉
戸
大
神
と
す
る
。
ま
た
、

黄
泉
国
か
ら
帰
っ
た
伊
邪
那
岐
命
の
襖
ぎ
の
際
に
は
、
杖
か
ら
衝
立
船
戸
神
も
出
現

し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
道
に
か
か
わ
る
と
思
わ
れ
る
道
之
長
乳
歯
神
・
道
俣
神
な

ど
も
出
現
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
も
境
界
神
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
に
無
関
係
と
い
う

わ

け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
最
も
境
の
神
と
し
て
の
性
格
が
明
確
な
、
塞

坐
黄
泉
戸
大
神
と
衝
立
船
戸
神
の
二
柱
の
神
に
つ
い
て
み
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　
道
反
之
大
神
あ
る
い
は
塞
坐
黄
泉
戸
大
神
は
、
死
者
の
国
・
地
下
の
国
で
あ
る
黄

泉
国
か
ら
追
い
か
け
て
き
た
、
伊
邪
那
美
命
を
遮
り
と
ど
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ

た

か

ら
、
こ
の
世
と
の
境
界
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
境
界
を
越
え

よ
う
と
す
る
も
の
を
遮
り
止
め
る
存
在
で
も
あ
る
。
伊
邪
那
美
命
の
追
い
く
る
の
に

先
だ
っ
て
「
豫
母
都
志
許
責
」
あ
る
い
は
「
雷
神
」
や
「
黄
泉
軍
」
に
追
わ
れ
た
と

き
、
伊
邪
那
岐
命
は
「
蒲
子
」
「
箏
」
を
生
じ
さ
せ
て
後
を
追
う
こ
と
を
止
め
よ
う
と

し
た
。
邪
悪
な
も
の
を
遮
り
止
め
る
機
能
か
ら
す
れ
ば
、
こ
こ
で
も
境
界
を
設
置
す

る
試
み
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
結
局
は
失
敗
す
る
。
『
日
本
書
紀
』

に

お
い

て

は

こ
の
あ
と
川
を
生
じ
て
追
跡
を
か
わ
そ
う
と
し
て
い
る
。
川
は
地
形
的

に

も
境
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
り
、
伊
邪
那
岐
命
は
様
々
な
手
段
を
も
っ
て
境
界
を
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作

る
こ
と
を
試
み
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
最
終
的
な
試
み
が
石
を
引
き
据
え

る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
見
事
に
成
功
す
る
。
「
道
反
之
大
神
」
あ
る
い
は
「
塞
坐

黄
泉
戸
大
神
」
は
境
に
あ
っ
て
遮
り
止
め
る
巨
石
の
神
格
化
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ

ろ
う
。

　
『
古
事
記
』
に
は
そ
の
前
に
、
「
黄
泉
比
良
坂
」
の
坂
本
で
桃
の
実
を
も
っ
て
雷
神

た
ち
を
撃
退
し
、
そ
の
た
め
に
桃
に
「
意
富
加
牟
豆
美
命
」
と
い
う
名
を
賜
っ
た
と

い

う
記
事
が
あ
る
。
こ
こ
に
も
あ
る
境
界
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
桃

の
木

と
い
う
境
界
標
が
存
在
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
な
の
か
、
坂
本
と
い
う
地
形
に
よ

る
も
の
で
あ
る
の
か
は
明
確
で
は
な
い
。
し
か
し
、
『
日
本
書
紀
』
に
は
「
此
用
桃
避

鬼
之
縁
也
」
と
あ
る
の
で
、
避
邪
の
力
を
よ
り
強
く
意
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
災
い
を
な
す
存
在
を
遮
り
止
め
る
こ
と
の
で
き
る
境
界
と
し
て
、
最
終
的

に

効
果

を
発
揮
し
た
の
は
「
千
引
石
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
道
反
之
大
神
あ
る

い
は

塞
坐
黄
泉
戸
大
神
と
い
う
防
塞
の
機
能
を
神
名
と
し
て
与
え
ら
れ
た
の
は
、
こ

の
岩
で

あ
っ
た
。
こ
こ
に
境
界
の
神
が
誕
生
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し

い

う
ま
で
も
な
く
こ
の
神
は
容
易
に
移
動
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め

の

「
千
引
石
」
で
あ
っ
た
し
、
そ
う
し
た
物
理
的
な
重
さ
に
よ
る
だ
け
で
は
な
く
、

他
界
と
こ
の
世
界
と
を
境
す
る
秩
序
と
し
て
の
存
在
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ

の
境
を
移
動
し
た
り
、
消
滅
し
た
り
す
る
こ
と
は
世
界
の
秩
序
を
破
壊
す
る
こ
と
で

あ
り
、
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
不
動
の
境
界
の
神
の
誕
生
な
の
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
れ
を
意
味
す
る
神
名
な
の
で
あ
る
。

　

と
も
か
く
道
反
之
大
神
あ
る
い
は
塞
坐
黄
泉
戸
大
神
は
、
境
界
に
お
い
て
そ
こ
を

越

え
よ
う
と
す
る
も
の
を
遮
り
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
を
神
名
と
し
て
お
り
、

ま
さ
に
境
に
立
ち
は
だ
か
る
不
動
の
境
界
神
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
も
ち
ろ

ん

サ

エ

ノ
カ
ミ
と
は
名
乗
っ
て
い
な
い
。
こ
の
神
は
そ
の
「
塞
坐
」
と
い
う
表
現
か

ら
も
、
…
機
能
か
ら
も
境
界
神
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
も

う
一
柱
の
衝
立
船
戸
神
の
境
界
神
と
し
て
の
存
在
は
、
た
だ
杖
を
投
げ
棄
て
る
と
い

う
行
為
に
よ
っ
て
出
現
し
た
と
い
う
こ
と
と
、
「
ふ
な
ど
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
そ
の

性
格
を
知
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
こ
の
神
の
誕
生
と
そ
の
性
格
と
を
巡
っ
て
、

古
来
、
諸
種
の
注
釈
書
に
お
い
て
、
様
々
に
論
議
さ
れ
て
い
る
。

　
『
神
代
巻
口
訣
』
二
（
貞
治
六
年
、
二
二
六
七
年
）
に
は
「
投
杖
、
離
念
慮
、
化
生

　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

岐
神
、
道
祖
神
也
」
と
し
て
い
る
。
杖
を
投
げ
る
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を

意
味
す
る
の
か
、
そ
れ
が
岐
神
の
神
格
を
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
て
い
る
の

で

あ
る
。
つ
ま
り
、
杖
を
投
げ
る
と
い
う
の
は
道
を
行
こ
う
と
す
る
思
い
を
放
棄
す

る
事
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
先
に
行
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

そ

こ
に
止
ま
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
転
じ
て
そ
こ
に
止
め
る
と
い
う
こ

と
に
も
な
る
。
し
た
が
っ
て
遮
り
止
め
る
こ
と
の
で
き
る
の
が
岐
神
で
あ
り
、
そ
れ

は

道
祖
神
な
の
で
も
あ
る
。
こ
の
注
釈
に
よ
れ
ば
既
に
道
祖
神
と
い
う
神
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
た
神
で
あ
り
、
そ
う
し
た
神
の
存
在
を
も
っ
て
岐
神
を
説
明
し
て
い
る
の

で

あ
る
。
つ
ま
り
、
十
四
世
紀
半
ば
に
お
い
て
道
祖
神
は
、
境
に
あ
っ
て
遮
り
止
め

る
神
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
「
道
祖
神
」
に
は

サ
イ
ノ
カ
ミ
と
訓
が
施
さ
れ
て
い
る
。

　
ほ

ぼ

同
じ
時
代
に
成
立
し
た
『
仙
源
抄
』
（
応
永
三
年
、
＝
二
九
六
年
）
の
〔
ぬ

さ
〕
の
項
に
は
、
「
幣
也
。
麻
。
旅
行
時
道
祖
神
ヲ
祭
リ
テ
、
錦
銭
散
米
ヲ
マ
ク
ヲ
云

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
）

フ
。
勤
酒
祭
神
。
人
ニ
モ
勤
之
。
饅
送
ト
云
フ
。
」
と
あ
り
、
道
祖
神
の
祭
り
に
触

れ
て

い

る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
旅
立
つ
時
に
行
う
も
の
で
あ
っ
て
、
境
を
越
え
て
道

行
く
と
い
う
「
離
念
慮
」
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
念
慮
」
を
よ
り
強
く
も
つ
が

ゆ
え
に
祭
る
神
で
あ
る
。
そ
の
祭
り
は
遮
り
止
め
る
力
を
強
化
す
る
た
め
で
は
な
く
、

そ
れ
を
無
化
し
、
む
し
ろ
境
を
開
く
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
道
祖
神
を
、

境
を
越
え
る
た
め
に
力
を
持
つ
神
と
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
全
く
関
係
の

な
い
も
の
で
は
な
く
、
遮
り
止
め
る
力
を
持
つ
神
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
を
無
事

に

越

え
る
こ
と
を
保
証
し
て
く
れ
も
す
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
留
め
る
機
能
と
、
通

過

さ
せ
る
機
能
と
は
相
反
す
る
機
能
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
と
も
か
く
こ
の

時
代
に
お
い
て
、
岐
神
は
道
祖
神
で
あ
り
、
留
め
る
こ
と
と
通
過
さ
せ
る
こ
と
の
両

方
に
か
か
わ
る
神
と
し
て
認
識
さ
れ
て
も
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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そ

れ
か

ら
約
百
年
後
に
成
立
し
た
『
神
書
聞
塵
』
（
文
明
十
三
年
、
一
四
八
一
年
）

に

お
い

て

は
、
杖
を
棄
て
る
意
味
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
注
釈
す
る
。
ま
ず
「
杖

ハ
心

ノ
上
ニ
ア
ル
ソ
。
杖
ハ
ツ
ク
カ
、
杖
ノ
功
ソ
。
（
中
略
）
念
慮
ノ
起
テ
、
前
ヘ
ユ

ク
ハ
杖
ソ
。
木
ヲ
以
テ
、
我
心
ヲ
前
ヘ
ツ
ク
ソ
。
コ
レ
ヲ
杖
ト
云
ソ
。
コ
レ
ヲ
ス
ツ

　
（
5
7
）

ル

ソ
。
」
と
い
い
、
ま
た
「
一
心
ノ
念
慮
力
、
ム
カ
イ
へ
行
テ
、
ツ
イ
タ
ヲ
、
其
心
ヲ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
）

ハ
ラ
リ
ト
ス
ツ
ル
ソ
。
事
相
ニ
ア
ラ
バ
レ
テ
、
杖
ト
ナ
ル
ソ
。
」
と
い
う
。
杖
は
先

に

行

こ
う
と
す
る
気
持
ち
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
気
持
ち
を

棄
て
た
の
で
あ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
そ
の
捨
て
た
気
持
ち
が
岐
神
に
化
す
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
5
9
）

あ
る
。
そ
し
て
「
岐
ハ
チ
マ
タ
ソ
。
念
慮
力
一
ツ
ウ
コ
ケ
ハ
岐
ソ
」
と
も
い
う
。
そ

う
考
え
る
か
ら
「
岐
神
ハ
、
今
日
議
席
へ
、
ヲ
リ
ア
ラ
ウ
ト
思
ヘ
ハ
、
此
神
ソ
。
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

コ

ニ

モ

此
神
力
行
テ
イ
ル
ソ
。
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
『
宇
治
拾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

遺
物
語
』
の
記
事
な
ど
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
も
か
く
「
チ
マ

タ
ノ
神
、
ク
ナ
ト
ノ
神
ト
云
ソ
。
道
祖
神
ソ
。
幸
ハ
行
心
ソ
。
サ
イ
サ
キ
ヲ
イ
ハ
ウ

ト
云
ハ
、
人
ノ
マ
ツ
サ
キ
ソ
。
幸
ト
云
ソ
。
一
念
ヲ
コ
レ
ハ
、
二
念
ニ
ナ
ル
ソ
。
サ

　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

キ
へ
念
カ
ユ
ク
ソ
」
と
い
い
、
先
に
進
も
う
と
す
る
気
持
ち
が
杖
に
象
徴
さ
れ
て
い

る
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
は
『
神
代
巻
口
訣
』
と
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は

な
く
こ
の
『
神
書
聞
塵
』
に
お
い
て
は
、
藺
神
も
岐
神
も
道
祖
神
も
同
じ
神
と
し
て

い

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
道
祖
神
」
は
、
「
幸
ト
云
ソ
」
の
「
幸
」
に
サ
イ
ハ
イ

と
訓
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
サ
イ
ノ
カ
ミ
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し

か

も
、
い
ず
れ
も
そ
れ
は
、
遮
り
留
め
る
機
能
を
持
つ
も
の
で
は
な
く
、
先
に
進
も

う
と
す
る
気
持
ち
に
か
か
わ
る
神
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の

神
は
境
界
に
お
い
て
遮
り
留
め
る
神
と
し
て
よ
り
、
境
界
を
越
え
て
ゆ
く
こ
と
に
か

か
わ

る
神
と
し
て
の
性
格
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
衡
神
が
登
場
す
る
が
、
そ
れ
は
天
孫
降
臨
の
説
話
に
お
け
る
猿
田
彦
命
の

性
格
と
か
か
わ
っ
て
い
る
。
『
古
事
記
』
に
お
け
る
猿
田
毘
古
神
は
、
「
天
の
八
藺
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

に

お
い
て
日
子
番
能
遡
遡
藝
命
の
降
臨
を
妨
げ
る
「
國
つ
神
」
と
し
て
登
場
す
る
。

『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
も
、
「
天
八
達
之
藺
」
に
い
て
降
臨
を
妨
げ
る
神
と
し
て
登

場

す
る
が
、
つ
い
に
は
屈
伏
し
て
「
吾
先
だ
ち
て
啓
き
行
か
む
」
と
先
導
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
飽
）

に

な
る
。
そ
し
て
こ
の
神
を
「
藺
神
」
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
衛
神
」
は
衡
に
い

る
神
で
あ
り
、
遮
る
神
で
あ
る
と
と
も
に
境
を
越
え
る
神
と
し
て
登
場
し
て
い
る
の

で

あ
る
。
こ
の
神
に
つ
い
て
『
神
代
巻
口
訣
』
四
に
お
い
て
は
「
衡
神
、
知
天
鋼
女
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

呼
名
而
問
其
状
、
諸
神
、
不
知
衝
神
、
蓋
是
諸
鬼
降
伏
之
相
乎
」
と
記
さ
れ
て
い
る

だ

け
で
、
そ
れ
以
上
の
説
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
「
藺
神
」
が
十
四
世
紀

半
ば
に
お
い
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
神
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
性
格

な
ど
に
つ
い
て
特
に
注
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
が
『
日
本
書
紀
抄
』
下
（
天
文
二
年
、
一
五
三
三
年
）
に
お
い
て
は
、
「
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

ト
ハ
衝
ノ
神
也
、
今
ノ
道
祖
神
也
、
何
処
ヘ
モ
人
ノ
サ
イ
サ
キ
ニ
出
ル
神
也
」
と
注

さ
れ
て
い
る
。
「
藺
神
」
よ
り
は
「
道
祖
神
」
の
ほ
う
が
よ
り
人
々
に
親
し
い
神
と
さ

れ
る
と
と
も
に
、
「
道
祖
神
」
は
「
衝
神
」
の
性
格
を
も
兼
持
つ
存
在
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
箇
所
の
「
道
祖
神
」
に
は
訓
が
施
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
何
と
訓
じ
た
の
か
明

確
で
は

な
い
が
、
「
岐
神
、
今
ノ
世
二
、
サ
イ
ノ
神
ト
申
テ
、
人
ノ
行
末
、
ヨ
ロ
ツ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

ノ
サ
イ
サ
キ
ヲ
、
バ
カ
ラ
イ
給
神
ニ
テ
マ
シ
マ
ス
也
」
と
い
う
注
か
ら
す
れ
ば
、
「
道

祖
神
」
は
サ
イ
ノ
カ
ミ
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

十
六
世
紀
の
半
ば
に
お
い
て
藺
神
は
道
祖
神
で
あ
り
、
先
導
す
る
、
い
わ
ば
境
を
越

え
る
神
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
遮
る
機
能
は
ほ
と
ん
ど
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
と

い

う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ

し
て
こ
れ
に
先
行
す
る
『
日
本
書
紀
纂
疏
』
（
永
正
七
年
、
一
五
一
〇
年
）
で
は
、

岐
神
出
現
の
箇
所
に
「
杖
行
之
具
、
故
化
岐
神
、
即
道
路
之
神
也
、
俗
日
道
祖
神
、

　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

祖
者
賎
送
所
祭
之
名
」
と
注
さ
れ
て
お
り
、
『
日
本
書
紀
抄
』
で
も
ほ
と
ん
ど
同
様
に

　
　
　
　
　
（
6
9
）

注
さ
れ
て
い
る
。
岐
神
は
旅
行
く
人
と
か
か
わ
る
神
で
あ
り
、
遮
る
神
と
は
考
え
ら

　
　
　
　
　
（
7
0
）

れ
て

は
い

な
い
。
そ
し
て
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
遮
る
機
能
に
対
す
る
関
心

の
薄
さ
で
あ
り
、
衝
神
・
岐
神
・
道
祖
神
が
同
一
の
神
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、

「
道
祖
神
」
と
い
う
表
記
が
神
の
性
格
を
説
明
す
る
た
め
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
「
道
祖
神
」
に
訓
は
施
さ
れ
て
い
な
い
が
、
『
日
本
書
紀
抄
』
の
例
な
ど
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か

ら
す
れ
ば
、
た
ぶ
ん
サ
イ
ノ
カ
ミ
と
訓
じ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
『
御
調
八
幡
宮
蔵
日
本
書
紀
第
一
聞
書
』
（
応
永
二
十
六
年
、
一
四
一
九

年
か
と
い
う
）
に
は
「
此
道
祖
神
ヲ
世
俗
ニ
ハ
道
祖
神
云
又
タ
ム
ケ
ノ
神
ト
モ
ヨ
ム

也
」
と
解
説
さ
れ
、
二
番
目
に
記
さ
れ
て
い
る
「
道
祖
神
」
に
は
「
サ
イ
ノ
カ
ミ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

と
訓
が
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
「
道
祖
神
」
は
十
五
世
紀
初
頭
に
既
に
音

読
み

さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
境
の

神
を
「
道
祖
神
」
と
表
記
す
る
例
は
多
く
、
こ
れ
を
サ
イ
ノ
カ
ミ
と
訓
ず
る
こ
と
は

ほ

ぼ
定
着
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
注
釈
に
先
行
す
る
『
倭
名
類
聚

紗
』
（
承
平
年
中
成
立
、
九
三
一
ー
九
三
八
年
）
で
は
「
道
祖
、
和
名
佐
倍
乃
加
美
」

「
岐
神
、
和
名
布
奈
止
乃
加
美
」
「
道
神
、
和
名
太
無
介
乃
加
美
」
と
三
柱
の
神
に
漢

字
を
当
て
、
そ
の
「
祖
」
の
文
字
が
、
中
国
に
お
け
る
習
俗
を
も
示
し
て
い
る
こ
と

に

よ
っ
て
、
諸
注
釈
で
は
「
佐
倍
乃
加
美
」
の
性
格
を
も
規
定
し
よ
う
と
し
て
い
る

　
　
　
（
7
2
）

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
『
倭
名
類
聚
⑳
』
に
お
い
て
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
「
道
祖
神
」

が
、
も
っ
と
も
良
く
知
ら
れ
て
い
る
神
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）

で

あ
る
。
十
六
世
紀
の
注
釈
書
に
は
こ
う
し
た
傾
向
が
強
い
。
つ
ま
り
、
少
な
く
と

も
こ
の
頃
ま
で
に
は
ほ
と
ん
ど
「
道
祖
神
」
と
い
う
表
記
が
確
立
し
、
衝
神
・
岐

神
・
道
祖
神
は
同
一
の
神
と
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
サ
イ
ノ
カ
ミ
あ
る

い

は

サ

エ

ノ
カ
ミ
・
ド
ウ
ソ
ジ
ン
な
ど
の
呼
称
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
境

界
の
認
識
の
相
対
的
希
薄
化
に
伴
う
も
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。
も
し
そ
う

で

あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
同
時
に
境
界
神
と
し
て
の
サ
イ
ノ
カ
ミ
の
性
格
の
変
化

で
も
あ
る
。

　
（
2
）
「
道
祖
神
」
の
出
現

　
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
の
中
世
に
お
け
る
注
釈
書
に
、
ご
く
普
通
に
記
さ
れ
て

い

る
「
道
祖
神
」
の
表
記
が
、
文
献
上
に
登
場
す
る
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
古
い
こ
と
で

は

な
い
。
十
世
紀
に
お
け
る
『
倭
名
類
聚
⑳
』
に
、
「
道
祖
神
」
が
見
ら
れ
な
い
こ
と

は

前
述

し
た
。
だ
が
、
十
二
世
紀
前
半
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
今
昔
物
語
』
に
は

「
道
祖
」
と
「
道
祖
神
」
の
表
記
が
混
在
し
て
登
場
す
る
。

　
『
今
昔
物
語
』
に
登
場
す
る
「
道
祖
神
」
の
説
話
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
し
ば
し

ば
引
か
れ
る
の
が
「
天
王
寺
僧
道
公
、
請
法
花
救
道
祖
語
　
第
三
四
」
で
あ
る
。
天

王
寺
に
住
む
僧
の
道
公
が
、
熊
野
に
参
詣
し
て
の
帰
り
道
、
山
中
の
大
木
の
下
で
野

宿
し
た
夜
半
、
三
十
騎
程
の
人
が
や
っ
て
来
て
大
木
の
と
こ
ろ
で
老
人
を
呼
び
出
す
。

老
人
は
馬
の
足
が
折
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
供
を
断
る
。
翌
朝
、
道
公
が
見
る
と

男
の
「
道
祖
ノ
神
」
の
形
を
作
っ
た
も
の
と
、
足
の
と
こ
ろ
が
壊
れ
た
絵
馬
を
見
い

だ

す
。
道
公
は
そ
の
夜
も
そ
こ
に
留
ま
っ
て
様
子
を
見
る
と
、
「
暁
二
成
ル
程
二
、

道
祖
返
来
ヌ
ト
、
聞
ク
程
二
、
年
老
タ
ル
翁
」
が
来
て
、
道
公
に
礼
を
い
う
。
自
分

は

「
道
祖
」
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
い
つ
も
行
疫
神
に
酷
使
さ
れ
て
い
る
の
で
何
と
か

し
て
成
仏
し
た
い
と
い
う
。
そ
こ
で
三
日
三
夜
法
花
経
を
唱
え
る
と
、
翁
は
お
か
げ

で
補
陀
落
山
に
行
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
道
公
は
「
道
祖
ノ
言
二
随
テ
、
忽
二

柴
ノ
船
ヲ
造
テ
、
此
の
道
祖
神
ノ
像
ヲ
乗
セ
テ
」
海
に
浮
か
べ
る
と
、
船
は
南
を
指

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㍗
）

し
て
走
り
去
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
「
道
祖
」
「
道
祖
神
」
の
二
つ
の
表

記
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
サ
ヘ
ノ
カ
ミ
と
読
ま
せ
て
い
る
。
「
道
祖
」
だ

け
で
サ
ヘ
ノ
カ
ミ
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
『
倭
名
類
聚
紗
』
に
お
け
る
漢
字
表

記
と
和
名
と
の
関
係
か
ら
す
れ
ば
容
易
に
理
解
で
き
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
る

と
、
「
道
祖
神
」
と
書
い
て
サ
ヘ
ノ
カ
ミ
と
読
ま
せ
よ
う
と
す
る
の
は
、
「
道
祖
」
だ

け
で
は
ド
ウ
ソ
ジ
ン
と
読
め
な
い
と
い
う
理
解
が
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。

　
『
今
昔
物
語
』
に
見
ら
れ
る
も
う
一
つ
の
説
話
、
「
豊
前
大
君
、
知
世
中
作
法
語

第
二
五
」
は
、
除
目
に
先
立
っ
て
そ
の
そ
の
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
、
世

の

中
の
こ
と
を
良
く
知
っ
て
い
た
「
豊
前
大
君
」
の
話
で
あ
る
。
望
み
の
か
な
っ
た

人
々
は
彼
を
褒
め
た
た
え
た
け
れ
ど
、
望
み
が
か
な
わ
な
か
っ
た
人
は
大
い
に
怒
っ

て
、
「
此
ハ
何
事
云
居
ル
奮
大
君
ゾ
、
道
祖
ノ
神
ヲ
祭
テ
狂
ニ
コ
ソ
有
ヌ
レ
」
な
ど
と

　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）

い

っ

た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
道
祖
」
に
サ
へ
の
訓
が
施
さ
れ
て
あ
り
、

「
道
祖
ノ
神
」
で
サ
ヘ
ノ
カ
ミ
と
読
ま
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
つ
ま
り
、
「
道
祖
神
」
と
い
う
表
記
に
到
達
す
る
ま
で
に
、
「
道
祖
」
1
「
道
祖
ノ
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神
」
ー
「
道
祖
神
」
と
い
う
過
程
が
あ
っ
た
こ
と
を
推
察
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

は

漢
字
に
対
す
る
人
々
の
理
解
の
進
展
に
応
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
当

初
は

『
倭
名
類
聚
⑳
』
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
「
道
祖
」
だ
け
で
「
佐
倍
乃
加
美
」
、
サ

ヘ

ノ
カ
ミ
と
読
む
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
漢
字
に
重
点
が
お
か
れ
る
よ
う
に
な

る
と
、
「
道
祖
」
は
サ
へ
に
対
応
す
る
漢
字
表
記
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
、
カ
ミ
に
対
応

す
る
漢
字
と
し
て
「
神
」
が
添
え
ら
れ
る
場
合
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て

つ
い

に
は
そ
の
「
神
」
が
常
に
添
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
「
道
祖
神
」
と
い
う
三
字

表
記
が
固
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
サ
ヘ

ノ
カ
ミ
に
対
す
る
三
様
の
表
記
が
混
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
そ

の
結
果
、
「
道
祖
神
」
と
い
う
漢
字
表
記
の
訓
じ
方
に
よ
っ
て
、
サ
ヘ
ノ
カ
ミ
と

い

う
在
来
の
訓
と
と
も
に
、
音
読
み
に
よ
る
ド
ウ
ソ
ジ
ン
と
い
う
呼
称
が
出
現
す
る

条
件
が
整
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
「
道
祖
」
と
「
神
」
と
が
分
離
し
て
、
サ
へ
が

独
立

す
る
契
機
と
も
な
る
。
例
え
ば
十
三
世
紀
初
頭
に
成
立
さ
れ
た
と
さ
れ
る
『
宇

治
拾
遺
物
語
』
の
最
初
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
「
道
命
於
和
泉
式
部
許
読
経
五
條
道
祖

神
聴
聞
事
」
に
お
い
て
、
「
道
祖
神
」
に
は
「
ど
う
そ
じ
ん
」
と
い
う
訓
が
施
さ
れ
て

い

る
し
、
文
中
に
お
い
て
「
五
條
道
祖
神
」
は
「
五
條
の
齋
」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
6
）

「齋
」
に
は
「
さ
い
」
と
い
う
訓
が
施
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
に
先
立
つ
十

一
世
紀
半
（
康
平
六
年
、
一
〇
六
三
年
頃
）
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
新
猿
楽
記
』

に

は
、
「
道
祖
」
と
い
う
漢
字
に
「
さ
へ
の
か
み
」
と
「
さ
へ
」
の
二
つ
の
訓
が
施
さ

　
　
　
（
7
7
）

れ
て

い

る
。
そ
う
し
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
サ
ヘ
ノ
カ
ミ
を
サ
へ
と
呼
ぶ
こ
と
は

古
く
か
ら
あ
り
、
「
道
祖
神
」
と
い
う
表
記
が
一
般
化
す
る
遠
因
と
も
な
っ
た
の
で
あ

　
（
7
8
）

ろ
う
。
と
も
か
く
、
サ
ヘ
ノ
カ
ミ
は
、
時
代
と
と
も
に
サ
イ
ノ
カ
ミ
・
サ
エ
ノ
カ
ミ

と
も
な
り
、
そ
れ
と
呼
応
し
て
サ
へ
は
サ
イ
・
サ
エ
と
も
訓
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
献
⊥
の
記
載
か
ら
だ
け
で
は
、
そ
の
呼
称
と
神
の
性
格

と
の
間
に
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
っ
た
の
か
は
明
確
で
は
な
い
。

　

ま
た
、
岐
神
と
道
祖
神
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
記
紀

の
注

釈
書
に
お
い
て
両
者
が
、
し
だ
い
に
同
じ
も
の
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
た
経
過
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
が
、
実
際
の
習
俗
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
関
係

に

あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
明
確
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
天
慶
二
（
九
三
九
）

年
に

は
、
「
東
西
雨
京
大
小
路
藺
、
刻
木
作
神
、
相
対
安
置
」
し
、
こ
の
神
を
「
号
日

岐
裡
又
称
御
塞
し
た
と
い
恒
こ
う
し
た
記
事
に
よ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
・

岐
神
と
道
祖
・
道
祖
神
と
は
異
な
る
神
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
衝
に
祭
ら
れ
た
神

が
「
岐
神
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
「
御
霊
」
と
も
呼
ば
れ
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
天
慶
は
『
倭
名
類
聚
紗
』
の
成
立
し
た
承
平
に
続
く
年
号
で
あ
る

か

ら
、
ほ
ぼ
同
時
代
で
あ
る
。
『
倭
名
類
聚
紗
』
で
は
「
道
祖
」
と
「
岐
神
」
と
は
異

な
る
神
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
道
祖
」
は
、
遮
り
留
め
る
機
能
を
持
つ
神
で
あ

る
。
「
岐
神
」
は
来
る
こ
と
を
禁
止
す
る
神
で
あ
り
、
そ
れ
は
禁
止
さ
れ
る
神
で
も

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
「
御
霊
」
と
も
呼
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
た

が
っ
て
両
者
は
明
ら
か
に
異
な
る
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
だ

が
、
前
述
し
た
よ
う
に
十
四
世
紀
に
は
「
道
祖
」
と
「
岐
神
」
と
は
同
じ
神
と

し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
時
期
は
「
岐
神
」
が
そ
の
独
自

性
を
失
い
な
が
ら
、
肥
大
化
し
つ
つ
あ
っ
た
「
道
祖
」
に
飲
み
込
ま
れ
て
い
く
過
程

で

も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
「
道
祖
神
」
の
成
立
し
て
い
く
時
期
で
あ
っ
た
と
見
る

こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
サ
ヘ
ノ
カ
ミ
・
サ
イ
ノ
カ
ミ
・
サ
エ
ノ
カ
ミ
か

ら
ド
ウ
ソ
ジ
ン
へ
の
変
貌
の
過
程
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
『
御
調
八
幡
宮
蔵

　
　
　
　
　
　
　
（
8
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
1
）

日
本
書
紀
第
一
聞
書
』
や
『
日
本
書
紀
聞
書
』
な
ど
の
記
述
に
よ
っ
て
窺
い
知
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、
『
真
名
本
曾
我
物
語
』
に
は
「
必
鹿
嶋
大
明
神
第
八
王
子
道
鹿
神
奉
之
」
と

　
　
　
　
　
　
（
8
2
）

い

う
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
」
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
が
、
「
鹿
」

の
字
に
「
麓
ヵ
」
と
傍
注
が
あ
る
こ
と
に
注
目
す
れ
ば
、
「
鹿
」
の
音
は
ソ
で
あ
る
か

ら
「
ド
ウ
ソ
ジ
ン
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
既
に
ド
ウ
ソ
ジ
ン
と
い
う
呼

称
が
一
般
化
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
或
い
は
ド
ウ
ロ
ク

ジ
ン
と
呼
ば
れ
る
神
が
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
可
能
性
を
も
示
唆
し

て

い

る
。
こ
れ
ら
の
神
が
同
じ
神
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
別
に
し
て
、
サ
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ヘ

ノ
カ
ミ
の
変
貌
し
て
い
く
様
を
明
確
に
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

⑤
都
市
と
道
祖
神
信
仰

　

道
祖
神
信
仰
は
こ
う
し
て
、
境
界
性
と
性
的
要
素
と
を
含
み
こ
ん
だ
存
在
と
し
て

成
立

し
た
。
そ
れ
は
日
本
の
民
間
信
仰
の
代
表
的
な
も
の
の
一
つ
で
あ
り
、
長
い
歴

史
を
持
ち
、
古
い
信
仰
形
態
を
伝
承
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
少
な
く
と

も
現
在
の
文
献
資
料
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
限
り
、
都
を
中
心
と
す
る
都
市

の
生
活

と
無
縁
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
現
在
に
お
け
る
そ
う
し
た
古
い
民
間

信
仰
は
、
都
市
よ
り
は
村
落
に
多
く
残
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
村
落
生
活
と
結

び

つ
け
て
調
査
研
究
が
行
わ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
い
か
な
る
民
間

伝
承

も
、
そ
れ
が
機
能
す
る
た
め
に
は
、
時
代
や
社
会
か
ら
断
絶
さ
れ
た
存
在
で
は

あ
り
え
な
か
っ
た
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
近
世
城
下
町
に
お
い
て
も
、
武
士
・
町
人
・
農
民
た
ち
が
、

そ

れ
ぞ
れ
そ

の
生

活
空
間
で
あ
る
地
域
と
生
活
基
盤
と
か
か
わ
り
な
が
ら
道
祖
神
祭

り
を
行
っ
て
い
た
。
城
主
や
武
士
は
家
の
永
続
と
城
下
の
繁
栄
を
、
町
人
は
城
下
の

繁
栄
と
厄
除
け
や
商
売
繁
盛
を
、
農
民
た
ち
は
豊
作
を
願
っ
て
道
祖
神
を
祭
っ
た
。

し
た
が
っ
て
例
え
近
世
と
い
う
時
間
、
城
下
町
と
い
う
空
間
を
共
有
す
る
人
々
で

あ
っ
て
も
、
全
く
同
じ
よ
う
に
道
祖
神
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

自
ら
の
生
活
の
安
泰
を
願
っ
て
超
自
然
的
存
在
に
願
い
を
掛
け
、
そ
の
加
護
を
期
待

し
た
の
で
あ
る
と
し
た
ら
、
生
活
が
異
な
れ
ば
そ
の
祭
り
の
内
容
は
当
然
異
な
る
は

ず
で
あ
っ
た
。

　
い

う
ま
で
も
な
く
、
日
本
の
民
俗
神
は
唯
一
絶
対
の
神
と
し
て
の
性
格
は
希
薄
で

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
を
分
担
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
城
下
町
に
も
村

落
に

も
稲
荷
社
が
祭
ら
れ
て
い
て
も
、
町
に
お
け
る
稲
荷
は
主
と
し
て
商
売
の
神
と

し
て
信
仰
さ
れ
、
農
村
の
稲
荷
は
豊
作
を
祈
っ
て
祭
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
の

場
に

お

い
て

は

異
な
る
機
能
を
持
っ
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
都
市
の
生
活
は
多
元

的
複
合
的
重
層
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
狼
雑
な
都
市
生
活
に
お
い
て
、
多

様

な
機
能
が
必
要
と
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
毎
に
神
の
存
在
を
見
い
だ
す

だ

け
で
は
な
く
、
特
定
の
神
に
機
能
を
次
々
と
累
積
し
て
い
く
場
合
が
あ
る
。

　

近
年
、
都
市
の
神
社
に
お
い
て
は
生
活
の
変
化
に
応
じ
、
あ
る
い
は
不
安
の
増
大

に

対
応

し
て
祈
願
の
内
容
を
増
加
さ
せ
て
い
る
。
入
学
・
進
学
・
就
職
・
恋
愛
・
結

婚
・
出
産
・
健
康
・
交
通
安
全
・
下
の
病
、
は
て
は
ポ
ッ
ク
リ
と
死
ぬ
こ
と
ま
で
、

多
種
多
様
で
あ
る
。
「
商
売
繁
盛
」
「
家
内
安
全
」
と
か
「
厄
除
け
祈
願
」
等
と
い
う

漠
然

と
し
た
も
の
で
は
安
心
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
祈
願
の
増
大
と
い

う
現
象
は
、
現
代
の
現
象
だ
け
で
は
な
く
、
過
去
の
ど
の
時
代
に
お
い
て
も
程
度
の

差

こ
そ
あ
れ
同
じ
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
な
お
そ
れ
ぞ
れ
の
神
が
、
そ
の

機
能
を
そ
れ
ぞ
れ
分
担
す
る
傾
向
は
伝
承
し
て
い
る
。
福
の
神
で
あ
っ
て
も
、
七
福

神
が
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
を
維
持
し
て
い
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
人
々
の
幸
せ
を
そ
れ

ぞ
れ
の
神
が

担
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
機
能
を
神
々
が
分
担
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

道
祖
神
に
仮
託
さ
れ
る
機
能
も
、
生
活
の
多
様
化
と
と
も
に
増
加
し
て
い
る
。
か

つ

て
、
サ
エ
ノ
カ
ミ
は
、
境
界
の
存
在
と
、
そ
こ
に
お
い
て
外
来
の
災
厄
を
遮
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
生
活
世
界
の
安
全
を
保
証
す
る
機
能
を
も
っ
て
、
境
界
に
お
い
て
機

能

し
て
い
た
。
し
か
し
、
境
界
を
開
く
こ
と
こ
そ
が
生
活
を
保
証
す
る
と
認
識
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
の
性
格
は
大
き
く
変
わ
っ
た
。
単
神
で
は
な
く
双
体
の
神
と

し
て
、
そ
し
て
そ
れ
は
男
女
神
と
も
な
り
、
性
的
要
素
も
付
加
さ
れ
た
。
そ
れ
は
ド

ウ
ソ
ジ
ン
の
誕
生
と
時
期
的
に
は
そ
れ
ほ
ど
隔
た
ら
な
い
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
ま
た
ド
ウ
ソ
ジ
ン
の
誕
生
を
助
け
る
要
因
の
一
つ
で
も
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
。
生
活
世
界
が
拡
大
し
て
ゆ
く
社
会
的
状
況
が
後
押
し
し
た
の
で
あ
る
。

文
化
と
し
て
の
「
都
市
」
化
の
進
展
で
あ
る
。

　
地

表
に
お
け
る
特
定
空
間
に
お
い
て
、
特
定
の
人
々
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
社
会

集
団
の
内
部
だ
け
で
生
活
す
る
世
界
、
つ
ま
り
あ
る
意
味
で
は
閉
じ
ら
れ
た
生
活
世

界
で
は
な
く
、
特
定
空
間
を
越
え
て
人
や
物
や
情
報
が
交
流
す
る
世
界
が
「
都
市
」

257



国立歴史民俗博物館研究報告

　第103集2003年3月

で

あ
る
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
で
は
遮
り
止
め
る
境
界
は
障
害
と
な
る
。
現
実
的
に
は

様
々
な
形
で
存
在
す
る
境
界
を
、
開
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
開
く
と
い

う
こ
と
は
そ
こ
に
開
く
べ
き
境
が
存
在
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
境
は
単

に
空
間
的
境
界
だ
け
で
は
な
く
社
会
的
境
界
を
も
発
生
さ
せ
る
。
城
下
の
繁
栄
に
か

か
わ

る
の
は
城
主
で
あ
り
家
中
で
あ
り
町
人
で
あ
り
農
民
で
あ
る
。
農
村
に
お
け
る

農
民
と
い
う
単
一
的
な
社
会
的
存
在
か
ら
す
れ
ば
、
多
様
な
社
会
的
状
況
の
発
生
で

あ
る
。
道
祖
神
は
そ
れ
ぞ
れ
の
幸
せ
に
応
じ
て
祭
ら
れ
、
祭
り
の
時
に
は
そ
の
境
界

を
開
く
。
新
し
い
境
界
の
元
で
の
祭
り
で
あ
る
。
祭
り
が
日
常
に
お
け
る
秩
序
を
変

換
す
る
機
会
で
あ
れ
ば
、
社
会
的
な
秩
序
を
形
成
す
る
要
素
の
一
つ
で
あ
る
居
住
空

間
の
境
を
、
一
時
的
で
あ
っ
て
も
開
く
役
割
を
道
祖
神
に
は
期
待
さ
れ
て
い
た
と
い

う
こ
と
も
で
き
る
。
『
諸
国
風
俗
間
状
答
』
に
み
ら
れ
る
「
道
祖
神
」
は
、
そ
う
し
た

状
況
下
に
お
け
る
町
か
ら
の
視
点
で
捉
ら
え
た
道
祖
神
の
存
在
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
確
か
に
近
世
と
い
う
時
代
に
お
け
る
特
徴
的
な
道
祖
神
信
仰
の
一
側
面
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
同
時
代
に
生
活
形
態
を
異
に
し
た
人
々
は
、
ま
た
異
な
る
道

祖
神
信
仰
に
基
づ
く
祭
り
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
何
れ
も
近
世
と
い
う
時
代
的

な
制
約
を
受
け
て
い
る
と
い
う
意
味
か
ら
い
え
ば
、
ど
ち
ら
も
近
世
の
道
祖
神
信
仰

で
あ
る
。
そ
し
て
、
城
下
町
の
存
在
の
大
き
さ
か
ら
い
え
ば
、
都
市
化
さ
れ
た
道
祖

神
信
仰
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
生
活
基
盤
の
相
違
に
よ
り
異
な
る
形

態
を
取
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
時
問
題
に
な
る
の
は
、
な
ぜ
町
の
生
活
の
繁

栄
を
祈
る
の
に
、
例
え
ば
市
神
を
対
象
と
し
て
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。　

町

の
生

活
の
安
泰
は
商
売
繁
盛
の
ほ
か
に
、
疫
病
な
ど
の
災
厄
を
除
く
こ
と
が
必

要
で

あ
っ
た
。
疫
病
を
よ
け
る
機
能
を
持
つ
存
在
と
し
て
祭
ら
れ
る
の
は
例
え
ば
祇

園
様
・
午
頭
天
王
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
道
祖
神
の
祭
り
も
ま
た
行
わ
れ
て

い

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
道
祖
神
信
仰
の
変
容
で
あ
り
、
そ
れ
で
も
な
お
道
祖
神
を

祭
ろ
う
と
す
る
、
人
々
の
意
識
の
継
続
で
あ
る
。
単
一
の
機
能
だ
け
で
は
な
く
、
幾

つ
も
の
機
能
を
累
積
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
を
持
っ
た
道
祖
神
と
い
う
存
在
は
、

そ
れ
だ

け
で
も
興
味
あ
る
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
機
能
が
健
在
で
あ
る
故

に
、
現
在
で
も
な
お
都
市
に
お
い
て
新
し
い
機
能
を
付
加
さ
せ
つ
つ
、
新
し
い
道
祖

神
が
次
々
と
再
生
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
現
在
祭
ら
れ
て
い
る
道
祖
神
碑
な
ど
の
位
置
を
確
か
め
て
み
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
路
）

生

活
空
間
の
境
界
に
祭
ら
れ
て
い
る
も
の
も
多
い
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
境
界
神
と

し
て
の
道
祖
神
の
信
仰
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
空
間
的
な
境
界
に
か
か
わ
る
道
祖
神
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
閉
じ

る
こ
と
に
よ
っ
て
生
活
世
界
を
守
る
存
在
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本

稿
で
は
、
そ
の
よ
う
な
道
祖
神
の
あ
り
方
を
敢
え
て
都
市
の
側
か
ら
捉
え
て
み
よ
う

と
し
た
。
そ
れ
は
都
市
化
に
よ
る
道
祖
神
信
仰
の
変
遷
の
様
相
を
確
認
し
よ
う
と
す

る
試
み
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
試
み
は
今
後
も
継
続
し
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
。

註（
1
）
　
柳
田
国
男
『
石
神
問
答
』
聚
精
堂
　
一
九
一
〇
年
（
『
柳
田
國
男
全
集
』
1
　
筑
摩
書
房
　
一

　
九
九
九
年
）

（
2
）
　
倉
石
忠
彦
「
い
わ
ゆ
る
「
道
祖
神
」
に
つ
い
て
」
『
國
學
院
雑
誌
』
九
八
ー
八
　
一
九
九
八

　
年

（
3
）
　
和
歌
森
太
郎
『
歴
史
研
究
と
民
俗
学
』
弘
文
堂
　
一
九
六
九
年
。
第
一
章
で
道
祖
神
信
仰
を

　
取
り
上
げ
て
い
る
。

（
4
）
　
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
九
巻
　
風
俗
　
三
一
書
房
　
一
九
六
九
年
　
七
七
七
頁

（
5
）
　
前
掲
註
、
七
九
六
頁

（6
）
　
い
わ
ゆ
る
道
祖
神
の
祭
日
に
つ
い
て
は
、
倉
石
忠
彦
「
渡
御
す
る
道
祖
神
」
（
『
信
濃
』
五
二

　
ー
一
　
二
〇
〇
〇
年
）
地
図
2
を
参
照

（
7
）
　
前
掲
註
（
4
）
　
四
五
五
頁

（
8
）
　
前
掲
註
（
4
）
　
四
九
四
頁

（
9
）
　
前
掲
註
（
4
）
　
五
四
三
頁

（
1
0
）
　
『
長
野
県
町
村
誌
　
東
信
篇
』
1
復
刻
版
ー
　
名
著
出
版
　
一
九
七
三
年
　
一
〇
六
頁

（
1
1
）
　
鬼
頭
康
之
「
水
内
郡
千
田
村
日
詰
の
道
六
神
焼
取
極
帳
」
『
市
誌
研
究
　
な
が
の
』
二
号

　
　
一
九
九
五
年

（1
2
）
　
天
野
信
景
『
塩
尻
』
巻
之
五
十
四
（
『
日
本
随
筆
大
成
』
〈
第
三
期
〉
一
五
　
吉
川
弘
文
館

　
　
一
九
七
七
年
）
九
七
頁

（
1
3
）
　
倉
石
忠
彦
「
都
市
と
道
祖
神
」
『
國
學
院
雑
誌
』
九
九
ー
＝
　
　
一
九
九
八
年
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（
1
4
）
　
松
本
市
に
お
け
る
小
正
月
の
火
祭
り
行
事
の
実
施
状
況
等
に
つ
い
て
は
、
日
本
民
俗
資
料

　
　
館
・
松
本
市
立
博
物
館
『
松
本
の
三
九
郎
－
夜
空
を
こ
が
す
火
の
祈
り
』
（
年
中
行
事
基
礎
調

　
　
査
報
告
書
）
改
定
増
補
第
三
刷
　
一
九
八
八
年
。
松
本
市
教
育
委
員
会
『
松
本
の
道
祖
神
』
一

　
　
九
九

三
年
に
詳
し
い
。

（
1
5
）
　
胡
桃
沢
友
男
「
道
祖
神
の
通
せ
ん
ぼ
」
『
長
野
県
民
俗
の
会
会
報
』
　
一
四
　
一
九
九
一
年

（
1
6
）
　
和
歌
森
太
郎
は
『
歴
史
研
究
と
民
俗
学
』
に
お
い
て
、
か
つ
て
の
道
祖
神
信
仰
研
究
の
成
果

　
　

を
整
理
し
つ
つ
、
「
こ
こ
で
最
も
説
明
が
欠
け
て
い
る
の
は
、
今
非
常
に
多
く
関
東
南
部
で
見

　
　

ら
れ
る
よ
う
な
、
男
女
二
神
像
を
か
た
ど
っ
た
道
祖
神
の
存
在
で
あ
る
」
（
二
七
〇
頁
）
と
指

　
　
摘
す
る
と
と
も
に
、
「
道
祖
神
そ
の
も
の
に
性
神
的
要
素
が
つ
い
た
の
は
い
つ
の
こ
と
で
あ
る

　
　

か
、
ま
だ
十
分
で
は
な
い
が
、
平
安
京
で
、
平
安
後
期
に
も
著
し
く
な
っ
て
い
た
」
（
二
八
七

　
　
頁
）
と
も
指
摘
し
て
い
る
（
『
和
歌
森
太
郎
著
作
集
』
1
0
　
弘
文
堂
　
一
九
八
一
年
）
。

（
1
7
）
　
道
祖
神
碑
に
刻
ま
れ
た
像
容
の
な
か
に
は
、
特
に
性
的
な
側
面
を
強
調
す
る
か
の
よ
う
な

　
　

も
の
が
あ
り
、
そ
う
し
た
造
形
に
関
心
を
持
つ
研
究
者
も
多
い
。
例
え
ば
佐
藤
哲
郎
は
外
来

　
　
文
化
と
の
関
係
か
ら
そ
う
し
た
像
容
の
発
生
を
考
え
よ
う
と
し
て
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る
（
『
性
器
信
仰
の
系

　
　
譜
』
三
一
書
房
　
一
九
九
五
年
）
。

（
1
8
）
　
『
古
事
記
　
祝
詞
』
（
『
日
本
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典
文
学
大
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』
第
↓
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岩
波
書
店
　
一
九
五
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年
）

（
1
9
）
　
「
八
千
矛
の
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の
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や
　
吾
が
大
国
主
　
汝
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は
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に
坐
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打
ち
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の
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ら
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あ

　
　
れ
ば

　
汝
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除
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し
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に
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食
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に
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食
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に
　
沫
雪
の
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や
る
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を
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の
　
白
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腕
　
そ
だ
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た
き
ま
な

　
　
が

り
　
眞
玉
手
　
玉
手
さ
し
枕
き
　
百
長
に
　
寝
を
し
寝
せ
　
豊
御
酒
　
奉
ら
せ
」
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古
事
記

　
　
祝
詞
』
（
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
第
一
巻
　
岩
波
書
店
　
一
九
五
八
年
）
一
〇
五
頁

（2
0
）
　
同
前
註

（
2
1
）
　
「
近
日
。
東
西
爾
京
。
大
小
路
藺
。
刻
木
作
神
。
相
封
安
置
。
凡
蕨
体
像
。
髪
髭
丈
夫
。
頭

　
　
上
加
冠
。
貴
邊
垂
縷
。
以
丹
塗
身
。
成
緋
杉
色
。
起
居
不
同
。
遁
各
異
貌
。
或
所
作
女
形
。

　
　
封

丈
夫
而
立
之
。
膀
下
腰
底
刻
槍
陰
陽
。
構
几
案
於
其
前
。
置
圷
器
於
其
上
。
児
童
隈
雑
。

　
　
拝
礼
盤
勲
。
或
捧
幣
吊
。
或
供
香
華
。
号
日
岐
神
。
又
稻
御
露
、
未
知
何
祥
。
時
人
奇
之
。
」

　
　
『
扶
桑
略
記
　
帝
王
編
年
記
』
（
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
第
十
二
巻
　
吉
川
弘
文
館
　
一
九
九

　
　
九
年
）
二
一
四
頁
。
同
様
な
記
事
は
『
本
朝
世
紀
』
（
『
国
史
大
系
』
第
八
巻
　
経
済
雑
誌
社

　
　
一
八
九
八
年
　
一
五
頁
）
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。

（
2
2
）
　
「
吾
が
身
の
老
衰
を
ば
知
ら
ず
、
常
に
夫
の
心
の
等
閑
な
る
こ
と
を
恨
む
。
故
に
本
尊
の
聖

　
　
天
は

供
す

れ

ど
も
、
験
無
き
が
如
し
。
持
物
の
道
祖
は
祭
れ
ど
も
、
応
少
き
に
似
た
り
。
野

　
　
干
坂
の

伊
賀
専
が
男
祭
、
蛆
苦
本
を
叩
い
て
舞
う
。
稲
荷
山
の
阿
小
町
が
愛
の
法
、
鰻
破
前

　
　
を
軌
て
喜
び
、
五
条
の
道
祖
に
、
粂
餅
　
千
葉
手
を
奉
る
。
」
『
新
猿
楽
記
』
藤
原
明
衡
（
藤
原

　
　
明
衡
撰
・
重
松
明
久
校
注
『
新
猿
楽
記
・
雲
州
消
息
』
現
代
思
潮
社
　
↓
九
八
二
年
）
一
五
頁

（
2
3
）
　
「
そ
も
そ
も
く
、
出
雲
路
の
神
と
申
は
、
昔
、
け
い
し
や
う
と
い
ふ
國
に
、
男
を
伯
陽
、

　
　
女

を
遊
子
と
て
、
夫
婦
の
物
有
け
る
が
、
月
に
共
な
ひ
て
、
夜
も
す
が
ら
、
ぬ
る
事
な
く
し

　
　

て
、
道
に
た
ち
、
夕
に
は
、
東
山
の
峰
に
心
を
す
ま
し
、
月
の
お
そ
く
い
つ
る
事
を
う
ら
み
、

　
　
暁

は
、
晴
天
の
雲
に
う
そ
ぶ
き
、
く
も
り
な
き
夜
を
よ
ろ
こ
び
、
雨
雲
の
空
を
か
な
し
み
て
、

　
　

年
月
を
お
く
り
し
に
、
伯
陽
九
十
九
の
年
、
死
門
に
の
ぞ
ま
む
と
せ
し
時
、
遊
子
に
む
か
ひ

　
　
て

申
や
う
、
「
わ
れ
、
月
に
共
な
ひ
て
、
め
つ
る
事
、
世
の
人
に
こ
へ
た
り
。
一
人
な
り
と
も
、

　
　
月
を
見
る
事
、
を
こ
た
ら
ざ
れ
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
遊
子
、
涙
を
な
が
し
て
、
「
な
ん
ぢ
、
ま

　
　

さ
に
し
な
ば
、
わ
れ
ひ
と
り
月
を
見
る
事
あ
る
べ
か
ら
ず
。
も
ろ
と
も
に
し
な
ん
」
と
か
な

　
　

し
め
ば
、
伯
陽
か
さ
ね
て
申
や
う
、
「
僧
老
同
穴
の
ち
ぎ
り
、
百
年
に
あ
た
れ
り
。
月
を
形
見

　
　

に
見
よ
」
と
て
、
つ
い
に
は
か
な
く
な
り
に
け
り
。
ち
ぎ
り
し
ご
と
く
、
遊
子
は
内
に
い
る

　
　
事
も
な
く
し
て
、
月
に
と
も
な
ひ
あ
り
き
し
が
、
こ
れ
も
か
ぎ
り
あ
り
け
れ
ば
、
つ
ひ
に
は

　
　
か

な
く
な
り
に
け
り
。
さ
れ
ど
も
、
夫
婦
も
ろ
と
も
に
月
に
心
を
と
め
し
故
に
、
天
上
の
果

　
　

を
う
け
、
二
の
星
な
る
と
か
や
、
牽
牛
織
女
こ
れ
な
り
。
ま
た
、
さ
い
の
神
と
も
申
な
り
。

　
　
道
祖

神
と
も
あ
ら
は
れ
、
夫
婦
の
中
を
ま
ぼ
り
た
ま
ふ
御
ち
か
ひ
、
た
の
も
し
く
そ
お
ぼ
え

　
　
け
る
。
」
『
曾
我
物
語
』
二
　
（
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
第
八
八
巻
　
岩
波
書
店
　
一
九
六
六

　
　

年
）
　
＝
六
頁

（2
4
）
　
「
奥
州
名
取
郡
笠
島
ノ
道
祖
神
。
（
中
略
）
コ
レ
ハ
都
ノ
賀
茂
ノ
河
原
ノ
西
。
↓
條
ノ
北
ノ
邉

　
　
ニ

オ
ハ
ス
ル
出
雲
路
ノ
道
祖
神
ノ
女
也
ケ
ル
ヲ
。
イ
ツ
キ
カ
シ
ツ
キ
テ
。
ヨ
キ
夫
二
合
セ
ン

　
　

ト
シ
ケ
ル
ヲ
。
商
人
二
嫁
テ
。
親
二
勘
当
セ
ラ
レ
テ
。
此
國
へ
追
下
サ
レ
給
ヘ
ケ
ル
ヲ
。
國

　
　

人
是
ヲ
崇
敬
テ
。
神
事
再
拝
ス
。
上
下
男
女
ノ
所
願
ア
ル
時
ハ
。
隠
相
ヲ
造
テ
。
神
前
二
懸

　
　
荘
り
奉
テ
是
ヲ
祈
申
二
。
叶
ハ
ス
ト
云
事
ナ
シ
」
『
参
考
源
平
盛
衰
記
』
巻
七
（
『
参
考
源
平
盛

　
　
衰
記
』
上
（
改
定
史
籍
集
覧
本
）
　
臨
川
書
店
　
一
九
八
二
年
　
三
二
五
頁
）

（2
5
）
　
「
天
王
寺
僧
道
公
、
諦
法
花
救
道
祖
語
第
三
四
」
『
今
昔
物
語
集
』
三
（
『
日
本
古
典
文
学
大

　
　
系
』
第
二
四
巻
　
岩
波
書
店
　
一
九
六
一
年
）
　
二
五
二
～
一
五
四
頁

（2
6
）
　
「
道
命
於
和
泉
式
部
許
讃
経
五
條
道
祖
神
聴
聞
事
　
巻
一
ー
一
」
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
（
『
日
本

　
　
古
典
文
学
大
系
』
第
二
七
巻
　
岩
波
書
店
　
一
九
六
〇
年
）
　
五
三
頁

（
2
7
）
　
「
こ
を
と
こ
の
さ
う
し
」
『
室
町
時
代
物
語
大
成
』
第
四
　
角
川
書
店
　
一
九
七
六
年
　
五
八

　
　
九
～
五
九
四
頁

（
2
8
）
　
『
妹
の
力
』
（
『
定
本
柳
田
國
男
集
』
第
九
巻
　
筑
摩
書
房
　
一
九
六
二
年
）
一
二
五
頁

（2
9
）
　
同
前
註

（3
0
）
　
倉
石
忠
彦
『
道
祖
神
信
仰
論
』
名
著
出
版
　
一
九
九
〇
年
、
大
島
建
彦
『
道
祖
神
と
地
蔵
』

　

　
三
弥
井
書
店
　
一
九
九
二
年
　
な
ど

（
3
1
）
　
『
古
語
拾
遺
』
（
『
新
校
璽
書
類
従
』
第
↓
九
巻
　
内
外
書
籍
株
式
会
社
　
一
九
三
二
年
　
三

　

　
六
六
頁

（3
2
）
　
同
前
註

（
3
3
）
　
前
掲
註
（
1
8
）
五
三
頁

（3
4
）
　
前
掲
註
（
1
9
）
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（3
5
）
　
『
日
本
書
紀
』
上
（
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
第
六
七
巻
　
岩
波
書
店
　
一
九
六
七
年
）
　
一

　
　
四
八
頁

（
3
6
）
　
前
掲
註
（
1
8
）
　
八
三
頁

（3
7
）
　
前
掲
註
（
1
9
）

（
3
8
）
　
佐
々
木
長
生
「
福
島
県
内
に
お
け
る
火
伏
せ
の
呪
物
」
『
福
島
の
民
俗
』
一
六
号
　
一
九
八

　
　
八
年

（
3
9
）
　
長
野
県
下
伊
那
郡
阿
南
町
新
野
の
伊
豆
神
社
の
雪
祭
に
お
け
る
神
婆
は
、
「
君
の
舞
と
も
い

　

　
い
、
女
面
を
つ
け
た
婆
が
舞
い
、
松
明
を
杖
に
持
つ
爺
面
の
お
じ
い
と
抱
き
合
い
、
そ
こ
へ

　
　
女

面
の
娘
が
じ
ゃ
ま
し
に
飛
び
出
し
て
き
て
、
二
人
の
ま
わ
り
を
ま
わ
る
。
」
『
長
野
県
下
伊

　
　
那

郡
阿
南
町
　
新
野
民
俗
誌
稿
』
長
野
県
史
刊
行
会
民
俗
資
料
調
査
委
員
会
　
一
九
七
九
年

　

　
一
二
九
頁

（
4
0
）
　
例
え
ば
、
藤
森
貞
雄
『
性
風
土
記
』
岩
崎
美
術
社
　
一
九
六
七
年
　
二
八
～
四
六
頁
な
ど

（
4
1
）
　
同
前
註
　
一
九
五
～
一
九
六
頁

（
4
2
）
　
神
野
善
治
『
人
形
道
祖
神
－
境
界
神
の
原
像
1
』
白
水
社
　
一
九
九
六
年

（
4
3
）
　
例
え
ば
伊
藤
堅
吉
・
遠
藤
秀
男
『
道
祖
神
の
ふ
る
さ
と
』
大
和
書
房
　
一
九
七
二
年
、
伊
藤

　
　
堅
吉
『
綜
集
　
日
本
全
土
性
愛
の
石
神
　
双
体
道
祖
神
』
緑
星
社
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
ほ
か
性

　
　
神
に
つ
い
て
の
研
究
書
と
し
て
は
、
藤
森
貞
雄
『
性
風
土
記
』
岩
崎
美
術
社
　
一
九
六
七
年
の

　
　

ほ
か
、
西
岡
秀
雄
『
図
説
　
性
の
神
々
』
実
業
の
日
本
社
　
一
九
六
一
年
、
橋
本
峰
雄
『
性
の

　
　
神
』
淡
交
社
　
一
九
七
六
年
な
ど
が
あ
る
。

（4
4
）
　
前
掲
註
（
1
1
）

（
4
5
）
　
女
陰
だ
け
を
祭
る
例
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
場
合
に
は
、
信
仰
対
象
を
示

　
　
す

も
の
と
さ
れ
、
女
性
を
信
仰
対
象
者
と
す
る
こ
と
が
多
く
、
道
祖
神
や
境
の
神
と
し
て
祭

　
　
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
多
い
。

（4
6
）
　
前
掲
註
（
3
1
）

（4
7
）
　
前
掲
註
（
2
7
）

（
4
8
）
　
『
長
野
県
上
高
井
誌
』
歴
史
編
　
上
高
井
教
育
会
　
一
九
六
二
年
　
七
九
八
頁

（4
9
）
　
『
諏
訪
の
年
中
行
事
』
諏
訪
教
育
会
　
四
八
頁

（
5
0
）
　
『
串
川
・
中
津
川
流
域
の
民
俗
』
神
奈
川
県
立
博
物
館
　
一
九
六
九
年
　
一
〇
六
頁

（
5
1
）
　
吉
田
郁
生
「
魚
沼
の
性
神
（
二
）
」
『
高
志
路
』
二
六
五
　
新
潟
県
民
俗
学
会
　
一
九
八
二
年

　

　
一
五
頁

（
5
2
）
　
『
上
吉
田
の
民
俗
ー
富
士
吉
田
市
上
吉
田
ー
』
富
士
吉
田
市
史
編
さ
ん
室
　
一
九
八
五
年

　
　

二

四
一
頁

（
5
3
）
　
倉
石
忠
彦
「
木
曾
の
年
中
行
事
ー
長
野
県
木
曾
郡
大
桑
村
和
村
ー
」
『
民
俗
（
相
模
）
』
七
四

　
　
相
模
民
俗
学
会
。
ま
た
、
藤
森
貞
雄
は
『
性
風
土
記
』
（
岩
崎
美
術
社
　
一
九
六
七
年
）
に
お

　
　
い

て

巨
根
巨
陰
の
伝
承
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
が
道
祖
神
信
仰
と
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
指

　
　
摘
し
て
い
る
（
一
九
頁
）
。

（
5
4
）
　
『
古
事
記
』
（
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
第
一
巻
　
岩
波
書
店
　
一
九
五
八
年
）
六
三
頁
・
『
日

　
　
本
書
紀
　
上
』
（
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
第
六
七
巻
　
岩
波
書
店
　
一
九
六
七
年
）
九
三
頁

（
5
5
）
　
『
神
代
巻
口
訣
』
二
（
『
神
道
大
系
　
古
典
注
釈
編
三
　
日
本
書
紀
注
釈
中
』
神
道
大
系
編
纂

　
　
会
　
一
九
八
五
年
）
三
七
頁

（
5
6
）
　
『
仙
源
抄
』
（
『
新
校
華
書
類
従
』
第
一
四
巻
　
内
外
書
籍
株
式
会
社
　
一
九
二
八
年
）
三
五

　
　
〇
頁

（
5
7
）
　
『
神
書
聞
塵
』
（
『
神
道
大
系
　
古
典
注
釈
編
四
　
日
本
書
紀
注
釈
下
』
神
道
大
系
編
纂
会

　

　
一
九
八
八
年
）
五
五
頁

（
5
8
）
前
掲
註
（
5
7
）
六
一
頁

（9
5
）
　
｝
削
掲
註
（
▽
）
　
⊥
ハ
一
頁

（6
0
）
　
前
掲
註
（
5
7
）
　
五
五
頁

（6
1
）
　
前
掲
註
（
2
6
）

（
6
2
）
　
前
掲
註
（
5
7
）
　
＝
一
頁
。
な
お
、
こ
の
「
道
祖
神
」
に
も
サ
イ
ノ
カ
ミ
と
訓
が
施
さ
れ

　
　
て
い
る
。

（
6
3
）
　
『
古
事
記
』
（
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
第
一
巻
　
岩
波
書
店
　
一
九
五
八
年
）
一
二
七
頁

（
6
4
）
　
『
日
本
書
紀
』
上
（
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
第
六
七
巻
　
岩
波
書
店
　
一
九
六
七
年
）
一
四

　
　
八
頁

　
　
　
な
お
、
前
田
晴
人
は
、
「
衝
の
神
に
は
「
衛
神
」
及
び
「
岐
神
」
の
弁
別
が
な
さ
れ
て
お
り
、

　

　
『
延
喜
式
』
祝
詞
の
詞
章
に
お
い
て
も
こ
の
区
別
は
注
意
深
く
守
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

　
　
衝
の
神
が

載
然

と
二
種
類
に
分
類
さ
れ
て
混
雑
し
て
い
な
い
事
実
は
、
二
神
の
本
源
的
な
存

　
　
在

様
式
に
明
確
な
相
違
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
」
と

　
　

し
て
い
る
（
前
田
晴
人
『
日
本
古
代
の
道
と
衝
』
吉
川
弘
文
館
　
一
九
九
六
年
　
四
頁
）
。
た

　
　

し
か
に
本
源
的
に
は
異
な
る
存
在
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
一
般
的
に
は
時
代
や
社

　
　
会
の
変
化
と
と
も
に
、
そ
の
区
別
が
次
第
に
分
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
っ
た
ら
し
い
。

（6
5
）
　
前
掲
註
（
5
5
）
　
一
〇
三
頁

（
6
6
）
　
清
原
宣
賢
『
日
本
書
紀
抄
』
下
（
『
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
和
書
之
部
』
第
二
十
七
巻
　
天

　
　
理
大
学

出
版
部
　
一
九
七
七
年
）
三
九
〇
頁

（
6
7
）
　
清
原
宣
賢
『
日
本
書
紀
抄
』
上
（
『
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
和
書
之
部
』
第
二
十
七
巻
　
天

　
　
理

大
学
出
版
部
　
一
九
七
七
年
）
二
六
二
頁

（6
8
）
　
一
條
兼
良
『
日
本
書
紀
纂
疏
』
（
『
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
和
書
之
部
』
第
二
十
七
巻
　
天
理

　
　
大
学

出
版
部
　
一
九
七
七
年
）
六
七
頁

（
6
9
）
　
「
疏
云
、
杖
扶
行
之
具
、
故
化
岐
神
、
即
道
路
之
神
也
、
俗
日
道
祖
神
、
祖
者
饅
送
所
祭
之

　
　
名
」
『
日
本
書
紀
抄
』
上
（
『
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
和
書
之
部
』
第
二
十
七
巻
　
天
理
大
学
出

　
　
版
部
　
一
九
七
七
年
）
二
四
九
頁

（
7
0
）
　
杖
が
境
を
示
し
、
そ
こ
で
遮
る
機
能
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
『
常
陸
国
風
土

　
　

記
』
に
夜
刀
の
神
の
領
域
の
境
に
杖
を
た
て
た
事
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
（
『
風
土
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　83

）

　　　　　　　　　　
82　81　80　79
）　　　）　　　）　　　）

　
　
記
』
日
本
古
典
文
学
大
系
二
巻
　
岩
波
書
店
　
一
九
五
八
年
　
五
五
頁
）
。
し
か
し
、
こ
こ
で

　
　
は

も
っ
ぱ
ら
旅
を
す
る
こ
と
に
関
心
が
あ
り
、
そ
れ
に
引
き
つ
け
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。

（
7
1
）
　
山
本
秀
人
・
山
本
真
吾
「
御
調
八
幡
宮
蔵
日
本
書
紀
第
一
聞
書
解
説
並
び
に
影
印
・
翻
刻
」

　
　
『
鎌
倉
時
代
語
研
究
』
第
］
二
輯
　
鎌
倉
時
代
語
研
究
会
　
一
九
八
九
年
　
三
五
三
頁

（
7
2
）
　
『
日
本
書
紀
纂
疏
』
・
『
日
本
書
紀
抄
』
に
見
ら
れ
る
「
祖
者
賎
送
所
祭
之
名
」
と
い
う
注
は

　
　

そ
う
し
た
性
格
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
7
3
）
　
例
え
ば
、
『
日
本
書
紀
神
代
巻
抄
』
（
天
文
五
年
、
↓
五
三
六
年
）
に
は
「
サ
イ
ノ
神
也
。
道

　
　
祖
神
也
。
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
「
道
祖
神
」
に
は
サ
エ
ノ
カ
ミ
の
訓
が
施
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

　
　
「
岐
神
モ
道
祖
神
也
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
（
『
神
道
大
系
　
古
典
注
釈
編
四
　
日
本
書
紀
注
釈

　
　
下
』
神
道
大
系
編
纂
会
　
一
九
八
八
年
　
二
二
七
頁
・
二
二
九
頁
）
。

　
　
　
ま
た
、
『
日
本
書
紀
聞
書
』
（
永
録
十
年
、
一
五
六
七
年
）
に
は
「
其
ノ
杖
ヲ
投
ル
時
キ
、
岐

　
　
神

ト
成
ル
也
。
是
則
道
祖
神
ト
云
テ
、
サ
イ
ノ
神
ト
世
語
二
云
也
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る

　
　
（
『
神
道
大
系
　
古
典
注
釈
編
四
　
日
本
書
紀
注
釈
下
』
神
道
大
系
編
纂
会
　
一
九
八
八
年

　
　
三
三
九
頁
）
。
な
お
、
こ
の
「
道
祖
神
」
の
「
祖
」
の
字
に
は
ソ
と
訓
が
施
さ
れ
て
い
る
。

（
7
4
）
　
「
天
王
寺
僧
道
公
、
訥
法
花
救
道
祖
語
　
第
三
四
」
『
今
昔
物
語
集
』
三
（
『
日
本
古
典
文
学

　
　
大
系
』
第
二
四
巻
　
岩
波
書
店
　
一
九
六
］
年
）
二
五
二
頁

（7
5
）
　
「
豊
前
大
君
、
知
世
中
作
法
語
　
第
二
五
」
『
今
昔
物
語
集
』
五
（
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』

　
　
第
二
六
巻
　
岩
波
書
店
　
一
九
六
三
年
）
二
九
二
頁

（7
6
）
　
前
掲
註
（
6
1
）

（
7
7
）
　
「
持
物
の
道
祖
は
祭
れ
ど
も
、
応
少
き
に
似
た
り
」
の
「
道
祖
」
に
は
「
さ
へ
の
か
み
」
と

　
　
訓
が
施
さ
れ
、
「
五
条
の
道
祖
に
、
粂
餅
　
千
葉
手
を
奉
る
。
」
の
「
道
祖
」
に
は
「
さ
へ
」
と

　
　
訓
が
施
さ
れ
て
い
る
（
藤
原
明
衡
著
・
重
松
明
久
校
注
『
新
猿
楽
記
　
雲
州
消
息
』
現
代
思
潮

　
　
社
　
一
九
八
二
年
　
一
五
頁
）
。

（
7
8
）
　
前
田
晴
人
に
よ
れ
ば
、
延
喜
臨
時
祭
式
・
障
神
祭
の
「
障
神
」
は
「
「
サ
ヘ
ノ
神
」
ま
た
は

　
　
「
サ
ヒ
ノ
神
」
と
訓
む
べ
き
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
（
前
田
晴
人
『
日
本
古
代
の
道
と
衛
』
吉

　
　
川
弘
文
館
　
一
九
九
六
年
　
一
六
九
頁
）
。
こ
の
よ
う
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
漢

　
　
字
表
記
は
異
な
る
け
れ
ど
、
サ
ヘ
ノ
カ
ミ
は
十
世
紀
初
頭
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
形
で
存

　
　
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
　

前
掲
註

（2
1
）

　
前
掲
註
（
7
1
）

　
前
掲
註
（
7
3
）

　
『
真
名
本
曾
我
物
語
』
巻
第
七
　
勉
誠
社
　
一
九
七
四
年
　
四
一
六
頁

　
例

え
ば
、
神
野
善
治
『
人
形
道
祖
神
ー
境
界
神
の
原
像
ー
』
白
水
社
　
一
九
九
六
年
、
倉
石

忠
彦

「集
落
社
会
に
お
け
る
世
界
観
ー
長
野
県
南
佐
久
郡
八
千
穂
村
佐
ロ
ー
」
（
『
信
濃
』
三
三

1
］
二
　
一
九
八
一
年
）
な
ど
。

　
（
國
學
院
大
學
文
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（
二
〇
〇
一
年
三
月
七
日
受
理
、
二
〇
〇
二
年
十
月
十
↓
日
審
査
終
了
）
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Cities　and　Dosojin－worship

KuRAIsHI　Tadahiko

Dosojin（a　wayside　Deity）are　considered　gods　of　the　border　Howeveちthis　viewpoillt　alone　has　not　been　enough

to　sufficiently　explain　the　diverse　customs　that　have　been　handed　down　in　folklore　regarding　dosojin．

　　　In　particular，　previous　studies　had　barely　included　within　their　scope　dosojin－worship　in　the　cities．　However，

documents　point　precisely　to　dosojin－worship　in　the　cities．　Befbre　mediaeval　times，　the　capital　of　Kyoto　was　the

center　of　activities，　but，　in　the　Edo　period，　there　were　also　a　great　number　of　dosolin　fesUvals．　In　the“S〃o〃o肋

1扱o飽7bη’o乃o’αθ（Answers　to　questions　regarding　customs　of　the　regions）”，　which　records　folklore　ffom　the

early　nineteenth　century，　the　dosojin　festivals　of　Akita　and　Nagaoka　clearly　reveal　how　dosojin　festivals　were

conducted，　based　on　the　space　and　hierarchy　of　the　castle　towns．　This　holds　true　for　the　cities　of　Matsumoto　and

Matsushiro　in　Shinshu　and　it　can　be　concluded　that　the　worship　of　dosojin　was　closely　related　to　the　lives　of　the

people．　The　function　of　the　dosojin　in　this　respect　was　not　necessa㎡ly　just　closing　the　border　and　keeping

outsiders　form　entering．　The　dosojin　also　had　the　function　of　opening　the　boundary　and　was　the　object　of　prayers

for　household　prosperity　and　secure　l旋．

　　　The　dosojin　came　to　take　on　these　functions　afヒer　these　border　deities　c㎜e　to　be　given　the　shape　of　a　double

deity　with　both　a　male　and　female　body　In　the　mythology　fbund　in　the　Kojiki　and　the　Nihonshoki，　the　border

deities　did　not　necessarily　have　any　gender　and　were　single－bodied．　As　these　deities　acquired　sexual

characteris廿cs，　they　came　to　be　regarded　as　not　closing　the　l）order　but　opening　it．

　　Adeity　originally　called『Sαθκo丘α禰”came　to　be　given　the　characters　for物∫o”and　later　for‘冠os〔η◆仇，”which

led　to　the　pronuncia廿on‘冠o－soプ’i〃”．　It　can　be　said　that，　as　a　result，　these　dei廿es　no　longer　needed　to　be　restricted

to　the　border　and　could　take　on　various血1nctions．　Even　today，　dos（りin－worship　in　the　cities　is　repeatedly

regenerated．
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