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山
口
県
下
に
お
い
て
神
社
当
屋
制
は
相
当
広
範
囲
に
分
布
し
て
い
る
が
、
そ
の
研
究
は
こ
れ
ま
で

低
調
で
あ
っ
た
。
こ
の
地
域
の
当
屋
制
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
た
広
島
県
や
岡

山
県
の
事
例
と
九
州
北
部
の
事
例
を
結
ぶ
上
で
重
要
で
あ
り
、ま
た
近
畿
地
方
の
い
わ
ゆ
る
「
宮
座
」

を
相
対
化
す
る
上
で
も
そ
の
検
討
は
か
か
せ
な
い
。

　

本
論
に
お
い
て
は
歴
史
的
に
畿
内
と
の
関
連
が
深
い
防
府
市
内
の
事
例
を
検
討
し
た
が
、
そ
の
結

果
こ
の
地
域
の
神
社
祭
祀
組
織
の
う
ち
当
屋
制
を
も
つ
も
の
に
は
、
氏
子
域
の
う
ち
特
定
の
ム
ラ
の

特
定
の
家
が
祭
祀
に
か
か
わ
る
春
日
神
社
の
在
庁
や
佐
野
若
宮
神
社
の
宮
座
の
よ
う
な
タ
イ
プ
と
、

氏
子
域
の
ほ
ぼ
す
べ
て
の
ム
ラ
が
祭
祀
に
か
か
わ
る
タ
イ
プ
の
も
の
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
前
者
の
特
定
の
家
が
祭
祀
に
か
か
わ
る
組
織
を
も
つ
地
域
に
お
い
て
も
、
春
日
神
社
の
在
庁
に

対
す
る
大
頭
講
、
あ
る
い
は
大
道
の
笑
い
講
に
対
す
る
大
歳
講
の
よ
う
に
、
同
じ
神
を
全
員
が
祭
祀

す
る
組
織
が
別
に
組
織
さ
れ
て
い
る
例
が
あ
る
。
こ
れ
は
歴
史
的
に
新
た
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

　

後
者
の
す
べ
て
の
ム
ラ
が
祭
祀
に
関
わ
る
類
例
の
中
に
も
、
氏
子
域
を
い
く
つ
か
の
組
に
わ
け
そ

こ
か
ら
交
替
で
当
屋
を
選
ぶ
タ
イ
プ
と
、
毎
年
祭
祀
を
担
当
す
る
組
を
交
替
さ
せ
、
そ
の
中
か
ら
当

屋
を
選
ぶ
タ
イ
プ
が
み
ら
れ
る
。
前
者
・
後
者
い
ず
れ
の
場
合
で
も
年
齢
階
梯
制
は
み
ら
れ
ず
、
ま

た
名
を
単
位
と
し
た
祭
祀
組
織
も
多
く
は
な
い
。

　

こ
の
地
域
に
お
い
て
は
、
神
社
を
祭
祀
す
る
組
織
の
他
に
、
ム
ラ
や
組
を
単
位
と
し
た
当
屋
制
を

も
つ
山
の
神
や
森
神
、
大
歳
講
な
ど
の
祭
祀
組
織
が
多
く
み
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
地
域
の
な
か
で
重

層
的
な
構
成
を
も
っ
て
い
る
の
が
特
色
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
地
域
の
神
社
や
小
祠
は
幕
末
以
来
数
次

の
神
社
整
理
に
よ
っ
て
大
き
く
変
化
を
し
て
お
り
、
近
世
中
期
ま
で
は
さ
ら
に
多
く
の
信
仰
対
象
に

対
す
る
当
屋
制
の
組
織
が
存
在
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
当
屋
制
、
オ
ハ
ケ
、
淫
祀
解
除
、
講
組
織
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❶
宮
座
か
ら
当
屋
制
へ

い
わ
ゆ
る
「
宮
座
」
の
研
究
は
古
く
か
ら
近
畿
地
方
の
事
例
を
中
心
に
進
め
ら
れ

て
き
た
。
山
口
県
下
の
神
社
祭
祀
組
織
を
対
象
と
す
る
本
稿
の
目
的
は
、
こ
れ
ま
で

研
究
が
皆
無
で
あ
っ
た
こ
の
地
域
の
神
社
祭
祀
組
織
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

と
と
も
に
、
そ
の
作
業
を
通
じ
て
近
畿
地
方
の
「
宮
座
」
を
相
対
化
し
て
と
ら
え
る

視
点
を
獲
得
す
る
こ
と
に
あ
る
。

文
頭
に
お
い
て
筆
者
自
身
の
「
宮
座
」
に
対
す
る
基
本
的
な
立
場
に
つ
い
て
ま
ず

述
べ
て
お
き
た
い
。
結
論
か
ら
述
べ
る
と
筆
者
は
「
宮
座
」
と
い
う
言
葉
は
前
近
代

を
対
象
と
し
た
歴
史
学
的
分
析
に
つ
い
て
の
み
使
用
す
べ
き
で
あ
り
、
す
く
な
く
と

も
聞
き
取
り
調
査
に
よ
っ
て
知
り
う
る
近
年
の
神
社
祭
祀
組
織
に
つ
い
て
そ
れ
使
う

こ
と
に
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
）
1
（

。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
肥
後
和
男

の
一
連
の
研
究
に
よ
っ
て
「
宮
座
」
概
念
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
過
程
で
の
政
治
性

に
あ
る
が
）
2
（

、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
報
告
所
掲
の
別
稿
で
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
要

点
だ
け
を
述
べ
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
肥
後
は
「
宮
座
」
に
集
落
全
戸
が
加
入

す
る
村
座
を
含
め
た
が
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
宮
座
」
と
氏
子
な
ど
の
境
界
が
不

明
瞭
に
な
り
、
以
後
の
研
究
に
混
乱
を
与
え
て
い
る
。
肥
後
は
宮
座
研
究
を
進
め
た

昭
和
一
〇
年
前
後
の
時
代
状
況
の
な
か
で
、
祭
政
一
致
の
民
衆
的
な
現
れ
で
あ
る
宮

座
を
強
調
す
る
た
め
に
村
座
を
そ
の
概
念
に
取
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
以
後
の
研

究
で
は
肥
後
の
宮
座
研
究
の
こ
の
よ
う
な
時
代
背
景
を
考
慮
し
て
い
な
い
。
特
殊
な

時
代
状
況
の
な
か
で
意
味
を
与
え
ら
れ
た
「
宮
座
」
の
語
を
目
の
前
に
あ
る
事
象
に

つ
い
て
使
う
こ
と
に
は
慎
重
な
態
度
が
必
要
と
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

今
一
つ
は
「
宮
座
」
は
肥
後
の
研
究
以
来
、
近
畿
地
方
の
事
例
を
中
心
に
熟
成
さ

れ
て
い
っ
た
概
念
で
あ
り
、
近
年
徐
々
に
研
究
が
増
え
て
い
る
中
国
地
方
や
九
州
地

方
、あ
る
い
は
東
北
地
方
な
ど
の
事
例
に
つ
い
て
は
、「
宮
座
」「
株
座
」「
村
座
」と
い
っ

た
用
語
を
単
純
に
応
用
す
る
だ
け
で
は
分
析
し
き
れ
な
い
面
が
あ
る
と
考
え
る
か
ら

で
あ
る
。　
　

こ
れ
ま
で
の
「
宮
座
」
研
究
に
お
い
て
は
、「
宮
座
」
概
念
は
研
究
者
に
よ
っ
て

様
々
で
あ
る
の
に
、
あ
る
程
度
議
論
が
成
立
し
、
一
定
の
研
究
蓄
積
が
み
ら
れ
た
の

は
、
各
研
究
者
が
個
別
の
研
究
の
な
か
で
「
宮
座
」
と
し
て
取
り
上
げ
て
き
た
対
象

に
共
通
の
特
色
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
こ
れ
ま
で
各
研
究
者
が「
宮
座
」

と
し
て
き
た
対
象
を
、
当
屋
制
を
も
つ
神
社
祭
祀
組
織
と
し
て
整
理
す
る
こ
と
が
可

能
だ
と
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
宮
座
」
の
概
念
に
つ
い
て
の
議
論
と
は
ま
た
別

に
、
具
体
的
な
研
究
の
中
で
は
当
屋
制
を
も
つ
神
社
祭
祀
組
織
が
「
宮
座
」
と
し
て

扱
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
こ
の
点
を
重
視
す
る
な
ら
ば
中
世
に
発
生
し
近
世
に
大

半
が
終
焉
し
た
「
宮
座
」
と
い
う
言
葉
を
あ
え
て
民
俗
学
的
研
究
で
使
用
す
る
よ
り

も
、
た
と
え
ば
神
社
当
屋
制
の
よ
う
な
言
葉
で
こ
れ
を
呼
ぶ
ほ
う
が
用
語
に
由
来
す

る
混
乱
を
避
け
る
上
で
適
切
で
あ
る
と
い
う
の
が
現
在
の
時
点
で
の
筆
者
の
見
解
で

あ
る
。
ま
た
い
わ
ゆ
る
「
宮
座
」
を
当
屋
制
の
一
環
と
し
て
明
確
に
位
置
づ
け
る
こ

と
は
、
全
国
の
多
様
な
神
社
祭
祀
組
織
の
中
で
そ
れ
を
位
置
づ
け
、
ま
た
水
利
、
林

野
管
理
、
講
、
寺
院
組
織
、
村
落
運
営
な
ど
他
の
社
会
組
織
運
営
と
の
関
連
を
考
え

る
上
で
も
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
宮
座
」
と
い
う
桎
梏
か
ら
解
放
さ
れ
た

と
き
に
、
神
社
祭
祀
組
織
に
関
す
る
研
究
に
は
は
じ
め
て
大
き
な
展
望
が
開
け
る
だ

ろ
う
。

本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
前
提
に
た
ち
、
山
口
県
防
府
市
域
の
神
社
祭
祀
組
織
を
取

り
上
げ
、
そ
の
組
織
構
成
を
分
析
す
る
と
と
も
に
、
歴
史
的
な
背
景
に
つ
い
て
も
言

及
す
る
こ
と
を
当
面
の
目
的
と
し
て
い
る
。な
お
以
下
の
文
章
に
お
け
る「
当
屋
」「
頭

屋
」な
ど
の
表
記
に
つ
い
て
は
、一
般
的
な
立
場
で
の
叙
述
に
お
い
て
は「
当
屋
」「
当

屋
制
」
な
ど
の
表
記
を
用
い
る
が
、
個
別
の
事
例
の
報
告
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の

地
域
で
普
通
に
筆
記
さ
れ
て
い
る
表
記
に
従
う
こ
と
と
し
た
い
。

❷
山
口
県
下
の「
宮
座
」研
究
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次
に
本
稿
が
対
象
と
す
る
防
府
市
が
含
ま
れ
る
山
口
県
下
に
お
け
る
「
宮
座
」
お

よ
び
そ
れ
に
類
似
す
る
祭
祀
組
織
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
を
ま
ず
振
り
返
る
こ
と
と

し
た
い
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
筆
者
は
こ
れ
ま
で
議
論
さ
れ
て
き
た
「
宮
座
」
を
実
態
的

に
は
当
屋
制
を
も
つ
神
社
祭
祀
組
織
と
し
て
理
解
し
た
上
で
、
本
来
は
歴
史
用
語
で

あ
る
「
宮
座
」
と
い
う
概
念
を
前
提
と
し
た
議
論
の
非
生
産
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
研
究
史
の
整
理
に
あ
た
っ
て
も
「
宮
座
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
こ
と

は
不
適
切
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
従
前
の
研
究
に
お
い
て
は
、
肥
後
な
ど

の
研
究
に
影
響
を
受
け
て
、
当
該
の
祭
祀
組
織
を
「
宮
座
」
と
呼
称
す
る
こ
と
が
多

く
あ
り
、
そ
れ
を
他
の
言
葉
に
置
き
換
え
て
叙
述
し
て
い
く
こ
と
も
ま
た
難
し
い
。

し
た
が
っ
て
研
究
史
を
紹
介
す
る
上
で
は
、
各
自
の
研
究
者
が
用
い
て
い
る
用
語
を

そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
を
最
初
に
断
っ
て
お
き
た
い
。

山
口
県
下
に
お
け
る
神
社
祭
祀
組
織
が
初
め
て
紹
介
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
初
期
に

さ
か
の
ぼ
る
。
防
府
の
郷
土
史
家
で
あ
り
、
そ
の
該
博
な
知
識
で
宮
本
常
一
な
ど
に

も
影
響
を
与
え
た
御
薗
生
翁
甫
は
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
に
、
本
稿
で
も
と
り

あ
げ
る
防
府
市
春
日
神
社
の
神
事
に
つ
い
て
報
告
を
行
っ
て
い
る
）
3
（

。
こ
の
報
告
は

肥
後
和
男
の
宮
座
研
究
な
ど
に
先
行
す
る
も
の
で
あ
り
、
文
中
「
宮
座
」
と
い
う

言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
つ
い
で
昭
和
一
二

年
（
一
九
三
七
）
に
は
石
川
卓
美
が
『
防
長
文
化
』
に
現
在
山
口
市
に
含
ま
れ
る

平
清
水
八
幡
宮
の
宮
座
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
る
）
4
（

。
こ
の
報
告
は
石
川
が
柳
田
国
男

か
ら
贈
ら
れ
た
『
山
村
生
活
調
査
』
二
号
所
収
の
関
敬
吾
「
宮
座
に
就
い
て
）
5
（

」
に
触

発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
石
川
自
ら
が
記
し
て
い
る
点
で
、
当
時
の
宮
座
研
究

の
展
開
の
な
か
で
出
さ
れ
た
研
究
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
平
清
水
八
幡
で
は
明
治
八

年
（
一
九
七
五
）
こ
ろ
に
宮
座
が
廃
絶
し
て
お
り
、
石
川
の
報
告
も
古
文
書
を
中

心
と
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。『
防
長
文
化
』
の
次
号
に
は
石
川
の
報
告
に
刺
激

さ
れ
た
か
た
ち
で
、
能
美
宗
一
が
現
山
口
市
の
中
領
八
幡
宮
の
神
事
芸
能
を
と
り
あ

げ
た
「
宮
座
と
神
事
役
者
」
と
い
う
報
告
を
よ
せ
て
い
る
）
6
（

。
同
社
に
は
文
明
一
〇
年

（
一
四
七
八
）
の
神
事
芸
能
の
頭
役
帳
が
残
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
史
料
を
中
心
と
し

た
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
防
長
文
化
』
同
号
に
は
佐
伯
通
香
・
脇
寿
雄
・

吉
本
万
二
郎
の
三
氏
連
名
で
「
若
宮
神
社
の
宮
座
」
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
）
7
（

。
こ
れ
は

後
に
触
れ
る
現
防
府
市
の
佐
野
若
宮
神
社
の
神
事
や
祭
祀
組
織
に
関
す
る
報
告
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
昭
和
一
二
年
こ
ろ
に
は
山
口
市
や
防
府
市
な
ど
の
周
防
地
域
を
中

心
と
し
た
「
宮
座
」
に
対
す
る
関
心
が
地
元
の
郷
土
史
家
な
ど
の
間
で
一
定
程
度
ま

で
高
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
そ
れ
は
そ
の
後
継
続
発
展
し
て
い
く
こ

と
は
な
か
っ
た
。ま
た
発
表
さ
れ
た
雑
誌
が
地
方
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

こ
の
地
域
の
事
例
報
告
が
肥
後
和
男
な
ど
中
央
の
研
究
者
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
も

無
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

戦
前
の
山
口
県
下
に
お
け
る
神
社
祭
祀
組
織
の
研
究
が
神
事
の
報
告
や
古
文
書
の

紹
介
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
い
ま
だ
こ
の
地
域
の
神
社
祭
祀
組
織
を
村
落
社

会
と
の
関
係
に
お
い
て
歴
史
学
的
に
あ
る
い
は
民
俗
学
的
に
分
析
す
る
段
階
に
至
っ

て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
時
代
が
い
ま
だ
宮
座
研
究
の
揺
籃
期
で
あ
っ
た
こ
と

を
思
え
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
戦
後
、
近
畿
地
方
を
中
心
に
多

く
の
民
俗
事
例
や
宮
座
史
料
が
集
積
さ
れ
、
原
田
敏
明
、
萩
原
龍
夫
、
安
藤
精
一
ら

に
よ
っ
て
包
括
的
な
研
究
が
次
々
と
出
さ
れ
る
段
階
に
な
っ
て
以
降
も
）
8
（

、
あ
る
い
は

坪
井
洋
文
や
藤
井
昭
ら
に
よ
っ
て
岡
山
県
や
広
島
県
に
つ
い
て
の
研
究
が
進
め
ら
れ

る
段
階
と
な
っ
て
か
ら
も
）
9
（

、
山
口
県
下
に
お
け
る
研
究
は
そ
れ
ほ
ど
活
発
な
も
の
と

は
な
ら
な
か
っ
た
。

昭
和
三
四
年
（
一
九
五
九
）、
伊
藤
忠
芳
は
『
社
会
と
伝
承
』
に
「
阿
川
八
幡
の

祭
祀
組
織
」
を
発
表
し
て
い
る
が
）
10
（

、
こ
れ
は
豊
浦
郡
豊
北
町
の
阿
川
八
幡
の
神
事
に

つ
い
て
の
報
告
で
あ
る
。
こ
の
神
事
に
は
六
地
区
が
交
代
で
勤
め
る
花
前
、
神
輿
担

ぎ
を
つ
と
め
る
漁
民
の
集
団
で
あ
る
浦
衆
、
特
定
の
家
が
勤
め
る
警
固
と
い
う
三
種

の
役
割
が
あ
り
、
近
世
文
書
な
ど
も
交
え
て
そ
の
成
立
過
程
を
推
測
し
た
研
究
で
、

短
文
で
は
あ
る
が
こ
の
地
域
の
祭
祀
組
織
の
類
型
を
明
ら
か
に
し
た
研
究
と
し
て
注

目
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
同
じ
く
『
社
会
と
伝
承
』
に
載
せ
ら
れ
た
宮
崎
典
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也
の
「
オ
ハ
ケ
の
一
資
料
に
つ
い
て
）
11
（

」
は
原
田
敏
明
の
オ
ハ
ケ
研
究
）
12
（

に
触
発
さ
れ
宇

部
市
西
宮
神
社
の
例
を
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
。
現
在
で
も
山
口
県
下
の
神
事
に
お

い
て
は
本
祭
り
の
前
に
オ
ハ
ケ
と
い
う
行
事
が
行
わ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
そ

の
大
半
は
神
社
の
し
め
縄
な
ど
を
新
調
す
る
も
の
で
あ
り
、
近
畿
地
方
の
オ
ハ
ケ
の

よ
う
に
当
屋
の
象
徴
と
な
る
も
の
を
オ
ハ
ケ
と
呼
ぶ
も
の
は
少
な
い
。
宮
崎
は
近
世

後
期
の
史
料
に
よ
っ
て
そ
の
時
期
に
は
当
屋
や
祭
り
を
引
き
受
け
た
村
の
庄
屋
の
家

の
庭
に
竹
に
真
藁
を
結
び
つ
け
た
も
の
を
建
て
た
例
を
紹
介
し
て
い
る
。
近
畿
地
方

の
祭
祀
と
の
共
通
性
を
求
め
た
研
究
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
『
社
会
と
伝
承
』
に

は
松
岡
利
夫
も
「
大
歳
祭
と
笑
講
」
を
発
表
し
、
防
府
市
台
道
の
笑
い
講
を
取
り
上

げ
て
い
る
）
13
（

。
笑
い
講
に
つ
い
て
は
本
稿
で
も
考
察
の
対
象
と
す
る
が
、
こ
の
行
事
は

神
社
祭
祀
と
い
う
よ
り
も
、
当
屋
制
に
よ
っ
て
大
歳
神
を
祭
る
講
的
な
行
事
と
し
て

の
性
格
が
強
い
。
こ
の
よ
う
な
行
事
と
、
こ
の
地
方
の
神
社
祭
祀
、
あ
る
い
は
近
畿

地
方
の
「
宮
座
」
と
の
関
係
は
非
常
に
重
要
な
課
題
で
あ
る
が
、
こ
の
段
階
で
松
岡

は
こ
の
問
題
に
触
れ
て
い
な
い
。
松
岡
は
そ
の
後
「
祭
祀
組
織
と
村
落
社
会
）
14
（

」
に
お

い
て
再
び
笑
い
講
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
文
中
で
は
笑
い
講
を
「
近
畿
地
方
で
い
う

と
こ
ろ
の
宮
座
の
形
の
は
っ
き
り
し
て
い
る
そ
れ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
若
干
の
家

筋
が
村
を
代
表
し
て
直
接
祭
儀
の
中
心
に
立
ち
、
他
の
人
た
ち
は
間
接
的
に
縁
辺
か

ら
祭
り
に
加
わ
る
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
体
制
で
あ
る
」
と
し
、
近
畿
の
い
わ
ゆ
る

株
座
型
の
「
宮
座
」
と
の
類
似
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
松
岡
は
笑
い
講
の
同
族

的
性
格
を
指
摘
し
、
氏
神
の
祭
祀
が
地
縁
的
結
合
の
強
化
に
つ
れ
て
、
氏
子
に
よ
る

祭
祀
へ
と
移
行
し
て
い
く
過
程
で
、
笑
い
講
は
摂
社
の
祭
祀
組
織
と
し
て
同
族
的
性

格
を
残
す
に
至
っ
た
と
い
う
結
論
を
導
い
て
い
る
。

長
州
藩
で
は
近
世
に
い
く
つ
か
地
誌
が
作
ら
れ
、
そ
の
中
に
は
在
地
の
信
仰
に
関

す
る
多
彩
な
記
載
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
地
誌
を
利
用
し
、近
年
、高
見
寛
孝
『
荒

神
信
仰
と
地
神
盲
僧
）
15
（

』、
徳
丸
亞
木
『「
森
神
信
仰
」
の
歴
史
民
俗
学
的
研
究
）
16
（

』
な
ど

の
ま
と
ま
っ
た
研
究
が
出
さ
れ
て
い
る
。
荒
神
や
森
神
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
民
間
信
仰

を
対
象
と
し
た
両
書
で
は
神
社
祭
祀
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ

れ
ほ
ど
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
山
口
県
下
で
は
荒
神
信
仰
も
森
神
信
仰
も
当
屋
制

に
よ
っ
て
営
ま
れ
る
例
が
多
く
、
こ
れ
ら
と
神
社
祭
祀
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
当
然

注
意
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
荒
神
や
森
神
が
神
社
と
し
て
祭
祀
さ
れ
て
い
る
例
も
多

く
、
こ
れ
ら
の
民
間
信
仰
は
神
社
祭
祀
と
そ
れ
ほ
ど
明
確
に
区
分
で
き
る
わ
け
で
も

な
い
。
今
後
は
こ
れ
ら
民
間
信
仰
の
祭
祀
に
み
ら
れ
る
当
屋
制
と
神
社
祭
祀
の
関
係

に
つ
い
て
の
研
究
が
必
要
と
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
こ
れ
ま
で
の
民
俗
学
的
立
場
か
ら
の
山
口
県
下
の
神
社

祭
祀
組
織
に
関
す
る
研
究
の
数
は
中
国
地
方
他
県
と
比
較
し
て
も
少
な
く
、
県
下
に

お
け
る
状
況
を
概
括
的
に
述
べ
る
こ
と
す
ら
困
難
な
現
状
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら

こ
れ
ま
で
の
研
究
を
総
合
的
に
み
て
み
る
と
、
組
織
面
で
は
春
日
神
社
の
よ
う
に
特

定
の
家
が
祭
祀
に
関
わ
る
形
と
、
阿
川
神
社
の
花
前
の
よ
う
に
ム
ラ
が
交
互
に
役
を

勤
め
る
形
が
存
在
す
る
こ
と
な
ど
が
除
々
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
今
後
は

事
例
の
広
域
的
な
分
布
調
査
を
進
め
る
と
と
も
に
、
村
落
の
社
会
構
造
と
の
関
係
で

個
々
の
祭
祀
を
詳
細
に
分
析
す
る
研
究
の
集
積
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
最
近
の
研

究
か
ら
は
神
社
祭
祀
と
大
歳
神
や
森
神
、
荒
神
な
ど
の
民
間
信
仰
的
な
祭
祀
と
の
関

連
を
明
ら
か
に
す
る
視
点
が
必
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
山
口
県

下
で
は
か
な
ら
ず
し
も
専
門
的
な
研
究
と
は
い
え
な
い
も
の
の
、
祭
礼
を
紹
介
す
る

書
籍
な
ど
が
相
当
数
刊
行
さ
れ
て
お
り
）
17
（

、
そ
れ
ら
に
よ
る
と
県
下
に
は
当
屋
制
に

よ
っ
て
営
ま
れ
て
い
る
神
社
祭
祀
、
あ
る
い
は
山
の
神
、
荒
神
、
森
神
な
ど
の
祭
祀

が
広
く
分
布
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
。
従
前
か
ら
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き

た
岡
山
県
や
広
島
県
で
の
研
究
成
果
と
、
近
年
着
目
さ
れ
つ
つ
あ
る
九
州
で
の
研
究

成
果
の
関
連
を
考
察
す
る
上
で
も
本
州
最
西
端
の
山
口
県
下
の
神
社
祭
祀
組
織
の
研

究
を
進
め
る
こ
と
に
は
大
き
な
意
味
が
あ
る
。

近
年
で
は
中
世
史
の
立
場
か
ら
神
社
祭
祀
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
研
究
も
み
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
貝
英
幸
は
「
周
防
国
松
崎
天
神
社
「
十
月
会
」
と
大
内
氏
）
18
（

」

に
お
い
て
、防
府
の
松
崎
天
神
社
の
大
行
事
役
な
ど
の
役
職
の
差
定
に
つ
い
て
論
じ
、

そ
の
中
で
祭
祀
へ
の
大
内
氏
の
関
与
や
周
防
国
衙
の
在
庁
官
人
の
関
与
に
つ
い
て
指
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摘
し
て
い
る
。
ま
た
播
磨
定
男
は
「
神
社
祭
礼
と
宮
座
）
19
（

」
に
お
い
て
、
光
市
に
か
つ

て
存
在
し
た
新
屋
河
内
賀
茂
神
社
の
頭
番
文
書
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
。
い
ず
れ

も
中
世
史
料
を
も
と
に
し
た
研
究
で
あ
る
が
、
県
下
で
は
近
世
以
降
の
宮
座
文
書
の

紹
介
が
そ
れ
ほ
ど
進
ん
で
お
ら
ず
、
中
世
宮
座
と
現
行
の
祭
祀
組
織
の
関
係
を
確
認

で
き
る
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
現
在
の
神
社
祭
祀
組
織
の
性
格
を
考
え
る
上
で
も
、

中
世
・
近
世
に
さ
か
の
ぼ
る
歴
史
的
考
察
は
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
山
口
県
下
に
お
け
る
神
社
祭
祀
組
織
の
研
究
状
況
を
鑑
み
、
本
稿
に

お
い
て
は
聞
き
取
り
調
査
や
観
察
調
査
に
よ
っ
て
知
り
得
た
情
報
を
で
き
る
だ
け
詳

し
く
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
祭
祀
を
担
う
組
織
が
村
落
社
会
の
な
か
で
い
か
な
る
意

味
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
分
析
す
る
こ
と
を
ま
ず
課
題
と
す
る
。
ま
た
各
事
例
の
比

較
に
よ
っ
て
祭
祀
組
織
の
類
型
化
を
は
か
る
と
と
も
に
、
可
能
な
限
り
歴
史
的
分
析

を
お
こ
な
う
こ
と
と
し
た
い
。

❸
調
査
地
の
概
況

以
下
、
防
府
市
内
の
諸
事
例
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
が
、
防
府
は

山
口
県
南
部
、
瀬
戸
内
海
沿
い
に
所
在
す
る
人
口
約
一
一
万
七
千
人
、
面
積
約

一
八
八
、五
九
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
都
市
で
あ
る
。
Ｊ
Ｒ
防
府
駅
を
中
心
と
し
て

海
岸
部
（
旧
三
田
尻
地
区
）
に
か
け
て
市
街
地
が
広
が
る
が
、
そ
の
周
辺
に
は
農
村

の
景
観
が
続
く
。
市
域
の
南
側
は
平
野
部
に
含
ま
れ
る
が
、
近
世
以
来
海
浜
部
の
埋

め
立
て
が
続
け
ら
れ
、
海
岸
線
は
大
き
く
南
に
前
進
し
て
い
る
。
防
府
は
そ
の
名
の

通
り
古
代
に
周
防
国
の
国
府
が
置
か
れ
た
場
所
で
、
防
府
市
街
地
の
東
側
で
は
周
防

国
衙
の
発
掘
調
査
が
長
ら
く
続
け
ら
れ
て
い
る
。
鎌
倉
時
代
以
後
は
国
司
に
は
東
大

寺
僧
が
着
任
す
る
こ
と
が
多
く
、こ
れ
は
形
の
上
で
は
江
戸
時
代
ま
で
続
い
た
の
で
、

全
国
的
に
も
最
も
遅
く
ま
で
国
衙
の
影
響
力
が
残
存
し
て
い
た
地
域
と
い
え
る
。
国

衙
の
継
承
や
東
大
寺
と
の
密
接
な
関
係
に
お
い
て
、
畿
内
と
の
関
係
は
瀬
戸
内
地
方

の
な
か
で
も
と
り
わ
け
強
い
も
の
が
あ
っ
た
。
近
世
に
は
大
半
が
長
州
藩
の
支
配
に

属
し
て
い
た
が
、
明
治
二
二
年
（
一
九
八
九
）
の
町
村
制
以
後
は
一
〇
の
町
村
に
わ

か
れ
、
昭
和
三
〇
年
代
ま
で
に
い
ず
れ
も
防
府
市
に
合
併
さ
れ
て
い
る
。
近
年
は
海

浜
部
に
大
工
場
が
い
く
つ
も
建
て
ら
れ
、
防
府
駅
周
辺
の
再
整
備
も
進
め
ら
れ
て
い

る
。防

府
市
域
に
は
多
く
の
神
社
が
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
本
稿
に
お
い
て
は
先
に
述
べ

た
問
題
意
識
に
基
づ
き
何
ら
か
の
形
で
当
屋
制
を
持
つ
神
社
祭
祀
組
織
を
取
り
上
げ

て
い
る
。

図1　調査地位置図
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❹
牟
礼
・
春
日
神
社

ま
ず
、
御
薗
生
翁
甫
に
よ
っ
て
昭
和
五
年
に
『
防
長
史
学
』
に
紹
介
さ
れ
て
い
る

牟
礼
坂
本
の
春
日
神
社
の
祭
祀
組
織
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
）
20
（

。

坂
本
は
Ｊ
Ｒ
防
府
駅
か
ら
東
に
四
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
た
牟
礼
地
区
の
一
集
落
で
上
と

下
に
分
か
れ
て
い
る
。牟
礼
地
区
は
近
世
に
は
牟
礼
村
で
、天
保
一
三
年（
一
八
四
二
）

に
完
成
し
た
長
州
藩
の
地
誌
『
防
長
風
土
注
進
案
）
21
（

』
に
よ
る
と
牟
礼
村
に
は
全
部
で

二
三
の
小
名
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
小
名
は
村
内
の
小
区
画
を
意
味
し
て
お

り
、
坂
本
は
そ
の
一
つ
と
し
て
『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
春
日
神

社
は
坂
本
の
北
端
に
所
在
し
て
お
り
、
現
在
の
氏
子
範
囲
は
、
ほ
ぼ
近
世
の
牟
礼
村

に
重
な
る
が
新
興
の
住
宅
な
ど
を
含
ん
で
い
る
。
春
日
神
社
は
一
二
世
紀
の
末
に
東

大
寺
僧
重
源
が
、
源
平
の
戦
い
に
よ
っ
て
焼
失
し
た
東
大
寺
再
興
の
準
備
の
た
め
周

防
国
に
赴
い
た
際
に
、奈
良
の
春
日
社
か
ら
勧
請
し
た
神
社
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
る
。

周
防
国
は
造
東
大
寺
知
行
国
と
し
て
重
源
に
預
け
ら
れ
た
が
、
重
源
は
そ
の
拠
点
と

し
て
牟
礼
の
最
も
山
沿
い
の
場
所
に
阿
弥
陀
寺
を
創
建
し
た
。
ま
た
阿
弥
陀
寺
の
守

護
と
し
て
数
社
の
神
社
を
勧
請
し
た
と
さ
れ
、
春
日
神
社
は
そ
の
一
つ
と
さ
れ
る
。

阿
弥
陀
寺
に
残
る
巨
大
な
鋳
物
の
鉄
宝
塔
に
も
春
日
の
文
字
が
み
ら
れ
る
。

こ
の
春
日
神
社
で
は
現
在
一
〇
月
の
初
旬
に
秋
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の

際
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
祭
祀
組
織
と
し
て
在
庁
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
。
在

庁
は
牟
礼
の
な
か
で
も
坂
本
地
区
の
一
五
軒
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
家

は
代
々
決
ま
っ
て
い
る
。
図
2
の
●
印
が
在
庁
の
メ
ン
バ
ー
の
家
を
示
し
て
い
る
。

在
庁
の
メ
ン
バ
ー
は
原
則
と
し
て
世
代
を
超
え
て
不
同
で
本
家
の

家
が
多
い
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
本
家
が
地
区
外
に
転
出
す
る

と
き
な
ど
は
地
区
内
の
シ
ン
ヤ
と
呼
ば
れ
る
分
家
に
代
わ
っ
て
も

ら
っ
た
例
が
過
去
に
は
あ
る
と
い
う
。
在
庁
の
メ
ン
バ
ー
は
秋
祭

り
の
時
以
外
に
集
ま
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
組
織
内
に
長
老
の
制

度
も
な
い
。
ま
た
秋
祭
り
の
際
に
は
順
番
に
後
に
述
べ
る
三
役
と

い
う
役
目
を
務
め
る
。

在
庁
の
中
の
貞
光
家
の
庭
に
は
面
堂
と
い
う
小
さ
な
建
物
が
あ

る
。
現
在
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
で
あ
る
が
、
か
つ
て
は
木
製
の
小

さ
な
蔵
の
よ
う
な
建
物
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
か
つ
て
翁
の
面
を
納

め
て
い
た
建
物
で
、
現
在
は
面
を
神
社
に
納
め
て
い
る
が
建
物
だ

け
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
面
は
貞
光
家
の
田
地
に
舞
い
降
り
た

と
い
う
伝
承
や
、
面
は
貞
光
家
が
藩
主
の
毛
利
公
か
ら
い
た
だ
い

た
と
い
う
伝
承
が
あ
る
。
こ
の
面
は
木
箱
に
入
れ
ら
れ
て
お
り
、

何
人
も
こ
の
面
を
見
る
と
眼
が
つ
ぶ
れ
る
と
い
わ
れ
箱
か
ら
出
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
面
堂
の
由
来
も
あ
っ
て
貞
光
家
は
在
庁

図2　牟礼坂本地区在庁と大頭講員の分布
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の
家
の
中
で
も
少
し
特
別
に
認
識
さ
れ
て
い
る
。
在
庁
は
現
在
で
は
庭
神
事
奉
仕
会

と
い
う
組
織
を
作
っ
て
い
る
が
、春
日
神
社
の
神
官
や
メ
ン
バ
ー
ら
も
普
通
は
在
庁
、

在
庁
さ
ん
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
）
22
（

。

次
に
在
庁
の
役
割
を
中
心
に
、春
日
神
社
の
秋
祭
り
の
進
行
を
眺
め
て
い
き
た
い
。

筆
者
は
二
〇
〇
四
年
の
一
〇
月
に
こ
の
行
事
を
見
学
し
た
が
、
現
在
で
は
秋
祭
り
は

一
〇
月
の
第
二
土
曜
、
日
曜
に
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
年
は
一
〇
月
の
九
日
、
一
〇

日
が
秋
祭
り
で
あ
っ
た
。
祭
り
の
一
週
間
前
の
日
曜
日
に
オ
ハ
ケ
と
呼
ば
れ
る
行
事

が
行
わ
れ
る
。
オ
ハ
ケ
は
先
述
の
通
り
山
口
県
の
神
社
祭
祀
で
た
び
た
び
見
ら
れ
る

行
事
で
、
祭
り
の
前
に
し
め
縄
を
作
る
行
事
を
意
味
す
る
こ
と
が
多
い
。
春
日
神
社

に
お
い
て
も
七
本
の
し
め
縄
が
作
ら
れ
、
鳥
居
や
社
務
所
、
境
内
の
小
社
な
ど
に
つ

け
ら
れ
る
。
餅
米
藁
一
五
束
ほ
ど
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
在
庁
の
家
か
ら
集
め

る
。
ま
た
オ
ハ
ケ
行
事
に
は
在
庁
の
メ
ン
バ
ー
が
全
員
参
加
し
て
作
業
を
行
う
。
こ

の
し
め
縄
は
一
年
間
か
け
ら
れ
る
。

在
庁
の
中
に
は
三
役
と
呼
ば
れ
る
役
割
が
あ
り
、
三
役
に
当
た
っ
た
者
は
宵
祭
り

の
供
物
や
直
会
の
食
事
を
用
意
し
、
二
日
目
の
本
祭
り
の
際
に
は
金
幣
、
神
幣
と
呼

ば
れ
る
二
本
の
御
幣
と
大
榊
を
持
っ
て
行
列
に
参
加
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
）
23
（

。
供

物
は
宵
宮
の
神
事
が
始
ま
る
前
に
本
殿
に
供
え
ら
れ
、
次
の
三
種
か
ら
な
る
。
三
種

類
の
供
物
は
そ
れ
ぞ
れ
一
人
の
三
役
が
用
意
し
、
三
役
は
毎
年
一
人
ず
つ
替
わ
っ
て

い
く
。

① 

一
年
目
の
三
役
は
、茅
の
軸
の
部
分
で
作
っ
た
箸
と
、ハ
ゼ
と
い
う
供
物
を
作
る
。

ハ
ゼ
は
餅
米
を
脱
穀
し
な
い
で
、
籾
の
ま
ま
ホ
ー
ロ
ク
で
炒
っ
て
中
を
割
っ
た
い

わ
ば
ポ
ッ
プ
コ
ー
ン
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

② 

二
年
目
の
者
は
ス
イ
モ
ン
と
い
う
供
物
を
作
る
。
こ
れ
は
大
根
の
葉
を
塩
漬
け

に
し
た
も
の
で
あ
る
。

③ 

最
終
年
に
あ
た
る
三
年
目
の
三
役
は
、
里
芋
・
昆
布
・
こ
ん
に
ゃ
く
・
ゴ
ボ
ウ
・

竹
輪
の
五
種
が
入
っ
た
煮
物
を
作
る
。
こ
れ
は
ニ
シ
メ
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

こ
の
三
種
の
供
物
と
同
じ
も
の
は
宵
宮
の
庭
神
事
が
終
わ
っ
た
あ
と
の
直
会
で

も
、
ヘ
ぎ
と
呼
ば
れ
る
木
製
の
素
朴
な
膳
に
載
せ
て
出
さ
れ
る
。

宵
宮
の
中
心
と
な
る
の
は
在
庁
に
よ
る
庭
神
事
と
呼
ば
れ
る
芸
能
の
奉
納
で
あ

る
。
庭
神
事
は
午
後
八
時
か
ら
行
わ
れ
る
。
図
3
は
現
在
の
春
日
神
社
境
内
の
様
子

で
あ
る
。
現
在
は
社
務
所
の
一
室
が
庁
屋
と
呼
ば
れ
、
直
会
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
る

が
、
か
つ
て
は
境
内
の
別
の
場
所
に
庁
屋
が
あ
っ
た
。
境
内
に
は
四
方
に
竹
を
立
て

縄
を
張
っ
て
結
界
し
た
場
所
が
設
け
ら
れ
、
そ
の
内
部
に
筵
が
二
列
敷
か
れ
る
。
こ

の
空
間
は
庭
と
呼
ば
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
行
わ
れ
る
行
事
は
庭
神
事
と
い
わ
れ

て
い
る
。
庭
の
筵
に
在
庁
の
メ
ン
バ
ー
が
座
し
、
そ
の
前
で
芸
能
が
行
わ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
た
だ
二
〇
〇
四
年
は
雨
の
た
め
に
拝
殿
の
中
で
庭
神
事
が
行
わ
れ
た
。
八

時
前
に
な
る
と
、
在
庁
の
メ
ン
バ
ー
は
庁
屋
に
集
ま
り
、
コ
の
字
型
に
配
置
さ
れ
た

机
の
前
に
座
す
。
庭
神
事
の
田
楽
踊
り
に
参
加
す
る
子
ど
も
た
ち
も
座
り
、
宮
司
に

よ
っ
て
簡
単
な
神
事
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
宮
司
は
庭
の
ほ
う
を
む
い
て
祝
詞
を
と
な

え
、榊
で
水
を
か
け
る
。
神
事
が
終
わ
る
と
在
庁
の
メ
ン
バ
ー
の
杯
に
酒
が
注
が
れ
、

一
同
拍
手
の
後
に
飲
み
干
す
。
ま
た
机
の
上
に
用
意
さ
れ
た
直
会
の
食
物
に
一
口
だ

け
口
を
つ
け
て
一
同
は
拝
殿
（
例
年
な
ら
ば
庭
）
に
移
動
す
る
。

図3　春日神社の境内略図
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最
初
に
行
わ
れ
る
の
は
七
人
の
子
ど
も
に
よ
る
田
楽
踊
り
で
あ
る
。
子
ど
も
の
装

束
は
写
真
1
の
よ
う
な
も
の
で
、
頭
に
白
い
大
き
な
笠
を
被
る
の
が
特
色
で
あ
る
。

傘
の
外
周
か
ら
は
白
い
紙
が
た
れ
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
は
元
来
在
庁
の
家
か
ら
出

し
て
い
た
が
、
今
は
人
数
が
少
な
く
な
っ
た
の
で
坂
本
在
住
の
者
で
五
〜
六
年
生
の

男
子
に
在
庁
か
ら
依
頼
し
て
務
め
て
も
ら
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
在
庁
は
、
右
側

に
は
三
役
が
す
わ
り
、
そ
の
上
手
に
在
庁
の
一
人
が
太
鼓
を
叩
く
た
め
に
す
わ
る
。

左
側
に
は
一
番
上
手
に
宮
司
が
着
座
し
、
つ
い
で
残
り
の
在
庁
の
メ
ン
バ
ー
が
す
わ

る
が
、
座
順
に
明
確
な
規
則
は
な
く
、
特
に
年
齢
順
に
座
る
わ
け
で
も
な
い
。
在
庁

た
ち
は
自
分
の
前
に
提
灯
を
置
く
。
電
灯
は
消
さ
れ
提
灯
の
灯
り
だ
け
で
田
楽
踊
り

が
行
わ
れ
る
。
太
鼓
が
叩
か
れ
る
と
、
子
ど
も
が
入
場
す
る
。
か
ぶ
っ
て
い
る
笠
は

蓮
華
と
い
わ
れ
、
直
径
の
大
き
な
大
蓮
華
を
二
人
、
中
蓮
華
を
三
人
、
小
蓮
華
を
二

人
が
被
る
。
中
蓮
華
の
三
人
は
身
体
の
前
に
締
め
太
鼓
を
つ
る
し
て
そ
れ
を
叩
く
。

本
来
は
在
庁
の
う
ち
三
人
が
横
笛
を
吹
き
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
子
ど
も
が
太
鼓
を
た

た
き
な
が
ら
舞
う
の
で
あ
る
が
、
現
在
で
は
笛
の
テ
ー
プ
に
合
わ
せ
て
舞
う
形
に

な
っ
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
は
庁
屋
か
ら
出
て
き
て
庭
で
田
楽
踊
り
を
行
う
こ
と
に

な
っ
て
い
る
が
、
二
〇
〇
四
年
は
拝
殿
で
庭
神
事
が
行
わ
れ
た
た
め
、
拝
殿
の
横
か

ら
正
面
に
ま
わ
り
、
在
庁
の
面
々
が
座
す
前
に
登
場
す
る
形
と
な
っ
た
。

田
楽
踊
り
は
一
五
分
程
度
で
終
了
し
、次
に
獅
子
と
い
う
行
事
が
お
こ
な
わ
れ
る
。

太
鼓
が
叩
か
れ
る
と
獅
子
が
庭
に
登
場
す
る
。
在
庁
の
中
の
若
い
人
二
人
が
獅
子
の

面
を
被
っ
て
笛
に
あ
わ
せ
て
登
場
し
、
在
庁
の
メ
ン
バ
ー
の
前
を
数
回
往
復
す
る
。

舞
い
の
よ
う
な
所
作
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
時
折
在
庁
の
人
の
頭
を
か
む
所
作
を
お
こ

な
う
。
そ
の
後
正
面
の
台
の
上
に
獅
子
頭
を
置
い
て
退
場
す
る
。

そ
の
後
、
翁
渡
し
が
行
わ
れ
る
。
宮
司
が
本
殿
の
中
に
入
り
、
そ
の
中
に
納
め
ら

れ
た
翁
面
が
入
っ
た
箱
を
取
り
出
す
。
宮
司
は
口
に
マ
ス
ク
を
し
て
木
箱
を
手
に
持

つ
と
、一
同
の
前
を
一
回
ま
わ
り
ふ
た
た
び
本
殿
に
納
め
る
。こ
の
と
き
在
庁
の
人
々

は
木
箱
に
対
し
て
拍
手
を
打
つ
。
木
箱
を
本
殿
に
納
め
る
と
宮
司
は
あ
い
さ
つ
し
庭

神
事
は
終
了
す
る
。
時
間
は
九
時
ご
ろ
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
の
ち
庁
屋
で
ふ
た
た

び
直
会
が
行
わ
れ
、
一
〇
時
ご
ろ
に
は
解
散
と
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
庭
神
事
を
中
心
と
す
る
宵
宮
の
行
事
は
、
神
官
と
在
庁
の
メ
ン

バ
ー
だ
け
で
行
わ
れ
、
一
般
の
氏
子
は
ま
っ
た
く
参
加
し
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
翌

日
の
本
祭
り
で
は
在
庁
の
関
与
は
限
定
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

翌
日
は
一
〇
時
か
ら
本
殿
に
お
い
て
神
事
が
お
こ
な
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
先
だ
っ

て
早
朝
か
ら
境
内
で
準
備
が
行
わ
れ
て
い
る
。
庭
神
事
の
た
め
の
竹
な
ど
は
撤
去
さ

れ
、
こ
の
日
行
わ
れ
る
歌
謡
シ
ョ
ー
の
た
め
に
舞
台
が
作
ら
れ
る
。
露
店
も
出
さ
れ

神
事
の
前
か
ら
多
く
の
人
で
境
内
は
賑
わ
う
。
神
事
は
一
〇
時
か
ら
始
ま
り
、
拝
殿

に
は
各
行
事
区
の
総
代
ら
が
着
座
す
る
。宮
司
は
祝
詞
を
あ
げ
て
本
殿
に
供
饌
を
し
、

そ
の
後
巫
女
四
名
に
よ
る
神
楽
な
ど
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
次
い
で
宮
司
、
総
代
ら
が

玉
串
奉
納
を
し
て
一
〇
時
四
〇
分
こ
ろ
に
神
事
は
終
了
す
る
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
境
内

で
は
空
手
の
団
体
に
よ
る
演
舞
や
、
鬼
太
鼓
と
い
う
創
作
太
鼓
の
披
露
な
ど
が
次
々

に
お
こ
な
わ
れ
、
見
物
客
で
一
杯
に
な
る
。
ま
た
一
二
時
か
ら
は
餅
ま
き
も
行
わ
れ

境
内
は
お
お
い
に
賑
わ
う
。
神
幸
が
出
発
す
る
午
後
一
時
前
に
は
、
参
加
す
る
行
事

区
の
人
々
も
少
し
ず
つ
集
ま
っ
て
い
る
。
行
事
区
と
は
氏
子
範
囲
の
二
九
自
治
会
を

四
つ
に
わ
け
た
も
の
で
、
毎
年
交
代
で
神
幸
を
担
当
す
る
。
一
二
時
五
〇
分
に
な
る

写真2　獅子

写真1　田楽踊り
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と
拝
殿
前
に
参
加
者
が
集
合
し
、
宮
司
に
よ
る
お
祓
い
の
の
ち
、
本
年
の
行
事
区
代

表
が
挨
拶
を
お
こ
な
い
、
神
幸
の
行
列
が
出
発
す
る
。
行
列
の
順
番
は
次
の
通
り
で

あ
る
。

① 

鬼
の
面
を
か
ぶ
っ
た
氏
子
青
年
会
の
メ
ン
バ
ー
。
防
府
地
域
の
祭
り
に
お
い
て

は
か
つ
て
青
年
た
ち
が
自
作
の
鬼
の
面
を
か
ぶ
っ
て
祭
り
に
あ
ら
わ
れ
周
囲
を
驚

か
せ
る
と
い
う
風
習
が
あ
り
、
こ
と
に
春
日
神
社
の
秋
祭
り
は
鬼
祭
り
と
も
呼
ば

れ
て
い
た
。
こ
の
鬼
面
の
行
列
へ
の
参
加
は
そ
の
こ
ろ
の
名
残
で
あ
る
。

② 

大
汐
。
桶
に
い
れ
た
塩
水
を
榊
で
は
ら
い
、
道
を
清
め
る
役
割
を
い
う
。
氏
子

青
年
会
の
人
が
務
め
る
。

③ 

獅
子
。
庭
神
事
で
用
い
ら
れ
た
獅
子
。
前
日
と
同
じ
で
在
庁
の
中
で
年
齢
の
若

い
人
が
務
め
る
。

④ 

五
色
旗
・
神
鉾
。
当
番
の
行
事
区
の
人
が
持
つ
。

⑤ 

鬼
面
。
当
番
の
行
事
区
の
人
が
鬼
面
を
か
ぶ
る
。

⑥ 

金
幣
、
神
幣
、
大
榊
。
在
庁
の
三
役
が
持
つ
。
こ
れ
は
前
述
の
通
り
、
在
庁
の

メ
ン
バ
ー
が
交
代
で
勤
め
る
。

⑦ 

神
輿
。
当
番
の
行
事
区
の
人
が
担
ぐ
。

⑧ 

網
代
。
当
番
の
行
事
区
の
人
が
担
ぐ
。
網
代
と
は
竹
を
編
ん
で
作
っ
た
箱
状
の

も
の
で
防
府
周
辺
の
神
幸
祭
で
は
神
輿
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
神
体
の
移
動
に
用
い

ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

⑨ 

宮
司
・
巫
女
。

神
幸
の
行
列
は
神
社
の
鳥
居
ま
で
は
徒
歩
で
進
む
が
、
そ
こ
か
ら
は
自
動
車
に
乗

り
、
氏
子
地
域
を
回
る
。
自
治
会
ご
と
に
駐
輦
地
が
あ
り
そ
こ
で
お
祓
い
の
神
事
が

行
わ
れ
る
。
神
幸
は
午
後
六
時
に
神
社
に
還
御
す
る
が
、
そ
の
間
二
四
か
所
で
神
事

を
行
う
。
還
御
後
御
霊
移
し
の
神
事
が
お
こ
な
わ
れ
、
春
日
神
社
の
秋
祭
り
は
終
了

す
る
。

以
上
の
よ
う
に
本
祭
り
の
神
幸
行
事
に
お
い
て
は
、
在
庁
は
三
役
が
金
幣
・
神
幣
・

大
榊
を
持
っ
て
行
列
に
参
加
す
る
ほ
か
は
、
獅
子
が
参
加
す
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
の

役
割
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
は
な
い
。
こ
の
行
事
は
行
事
区
が
中
心
と
な
っ
た
行
事
と

い
え
る
が
、
各
行
事
区
は
実
質
的
に
は
自
治
体
の
役
員
の
連
合
体
に
近
い
性
格
を

持
っ
て
い
る
。

以
上
が
春
日
神
社
の
秋
祭
り
の
様
子
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
特
に
庭
神
事
を
中
心

と
し
た
宵
宮
で
は
在
庁
と
い
う
組
織
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
在
庁
は
広
い
氏
子
地
域
の
中
で
も
、
神
社
が
鎮
座
す
る
坂
本
の
特
定
の
家
だ
け

が
参
加
す
る
組
織
で
あ
り
、
肥
後
和
男
が
『
宮
座
の
研
究
）
24
（

』
で
提
示
し
た
株
座
に
近

い
性
格
を
持
つ
も
の
と
い
え
る
。
ま
た
三
役
と
呼
ば
れ
る
役
割
が
供
物
の
調
製
や
行

列
へ
の
参
加
な
ど
を
担
当
し
て
お
り
、
こ
れ
を
あ
る
種
の
当
屋
と
す
る
こ
と
も
で
き

る
だ
ろ
う
。
面
堂
を
も
つ
貞
光
家
と
い
う
家
が
や
や
特
権
的
な
地
位
を
占
め
て
い
る

こ
と
が
指
摘
で
き
る
が
、
中
国
山
地
な
ど
に
見
ら
れ
る
名
を
単
位
と
し
た
当
屋
制
な

ど
と
は
随
分
異
な
っ
て
い
る
。
む
し
ろ
近
畿
地
方
で
よ
く
み
ら
れ
る
タ
イ
プ
の
祭
祀

組
織
に
似
た
面
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
年
齢
階

梯
制
や
長
老
制
な
ど
の
要
素
は
今
日
で
は
ま
っ
た
く
観
察
で
き
な
い
。

次
に
こ
の
春
日
神
社
の
秋
祭
り
と
在
庁
に
つ
い
て
、
可
能
な
限
り
歴
史
的
な
考
察

を
お
こ
な
い
た
い
。
そ
も
そ
も
筆
者
が
防
府
市
内
の
当
屋
制
度
の
研
究
を
始
め
た
の

は
、
春
日
神
社
の
「
在
庁
」
と
い
う
祭
祀
組
織
の
名
称
に
関
心
を
抱
い
た
こ
と
が
契

機
と
な
っ
て
い
る
。
防
府
に
は
古
代
か
ら
周
防
国
衙
が
お
か
れ
、
そ
れ
は
他
国
に
比

し
て
随
分
後
年
ま
で
継
続
し
て
い
た
。
こ
れ
は
周
防
国
が
重
源
の
東
大
寺
再
興
時
に

造
東
大
寺
知
行
国
と
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
に
、
東
大
寺
僧
が
国
司
に
任
命
さ
れ
た
た

め
だ
と
い
わ
れ
る
。
周
防
の
有
力
者
は
、
国
衙
に
出
仕
し
、
在
庁
官
人
と
呼
ば
れ
て

い
た
が
、
春
日
神
社
の
在
庁
と
い
う
名
称
は
間
違
い
な
く
国
衙
の
在
庁
官
人
と
関
連

す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
牟
礼
の
な
か
で
も
坂
本
の
旧
家
の
す
べ
て
が

か
つ
て
の
在
庁
官
人
の
流
れ
を
汲
む
と
は
考
え
難
い
。
防
府
市
街
の
北
側
に
鎮
座
す

る
松
崎
天
満
宮
の
祭
礼
に
も
在
庁
と
い
う
役
割
が
、
少
な
く
と
も
戦
国
期
に
は
見
ら

れ
、
文
亀
元
年
の
文
書
か
ら
は
祭
礼
の
在
庁
給
を
ま
か
な
う
社
役
田
が
設
け
ら
れ
て

い
た
こ
と
も
わ
か
る
）
25
（

。
松
崎
天
満
宮
で
は
近
世
に
な
っ
て
か
ら
も
在
庁
は
祭
事
の
役
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職
名
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
）
26
（

。
中
世
の
あ
る
時
期
ま
で
松
崎
天
満
宮
の
祭
礼
に

在
庁
官
人
が
実
際
に
参
加
し
た
可
能
性
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
名
称
だ
け

が
か
つ
て
の
国
衙
に
近
い
春
日
神
社
の
祭
祀
組
織
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
可
能
性
が
高

い
だ
ろ
う
。
庭
神
事
の
田
楽
の
内
容
な
ど
か
ら
み
て
も
春
日
神
社
の
神
事
や
在
庁
の

歴
史
は
古
く
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
想
像
で
き
る
が
、
在
庁
や
春
日
神
社
に
は
古

文
書
が
伝
来
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
歴
史
を
探
る
た
め
に
は
近
世
地
誌
に
依
拠
す
る
し

か
な
い
。

防
長
地
域
で
は
近
世
、萩
藩
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
地
誌
が
作
成
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
と
に
享
保
年
間
以
降
に
村
方
か
ら
藩
に
提
出
さ
れ
た
寺
社
由
緒
を
集
め
た
『
防
長

寺
社
由
来
』
お
よ
び
、
天
保
一
三
年
（
一
八
四
二
）
の
『
防
長
風
土
注
進
案
』
は
寺

社
の
み
な
ら
ず
、
民
間
信
仰
に
関
す
る
記
載
も
多
い
地
誌
で
、
先
述
の
よ
う
に
近
年

で
は
民
俗
学
の
立
場
か
ら
も
こ
れ
ら
を
利
用
し
た
研
究
が
増
え
て
い
る
。
春
日
神
社

の
祭
礼
や
祭
祀
組
織
に
つ
い
て
も
両
書
に
は
興
味
深
い
記
載
が
み
ら
れ
る
。　
　

『
防
長
寺
社
由
来
）
27
（

』

春
日
大
明
神
年
中
行
事

正
月
三
ケ
日
神
供
上
ケ
御
神
楽
執
行
仕
候

二
月
九
日　

御
祭
始
神
供
上
ケ
御
神
楽
執
行
、
於
広
庭
在
庁
人
歩
射
相
勤
申
候

五
月
五
日　

御
神
楽
執
行
仕
候

九
月
八
日
よ
り
九
日
御
祭
礼
、
八
日
の
夜
御
神
楽
執
行
仕
候
、
於
広
庭
在
庁
人

社
例
の
田
楽
踊
獅
子
舞
仕
候
、
右
の
人
数
の
内
筋
目
の
者
上
下
を
着
仕
、
翁
の

面
箱
の
作
法
勤
申
候
、
此
夜
馬
場
ニ
て
氏
子
の
者
神
事
相
撲
取
申
候
、
九
日
神

供
上
ケ
御
湯
立
神
楽
執
行
仕
申
候
、
於
庁
屋
神
事
の
奉
幣
仕
候
、
居
祭
ニ
て
御

幸
ハ
無
御
座
候
、
領
主
よ
り
の
流
鏑
馬
御
座
候
事

十
二
月
晦
日　

御
神
楽
執
行
仕
候

引
用
し
た
部
分
は
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
に
春
日
神
社
神
主
鈴
木
和
泉
か
ら
藩

に
提
出
さ
れ
た
由
緒
の
一
部
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
当
時
は
二
月
九
日
に
在
庁

に
よ
っ
て
歩
射
の
行
事
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
が
、こ
れ
は
現
在
で
は
み
ら
れ
な
い
。

ま
た
九
月
八
日
、
九
日
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
秋
祭
り
に
も
現
在
と
異
な
る
点
が
あ

る
。
宵
祭
り
に
奉
納
さ
れ
て
い
た
田
楽
踊
り
、
獅
子
舞
、
翁
渡
し
な
ど
は
今
日
と
同

様
で
あ
る
が
、
現
在
は
宮
司
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
翁
渡
し
は
、
当
時
は
在

庁
の
う
ち
「
筋
目
の
者
」
が
裃
を
き
て
執
行
し
て
い
た
。
ま
た
宵
祭
り
に
は
神
事
相

撲
が
奉
納
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
九
日
の
本
祭
り
の
内
容
は
現
在
と

ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。
当
時
は
こ
の
日
に
湯
立
神
楽
が
あ
り
、
ま
た
奉
幣
が
お

こ
な
わ
れ
て
い
た
が
、
現
在
の
よ
う
な
神
輿
の
神
幸
は
な
く
、「
居
祭
」
で
領
主
よ

り
流
鏑
馬
の
奉
納
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
記
載
か
ら
す
で
に
近
世
中
期
に
は
在
庁
と

い
う
組
織
が
存
在
し
、
秋
祭
り
の
中
で
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
状
況
が
読
み

取
れ
る
。
ま
た
本
祭
り
の
神
幸
は
な
く
、
現
在
で
は
神
幸
に
お
い
て
主
要
な
役
割
を

果
た
し
て
い
る
氏
子
の
関
与
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

『
防
長
風
土
注
進
案
）
28
（

』
の
春
日
神
社
に
関
す
る
記
載
は
さ
ら
に
詳
し
い
。
少
し
長

く
な
る
が
引
用
し
て
み
よ
う
。

　
　

祭
事
次
第

　

春
祭
り
二
月
十
四
日
夜
七
拾
五
膳
相
備
、
同
十
五
日
神
酒
御
供
相
備
神
主
奉

幣
相
済
、
広
庭
ニ
而
在
庁
之
内
俗
大
宮
司
俗
神
主
年
寄
と
申
者
歩
射
儀
式
有
之

候
事

　

但
在
庁
之
事
阿
弥
陀
寺
正
治
弐
年
棟
札
ニ
代
々
留
守
所
在
庁
官
人
を
以
為
壇

越
ト
有
之
、
当
時
神
事
立
合
之
家
筋
弐
拾
九
軒
有
之
、
御
祭
礼
之
節
等
上
下
着

用
ニ
而
所
勤
致
候
、
其
内
ニ
大
宮
司
神
主
兼
獅
子
頭
等
唱
候
者
茂
地
下
宗
門
之

俗
人
ニ
而
御
座
候
事

正
祭
礼
九
月
九
日
十
日
也
、
九
月
三
日
大
当
ト
称
在
庁
之
者
当
屋
を
相
定
寄
集

り
、
祭
礼
之
節
之
田
楽
踊
獅
々
舞
等
之
役
割
相
定
候
事

　

同
四
日
斎オハ
ケ
ア
ゲ

竹
揚
神
主
勤
之
、
七
日
前
神
事
と
号
し
田
楽
踊
り
獅
々
舞
翁
渡

等
俗
神
主
宅
ニ
而
な
ら
し
候
ニ
付
、
肴
酒
等
神
主
家
よ
り
相
渡
候
、
九
日
夜
庁

屋
ニ
而
在
庁
役
付
之
者
酒
飯
等
之
儀
式
有
之
、
神
主
社
頭
に
出
勤
夜
八
ツ
時
庁

ノ
屋
之
前
広
庭
ニ
而
薪
を
焼
田
楽
と
号
志
、
在
庁
之
者
四
人
た
ん
ば
ニ
而
拵
た
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傘
ノ
如
き
物
を
冠
り
、
白
衣
に
黒
之
上
下
着
用
ニ
而
立
廻
り
候
、
庁

屋
ゟ
笛
太
鼓
ニ
而
囃
子
候
、
其
後
獅
子
舞
、
次
ニ
翁
渡
し
と
号
し
俗
神
主
何
某

面
箱
を
持
出
儀
式
有
之
、
夜
神
事
相
済
候
事

　

十
日
夜
前
之
如
く
在
庁
之
者
庁
屋
ニ
集
り
酒
飯
等
之
儀
式
相
済
在
庁
ゟ
社
頭

に
案
内
あ
り
、
神
主
庁
屋
江
行
奉
幣
相
勤
、
次
ニ
広
前
ニ
而
湯
立
神
事
式
、
次

ニ
流
鏑
馬
ニ
而
神
式
相
済
候
事

御
祈
祷
歌
連
歌
興
行
有
之
候
事

祭
賑
神
事
狂
言
氏
子
六
組
各
番
ニ
〆
興
行
致
来
候
事

　
（
中
略
）

右
神
前
事
引
受
ニ
被
仰
付
候
、
屋
敷
畠
弐
畝
弐
拾
弐
歩
国
衙
ニ
御
領
主
様
ゟ
御

除
キ
有
之
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　

俗
大
宮
司
高
橋
静
馬

右
屋
敷
六
畝
弐
拾
九
歩
御
領
主
様
ゟ
同
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　

俗
神
子
獅
々
頭
兼
帯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
田
良
作

右
屋
敷
九
畝
拾
三
歩
同
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　

在
庁　

弐
拾
九
軒

右
農
家
之
内
ニ
有
之
候
事

こ
の
史
料
の
内
容
か
ら
、
天
保
期
に
は
在
庁
が
二
九
軒
あ
り
、
そ
の
中
に
俗
大
宮

司
、
俗
神
主
（
俗
神
子
と
同
じ
か
）
お
よ
び
年
寄
な
ど
の
役
割
が
存
在
し
た
こ
と
が

わ
か
る
。
俗
大
宮
司
、
俗
神
子
は
屋
敷
地
の
除
地
が
領
主
に
も
認
め
ら
れ
て
お
り
特

定
の
家
が
継
承
し
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
翁
渡
し
を
し
て
い
た
俗
神
主
は
現

在
の
貞
光
家
と
系
譜
関
係
が
想
定
で
き
る
だ
ろ
う
。
年
寄
に
つ
い
て
は
家
に
よ
る
役

割
な
の
か
、
年
齢
的
に
上
位
の
者
が
勤
め
て
い
た
の
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
ま
た

こ
の
時
期
に
は
今
日
で
は
不
明
瞭
に
な
っ
て
い
る
当
屋
の
制
度
が
あ
り
、
九
月
三
日

に
役
割
を
決
め
る
寄
合
を
行
っ
て
い
た
。

祭
事
に
つ
い
て
も
春
秋
の
祭
日
が
異
な
る
以
外
は
、
先
に
述
べ
た
享
保
期
の
状
況

と
そ
れ
ほ
ど
の
変
化
は
み
ら
れ
な
い
が
、
本
祭
り
に
流
鏑
馬
以
外
に
連
歌
興
行
や
狂

言
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
新
し
い
要
素
で
あ
ろ
う
。
こ
と
に
「
祭
賑
神
事

狂
言
氏
子
六
組
各
番
ニ
〆
興
行
致
来
候
事
」
と
あ
る
の
は
、
天
保
期
に
は
す
で
に
氏

子
の
祭
礼
へ
の
関
与
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
り
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い

て
は
後
に
ま
た
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
今
日
の
よ
う
な
神
幸
が
い
つ
始
ま
っ
た

の
か
は
神
社
で
も
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
氏
子
の
関
与
が
さ
ら
に
発
展
し
た

も
の
と
し
て
神
幸
が
は
じ
ま
っ
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
祭
事
全
体
に
対
す
る
在
庁

の
主
導
性
は
こ
の
面
に
お
い
て
少
し
づ
つ
低
下
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

❺
佐
野
・
若
宮
神
社

次
に
春
日
神
社
の
在
庁
に
類
似
し
た
祭
祀
組
織
を
い
く
つ
か
み
て
い
き
た
い
。
防

府
市
街
地
の
北
を
流
れ
る
佐
波
川
を
渡
っ
た
と
こ
ろ
に
佐
野
と
い
う
集
落
が
あ
り
、

若
宮
神
社
が
鎮
座
し
て
い
る
。
若
宮
と
は
佐
野
か
ら
東
に
一
キ
ロ
ほ
ど
は
な
れ
た
大

崎
に
鎮
座
す
る
玉
祖
神
社
の
若
宮
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
玉
祖
神
社
は
周
防
一
宮
で

あ
り
、
松
崎
天
満
宮
と
な
ら
ん
で
こ
の
地
域
の
神
社
祭
祀
に
大
き
な
影
響
力
を
持
っ

て
い
る
。
以
下
、
若
宮
神
社
の
祭
祀
に
つ
い
て
は
同
社
の
宮
司
を
兼
職
す
る
玉
祖
神

社
宮
司
の
吉
野
正
修
氏
に
お
話
を
う
か
が
っ
た
が
、
組
織
自
体
は
数
年
前
に
廃
絶
し

て
い
る
こ
と
か
ら
以
下
の
記
載
に
関
し
て
は
吉
野
氏
の
論
文
「
玉
祖
若
宮
神
社
の
宮

座
に
つ
い
て
）
29
（

」
も
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
を
最
初
に
断
っ
て
お
き
た
い
。

佐
野
は
古
く
か
ら
土
師
質
の
焼
き
物
佐
野
焼
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
が
、

『
防
長
風
土
注
進
案
）
30
（

』
に
は
佐
野
焼
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
由
緒
が
記
さ
れ
て
い
る
。

三
足
土
鍋　

昔
、
仲
哀
天
皇
・
神
功
皇
后
筑
紫
を
征
伐
し
給
ふ
時
当
所
御
船
を
寄

ら
れ
、
澤
田
之
長
澤
田
中
比
土
田
と
称
し
、
今
は
内
田
と
申
候
、
当
時
弥
三
郎
家
也
に
命
し
て
高
田
の

土
高
田
は
姫
山
之
麓
に
有
り
を
以
て
三
足
の
土
鍋
を
作
り
、
御
供
を
炊
き
大
器
を
作
り
て
御

供
を
盛
り
、玉
屋
の
明
神
二
備
え
て
軍
の
吉
兆
を
卜
な
ひ
祭
り
給
ふ
例
二
而
、（
後
略
）

こ
の
よ
う
に
佐
野
焼
に
は
仲
哀
天
皇
・
神
宮
皇
后
に
関
連
す
る
伝
承
が
残
さ
れ
て
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お
り
、
玉
祖
神
社
の
祭
祀
と
関
連
す
る
由
緒
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
職
人
た
ち

が
居
住
す
る
佐
野
の
若
宮
神
社
に
お
い
て
も
、
職
人
ら
は
宮
座
と
称
す
る
祭
祀
組
織

を
結
成
し
神
社
の
祭
祀
に
あ
た
っ
て
い
た
。
職
人
集
団
に
よ
る
祭
祀
組
織
と
し
て
注

目
す
べ
き
事
例
で
あ
ろ
う
。
佐
野
焼
は
昭
和
四
〇
年
代
に
廃
絶
し
た
が
、
そ
の
後
も

宮
座
の
行
事
は
最
近
ま
で
続
け
ら
れ
て
き
た
。吉
野
宮
司
は
前
掲
の
論
文
の
な
か
で
、

昭
和
一
〇
年
頃
に
玉
祖
神
社
祢
宜
佐
伯
通
香
・
地
元
の
医
師
脇
寿
雄
・
吉
本
万
二
郎

の
三
名
に
よ
っ
て
便
せ
ん
に
記
さ
れ
た
「
若
宮
神
社
の
宮
座
」
と
い
う
史
料
を
紹
介

さ
れ
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
も
の
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
が
「
現
在
も
ほ
と
ん
ど
か
わ
る
こ

と
な
く
運
営
さ
れ
て
い
る
」と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
史
料
は
三
名
に
よ
っ
て『
防

長
史
学
』
一
巻
三
号
〔
一
九
三
七
年
〕
に
発
表
さ
れ
た
「
若
宮
神
社
の
宮
座
」
の
原

稿
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
の
「
若
宮
神
社
の
宮
座
」
に
従
い
な

が
ら
昭
和
前
期
の
若
宮
神
社
の
祭
祀
に
つ
い
て
概
観
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
祭
祀
組

織
に
つ
い
て
「
若
宮
神
社
の
宮
座
」
に
は
「
若
宮
神
社
鎮
座
の
頃
佐
野
に
居
住
す
る

も
の
十
二
戸
な
り
し
を
以
て
、
今
に
至
る
ま
で
本
當
役
を
勤
仕
す
る
家
十
二
軒
に
し

て
、
そ
の
後
人
口
繁
衍
し
た
る
も
其
の
遺
例
を
伝
へ
、
他
を
脇
當
と
称
し
て
祭
儀
に

預
ら
し
む
る
こ
と
な
れ
り
」
と
あ
り
、
一
二
軒
か
ら
な
る
本
当
と
そ
の
他
の
脇
当
と

い
う
組
織
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
組
織
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
詳
し
い
説
明

が
続
く
。
ま
ず
本
当
に
つ
い
て
は「
祭
祀
を
奉
仕
す
る
主
た
る
も
の
を
宮
座
と
云
ふ
。

宮
座
は
田
村
・
内
田
・
町
田
の
三
家
年
番
に
て
奉
仕
す
。宮
座
の
下
に
本
當
九
人
あ
り
。

三
人
宛
宮
座
に
分
属
し
て
祭
事
一
切
の
こ
と
を
担
任
す
。
本
當
は
例
祭
の
節
拝
殿
中

央
北
面
し
て
座
し
、
祭
儀
訖
れ
ば
宮
座
の
家
に
於
て
酒
宴
を
な
す
。
其
の
儀
古
格
を

存
す
。」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
本
当
と
は
別
に
三
軒
が
宮
座
と
称

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
う
ち
内
田
家
は
佐
野
焼
伝
承
に
登
場
す
る
澤
田

長
の
子
孫
と
い
わ
れ
て
い
た
家
で
あ
る
。
ま
た
脇
当
に
つ
い
て
は
「
山
田
庄
、向
庄
、

上
庄
、
前
庄
、
中
河
内
、
宮
ノ
下
、
井
令
、
澤
田
、
台
ヶ
原
、
遠
ヶ
崎
、
川
開
作
の

十
一
小
字
よ
り
各
其
の
代
表
者
を
祭
典
に
列
せ
し
む
。
こ
れ
を
脇
當
と
云
ふ
。
脇
當

は
、
御
卜
に
依
り
座
席
の
順
を
定
め
、
側
面
相
対
し
て
座
す
。
祭
儀
訖
り
て
各
々
其

組
に
帰
り
酒
宴
を
張
る
。
其
儀
別
に
定
む
る
も
の
な
し
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
佐
野

の
各
ム
ラ
か
ら
代
表
者
が
で
て
い
た
。
各
ム
ラ
で
脇
当
を
ど
の
よ
う
に
選
ん
で
い
た

の
か
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
吉
野
宮
司
の
談
に
よ
る
と
ム
ラ
の
な
か
で
当
番
が

あ
り
参
加
者
は
毎
年
か
わ
っ
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
「
若
宮
神
社
の
宮
座
」
に
は
古

老
の
話
と
し
て
、
明
治
初
年
に
佐
野
村
内
で
「
地
区
改
正
」
を
し
た
が
、
そ
の
際
に

四
組
の
脇
当
を
一
一
組
に
改
め
た
こ
と
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
前
掲
論
文
に
は
次
に

祭
り
の
次
第
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。祭
り
は
か
つ
て
旧
暦
二
月
一
〇
日
で
あ
っ
た
が
、

新
暦
に
な
っ
て
か
ら
は
三
月
一
〇
日
と
な
っ
て
い
る
。
前
日
の
儀
に
つ
い
て
は
「
前

日
早
朝
ヨ
リ
本
當
役
ノ
モ
ノ
四
名
出
仕
シ
テ
社
殿
以
下
境
内
ヲ
酒
掃
シ
、
一
二
鳥
居

ニ
し
め
縄
ヲ
懸
ケ
、
神
庫
ヲ
開
キ
祭
儀
ヲ
点
検
ス
。
日
没
神
職
社
参
シ
テ
神
楽
ヲ
奏

ス
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
本
当
役
が
祭
り
の
準
備
に
当
た
っ
て
い
た
。
吉
野
宮
司
に

よ
れ
ば
本
当
役
と
は
本
当
九
名
を
三
名
づ
つ
三
組
に
わ
け
、
こ
れ
が
毎
年
交
代
で
勤

め
た
も
の
だ
と
い
う
。
当
日
の
儀
と
し
て
は
朝
一
〇
時
三
〇
分
か
ら
宮
司
に
よ
っ
て

修
祓
に
始
ま
る
神
事
が
行
わ
れ
、つ
い
で
御
卜
ノ
式
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は「
是

ヨ
リ
先
本
當
役
組
名
ヲ
書
キ
タ
ル
御
籤
ヲ
神
前
ニ
供
ス
。
次
神
職
脇
當
御
卜
ノ
祝
詞

ヲ
奏
ス
。
次
神
職
御
幣
ヲ
持
チ
御
籤
ヲ
ナ
ス
。
次
本
當
役
御
籤
ヲ
受
ケ
脇
當
ノ
席
次

ヲ
宣
ス
」
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
吉
野
宮
司
に
よ
る
と
最
近
ま
で
行
わ
れ
て
い
た

祭
り
で
も
神
事
の
時
ま
で
は
、
本
当
も
脇
当
も
順
不
同
に
す
わ
り
、
御
卜
の
儀
の
際

に
は
全
員
が
席
を
立
っ
て
一
旦
部
屋
の
脇
で
待
機
し
、
そ
の
間
に
神
職
が
脇
当
の
組

名
を
紙
に
書
い
た
籤
を
御
幣
で
引
い
て
、
本
当
役
の
者
が
引
か
れ
た
組
の
名
を
書
い

た
紙
を
拝
殿
の
周
り
の
柱
に
順
次
掲
示
し
た
と
い
う
。
籤
が
す
べ
て
終
わ
る
と
脇
当

は
貼
ら
れ
た
紙
の
前
に
着
座
し
て
い
た
。
つ
ま
り
こ
の
籤
は
当
年
の
脇
当
の
席
次
を

決
定
す
る
た
め
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。「
若
宮
神
社
の
宮
座
」
に
は
図
4
の

よ
う
に
座
配
図
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
つ
い
で
直
会
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
配
膳

を
す
る
の
は
そ
の
年
の
本
当
役
で
、
膳
は
「
黒
塗
木
盆
ニ
黄
粉
ヲ
付
ケ
タ
ル
板
餅
二

枚
ヲ
敷
キ
、
一
ニ
三
星
紋
素
焼
ノ
土
器
ト
黄
粉
ヲ
付
ケ
タ
ル
小
サ
キ
餅
二
切
ヲ
盛
リ

タ
ル
瓦
ケ
ト
桧
ノ
丸
箸
ヲ
載
ス
」
と
い
っ
た
内
容
で
あ
る
。
吉
野
宮
司
の
談
に
よ
る
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と
数
年
前
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
宮
座
の
直
会
の
膳
も
ほ
ぼ
こ
の
通
り
で
あ
っ
た
と
い

う
。「
若
宮
神
社
の
宮
座
」
に
よ
る
と
、
直
会
は
ま
ず
宮
座
挨
拶
に
始
ま
り
、
本
当

役
の
も
の
が
神
職
・
本
当
・
脇
当
の
順
に
酌
を
し
て
終
わ
る
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
、

そ
の
後
本
当
は
酒
宴
を
行
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
「
宮
座
ノ
家
ニ
於
テ
ハ
神
職
次
年
ノ

宮
座
二
名
ヲ
上
席
ト
ス
、
献
立
ハ
古
例
ヲ
改
メ
ズ
一
汁
二
菜
ニ
シ
テ
椀
ノ
蓋
ヲ
以
テ

酒
盃
ニ
代
ヘ
簡
素
ヲ
以
テ
本
旨
ト
ス
」
と
い
う
も
の
で
、
宮
座
の
家
に
場
所
を
か
え

て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
以
上
が
「
若
宮
神
社
の
宮
座
」
に
よ
る
昭
和

前
期
の
若
宮
神
社
の
祭
り
の
様
子
で
あ
る
が
、
吉
野
宮
司
に
よ
る
と
こ
れ
は
ほ
と
ん

ど
か
わ
る
こ
と
な
く
廃
絶
す
る
ま
で
続
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

佐
野
若
宮
神
社
の
祭
祀
組
織
は
ま
ず
宮
座
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る

が
、
こ
れ
は
祭
祀
組
織
の
中
の
特
定
の
三
軒
を
指
す
言
葉
で
あ
る
こ
と
に
も
留
意
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
本
当
の
他
に
、
脇
当
と
い
う
組
織
が
あ
り
、
こ

れ
は
氏
子
圏
に
含
ま
れ
る
ム
ラ
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
役
割
は
き
わ
め

て
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
先
に
み
た
春
日
神
社
で
は
、
氏
子
の
関
与
は
明
ら
か
に
江
戸

後
期
以
降
に
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
在
庁
と
氏
子
の
役
割
は
明
確
に
区
別

さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
あ
る
程
度
今
日
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
が
、
佐
野
若
宮
神

社
で
は
氏
子
の
代
表
が
脇
当
と
い
う
形
で
祭
祀
組
織
の
内
部
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た

の
が
特
色
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
佐
野
若
宮
神
社
の
祭
事
や
祭
祀
組
織
に
つ
い

て
は
、
近
世
の
地
誌
に
も
ほ
と
ん
ど
記
載
は
な
く
残
念
な
が
ら
そ
の
歴
史
的
な
展
開

を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

❻
大
塚
玉
祖
神
社

大
塚
は
防
府
市
街
地
の
南
側
に
所
在
す
る
地
区
で
あ
る
。
近
世
に
は
伊
佐
江
村
の

一
部
で
あ
っ
た
時
期
も
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
後
述
す
る
伊
佐
江
八
幡
神
社
と
の
氏
子

範
囲
の
境
界
を
複
雑
に
し
て
い
る
。

大
塚
の
玉
祖
神
社
に
も
ま
た
肥
後
和
男
の
い
う
株
座
型
の
祭
祀
組
織
が
存
在
し
て

い
る
。
こ
の
神
社
に
関
し
て
は
慶
長
二
年
（
一
五
九
七
）
に
さ
か
の
ぼ
る
史
料
が
残

さ
れ
て
お
り
、
松
崎
天
満
宮
、
玉
祖
神
社
と
い
っ
た
大
社
以
外
で
は
も
っ
と
も
古
い

時
期
ま
で
そ
の
祭
祀
組
織
の
歴
史
が
確
認
で
き
る
例
で
も
あ
る
。
大
塚
の
集
落
は
戦

前
ま
で
は
現
在
地
よ
り
も
東
に
あ
っ
た
が
、
陸
軍
防
府
飛
行
場
が
で
き
た
た
め
に
昭

和
一
七
年
に
現
在
地
に
移
転
し
た
。
ま
た
そ
の
時
に
大
塚
玉
祖
神
社
も
移
転
し
て
い

る
。大

塚
玉
祖
神
社
の
一
番
主
要
な
行
事
は
正
月
に
行
わ
れ
る
祭
り
で
あ
る
。
も
と
も

と
は
一
月
七
日
が
祭
り
の
日
で
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
そ
れ
に
近
い
日
曜
日
に
行
わ

れ
て
い
る
。
こ
の
祭
り
に
関
わ
る
家
は
当
屋
と
呼
ば
れ
て
お
り
二
五
軒
あ
る
）
31
（

。
大
塚

に
は
現
在
二
〇
〇
軒
程
度
の
家
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
一
五
〇
軒
ほ
ど
が
大
塚
玉
祖
神

社
の
氏
子
と
な
っ
て
い
る
が
、
う
ち
二
五
軒
だ
け
が
当
屋
と
し
て
祭
り
に
直
接
か
か

わ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
毎
年
本
当
が
一
軒
、
寄
当
が
五
軒
あ
た
り
、
祭
り
の
世

話
を
勤
め
て
い
る
。本
当
は
か
つ
て
は
前
年
の
祭
り
の
時
に
籤
で
選
ば
れ
て
い
た
が
、

今
は
順
番
で
勤
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
寄
当
に
つ
い
て
は
表
が
あ
っ
て
そ

図4　若宮神社　宮座配ﾉ図
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の
表
に
し
た
が
っ
て
毎
年
五
軒
づ
つ
勤
め
て
い
る
。

祭
り
の
一
週
間
前
に
集
落
の
会
館
で
オ
オ
ハ
ケ
を
作
る
。
こ
の
行
事
は
以
前
は
祭

り
の
前
日
に
本
当
の
家
で
お
こ
な
わ
れ
、
藁
も
本
当
が
す
べ
て
負
担
し
て
い
た
。
オ

オ
ハ
ケ
と
は
神
社
の
鳥
居
に
か
け
る
し
め
縄
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
作
る
行
事
も

オ
オ
ハ
ケ
と
呼
ん
で
い
る
。
祭
り
は
朝
一
〇
時
に
太
鼓
が
鳴
ら
さ
れ
る
と
氏
子
が
神

社
に
参
り
、
神
官
に
よ
っ
て
神
事
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
あ
と
会
館
で
直
会
が
お
こ
な

わ
れ
る
。
こ
の
直
会
の
場
も
か
つ
て
は
本
当
宅
で
あ
っ
た
。
毎
年
祭
り
の
前
に
寄
当

が
出
頭
銭
と
米
二
合
ず
つ
を
氏
子
か
ら
集
め
、
寄
当
が
料
理
を
作
っ
た
。
寄
当
の
家

か
ら
は
一
家
か
ら
男
女
二
人
が
出
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、女
の
人
が
料
理
を
作
り
、

男
が
給
仕
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
か
つ
て
は
女
性
は
裏
方
で
直
会
に
は
出
な

か
っ
た
が
、
今
は
出
席
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
直
会
で
当
屋
が
座
る
順
番
は
年

齢
順
で
あ
る
が
、
以
前
は
家
の
順
で
あ
っ
た
と
い
う
。

本
当
が
担
当
す
る
行
事
と
し
て
は
こ
の
正
月
の
祭
り
の
ほ
か
に
、
七
月
二
二
日
に

行
わ
れ
る
御
回
在
が
あ
る
。
こ
れ
は
大
塚
玉
祖
神
社
（
一
般
的
に
は
明
神
さ
ん
と
呼

ば
れ
る
）
の
祭
り
で
、
神
様
が
米
が
で
き
て
い
る
か
を
見
回
る
行
事
と
い
わ
れ
て
い

る
。
神
社
で
神
官
に
よ
っ
て
祝
詞
が
あ
げ
ら
れ
て
か
ら
、
本
当
・
寄
当
が
行
列
を
組

み
、
幟
を
た
て
た
り
、
鉦
・
太
鼓
を
た
た
い
た
り
し
て
村
な
か
を
ま
わ
る
。
通
る
道

は
決
ま
っ
て
い
る
。
前
年
の
祭
り
で
本
当
に
当
た
る
と
、
一
年
間
オ
ム
ロ
と
呼
ば
れ

る
小
さ
な
社
を
家
に
持
っ
て
帰
り
そ
れ
を
一
年
間
ま
つ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま

た
本
当
に
当
た
る
と
、
寄
当
を
家
に
呼
ん
で
宴
席
を
設
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が

こ
れ
は
現
在
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
。

大
塚
玉
祖
神
社
の
当
屋
に
よ
る
祭
祀
に
つ
い
て
は
大
崎
の
玉
祖
神
社
に
「
玉
祖
明

神
御
縁
起
」
と
い
う
史
料
が
保
管
さ
れ
て
い
る
）
32
（

。
こ
れ
は
慶
長
二
年
（
一
五
九
七
）

か
ら
書
き
始
め
ら
れ
て
い
る
が
、
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
に
火
災
の
た
め
焼
失

し
、
そ
の
後
神
主
が
持
っ
て
い
た
控
え
を
書
写
し
て
以
後
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）

ま
で
書
き
継
が
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
大
塚
玉
祖
神
社
の
年
々
の
頭
屋
の

名
前
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
ほ
か
神
社
の
み
な
ら
ず
大
塚
村
内
や
周
辺
地
域
の

出
来
事
な
ど
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。
表
1
は
そ
の
頭
屋
の
名
前
を
一
覧
に
し
た
も
の

で
あ
る
。
人
名
の
あ
と
に
付
し
た
数
字
は
、
同
じ
名
前
が
何
度
目
に
登
場
し
た
の

か
を
示
し
て
い
る
。
数
字
が
な
い
人
名
は
一
度
し
か
登
場
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ

る
。
慶
長
二
年
か
ら
は
じ
ま
る
記
録
で
あ
る
が
、
こ
の
年
に
玉
祖
神
社
の
頭
屋
に
よ

る
祭
祀
が
創
始
さ
れ
た
の
か
否
か
は
こ
の
史
料
の
み
で
は
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
慶
長
期
に
は
毎
年
二
人
が
頭
屋
を
勤
め
て
お
り
、
た
と
え
ば
善
次
郎
は
慶
長
五

年
（
一
六
〇
〇
）
と
慶
長
一
九
年
（
一
六
一
四
）
に
、
ま
た
久
右
衛
門
は
慶
長
八
年

（
一
六
〇
三
）
と
慶
長
二
〇
年
（
一
六
一
五
）
に
頭
屋
と
し
て
名
前
が
載
せ
ら
れ
て

い
る
。
だ
い
た
い
二
〇
人
か
ら
三
〇
程
度
で
頭
屋
を
ま
わ
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
で

き
る
が
、
く
じ
引
き
で
選
ば
れ
て
い
た
た
め
か
順
序
に
秩
序
が
な
く
正
確
な
判
断
は

で
き
な
い
。
元
和
三
（
一
六
一
七
）
年
に
当
屋
は
三
名
と
な
る
が
、
数
年
に
し
て
ま

た
二
名
と
な
り
元
和
七
年
（
一
六
二
一
）
以
降
し
ば
ら
く
は
三
名
の
時
代
が
続
く
。

延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
か
ら
は
頭
屋
の
数
が
四
名
と
な
る
。「
玉
祖
明
神
御
縁
起
」

は
正
徳
三
年
以
降
当
屋
の
名
前
に
つ
い
て
記
載
が
な
く
な
る
が
、
焼
失
後
の
文
政
七

年
（
一
八
二
四
）
か
ら
は
ふ
た
た
び
当
屋
の
名
前
が
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ

れ
以
降
は
一
度
だ
け
六
名
の
年
が
あ
る
だ
け
で
、
あ
と
は
五
名
が
頭
屋
を
務
め
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
当
初
二
名
で
あ
っ
た
頭
屋
が
最
終
的
に
は
五
名
と
な
っ
て
い
っ
た

背
景
と
し
て
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
祭
祀
組
織
を
構
成
す
る
人
数
の
拡
大
が
考
え

ら
れ
る
。
た
だ
比
較
的
規
則
的
正
し
く
頭
屋
を
務
め
、
お
そ
ら
く
は
籤
の
結
果
と
は

独
立
し
て
頭
屋
を
勤
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
光
宗
寺
は
、
寛
永
一
八

（
一
六
三
九
）、慶
安
四
（
一
六
五
一
）、寛
文
二
（
一
六
六
二
）、延
宝
三
（
一
六
七
五
）、

貞
享
二
（
一
六
八
五
）、
元
禄
七
（
一
六
九
四
）、
元
禄
一
五
（
一
七
〇
二
）、
宝
永

六
（
一
七
〇
九
）
に
頭
屋
を
務
め
、ま
た
記
録
の
焼
失
後
も
文
政
一
二
（
一
八
二
九
）、

天
保
七
（
一
八
三
六
）
に
頭
屋
と
な
っ
て
い
る
。
前
回
の
頭
屋
か
ら
の
年
数
と
、
そ

の
間
の
頭
屋
の
総
数
を
計
算
す
る
と
表
2
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
表
か
ら
み
る
と
頭

屋
を
務
め
る
人
の
総
数
は
お
お
む
ね
三
〇
人
か
ら
四
〇
人
の
間
で
、
そ
れ
が
天
保
以

後
漸
次
減
少
し
て
現
在
の
二
五
軒
と
い
う
数
に
至
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
だ
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［山口県防府市域の当屋制］……市川秀之

年 西暦 当屋 1 当屋 2 当屋 3 当屋 4 当屋 5 その他・神社に関する記載
慶長 2 1597 浄正 源十郎 （一番）
慶長 3 1598 喜四郎 藤市 （二番）
慶長 4 1599 惣兵衛 善兵衛 （三番）
慶長 5 1600 善次郎 新蔵 （四番）
慶長 6 1601 五郎左衛門 又左衛門 （五番）
慶長 7 1602 与四郎 孫七 （六番）
慶長 8 1603 久右衛門 善左衛門 （七番）
慶長 9 1604 十左衛門 弥次郎 （八番）
慶長 10 1605 久左衛門 善四郎
慶長 11 1606
慶長 12 1607
慶長 13 1608
慶長 14 1609
慶長 15 1610 与三右衛門 藤左衛門 （十四番）
慶長 16 1611 新左衛門 新五郎 （十五番）
慶長 17 1612 彦左衛門 六郎右衛門 （十六番）
慶長 18 1613 孫十郎 弥右衛門 （十七番）
慶長 19 1614 善次郎 2 五郎 （十八番）
慶長 20 1615 久右衛門 2 吉左衛門 （十九番）
元和 2 1616 源助 新兵衛 （廿番）
元和 3 1617 四郎右衛門 久右衛門 3 弥次郎 2 （廿一番）
元和 4 1618 小左衛門 介左衛門 （廿二番）
元和 5 1619 （廿三番）
元和 6 1620 千兵衛 九兵衛 （廿四番）
元和 7 1621 善四郎 2 浄正 2 源十郎 2 （廿五番）
元和 8 1622 孫左衛門 喜右衛門 吉兵衛 （廿六番）
元和 9 1623 新五郎 2 四郎右衛門 2 又十郎 源次郎 （廿七番）
寛永元 1624 六左衛門 孫之丞 忠左衛門
寛永 2 1625 善四郎 3 孫十郎 2
寛永 3 1626 新兵衛 2 善左衛門 2 久右衛門 4
寛永 4 1627 孫兵衛 孫右衛門 与四郎 2
寛永 5 1628 左馬之允 源介 2
寛永 6 1629 千右衛門 九兵衛 2 与兵衛
寛永 7 1630 覚兵衛 九郞 長三郎 （寛永 8・9年の記載なし）
寛永 10 1633 六左衛門 2 与右衛門 孫左衛門 2 （寛永 11～16 年の記載なし）
寛永 17 1640 藤兵衛 吉蔵 長三郎 2
寛永 18 1641 光宗寺 十郎右衛門 孫介
寛永 19 1642 吉兵衛 2 新右衛門 2 喜左衛門
寛永 20 1643 次郎右衛門 太郎右衛門 勝五郎
寛永 21 1644 完蔵 六郎左衛門 十右衛門
正保 2 1645 杢右衛門 七右衛門 長右衛門
正保 3 1646 久左衛門 2 七左衛門 宗左衛門
正保 4 1647 善兵衛 2 善右衛門 九兵衛 3
慶安元 1648 源次郎 藤次之丞 小左衛門 2
慶安 2 1649 六左衛門 3 与左衛門 孫左衛門 3
慶安 3 1650 左馬之允 2 新介 道入
慶安 4 1651 儀正衛門 善蔵 光宗寺 2
承応元 1652 新右衛門 3 与三右衛門 2 喜右衛門 2
承応 2 1653 左馬の允 3 吉兵衛 3 長右衛門 2
承応 3 1654 八郎右衛門 与左衛門 2 与介
明暦元 1655 杢左衛門 十右衛門 2 七右衛門 2
明暦 2 1656 宗左衛門 2 久右衛門 5 太郎左衛門
明暦 3 1657 善右衛門 2 万右衛門 宗左衛門 3
万治元 1658 孫次郎 小左衛門 3 左兵衛
万治 2 1659 神左衛門 九右衛門 大助
万治 3 1660 十右衛門 3 六左衛門 4 与右衛門 2
寛文元 1661 新介 2 文右衛門 左馬之允 3
寛文 2 1662 光宗寺 3 次之介 十右衛門 4
寛文 3 1663

表1　「玉祖神社御縁起」にみられる頭屋
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年 西暦 当屋 1 当屋 2 当屋 3 当屋 4 当屋 5 その他・神社に関する記載
寛文 4 1664 新介 3 文右衛門 2 左馬之允 4
寛文 5 1665 八郎右衛門 2 六郎左衛門 2 十左衛門 2
寛文 6 1666 八郎右衛門 3 市郞左衛門 十左衛門 3
寛文 7 1667 九兵衛 4 検作 善次郎 3
寛文 8 1668 杢左衛門 2 勝左衛門
寛文 9 1669 惣左衛門 宇右衛門 仁左衛門
寛文 10 1670 孫右衛門 2 八左衛門 万右衛門 2
寛文 11 1671 善右衛門 3 三左衛門 勝右衛門
寛文 12 1672 三右衛門 九右衛門 2 九左衛門
延宝元 1673 六左衛門 5 作左衛門 彦左衛門 2
延宝 2 1674 又兵衛 宇之丞 新兵衛 3 藤兵衛 2
延宝 3 1675 光宗寺 4 六郎右衛門 2 小右衛門 吉兵衛 4
延宝 4 1676 十郎兵衛 八右衛門 孫左衛門 4 忠兵衛
延宝 5 1677 善左衛門 3 市左衛門 八郎右衛門 4 九兵衛 5
延宝 6 1678 忠左衛門 2 勝兵衛 市兵衛 源兵衛
延宝 7 1679 権兵衛 三郎兵衛 正三衛門 喜左衛門 2
延宝 8 1680 伝兵衛 八左衛門 2 万右衛門 3 仁左衛門 2 玉祖之社地下より建立
延宝 9 1681 弥右衛門 2 伊右衛門 0 三左衛門 2 九右衛門 3
天和 2 1682 法輪寺 正右衛門 善右衛門 4 九右衛門 4
天和 3 1683 久左衛門 3 五郎之丞 伝左衛門 兵左衛門
天和 4 1684 又右衛門 武右衛門 十郎右衛門 2 宇兵衛
貞享 2 1685 光宗寺 5 吉兵衛 5 六郎右衛門 4 吉左衛門 2
貞享 3 1686 十兵衛 彦兵衛 八右衛門 2 孫右衛門 3
貞享 4 1687 八郎右衛門 5 忠兵衛 2 市左衛門 2 善左衛門 4
元禄元 1688 六右衛門 三之丞 権之丞 市之丞
元禄 2 1689 伝兵衛 2 次郎兵衛 八左衛門 3 仁左衛門 3
元禄 3 1690 弥左衛門 三左衛門 3 十右衛門 5 九郞右衛門
元禄 4 1691 喜兵衛 次郎右衛門 2 例年四人二而当勤候所，頭人

之内差込
元禄 5 1692 久左衛門 4 九右衛門 5 法輪寺 2 与三右衛門 3
元禄 6 1693 又右衛門 宇兵衛 2 十郎右衛門 3 作右衛門
元禄 7 1694 光宗寺 6 善左衛門 5 半右衛門 久兵衛
元禄 8 1695 次右衛門 彦兵衛 2 十兵衛 2 孫右衛門 4
元禄 9 1696 善右衛門 5 市兵衛 2 市郞左衛門 2 仁兵衛
元禄 10 1697 七右衛門 3 四郎兵衛 又兵衛 2 石左衛門内
元禄 11 1698 伝兵衛 3 甚左衛門 次郎兵衛 仁左衛門 4
元禄 12 1699 弥左衛門 3 太兵衛 与三右衛門 4 八郎左衛門
元禄 13 1700 久左衛門 5 九右衛門 6 与三右衛門 5 法輪寺 3
元禄 14 1701 亦右衛門 作右衛門 2 十郎左衛門 小助
元禄 15 1702 光宗寺 7 判右衛門 吉左衛門 3 十郎兵衛 2
元禄 16 1703 治右衛門 仁兵衛 2 善右衛門 6 市郞左衛門 3
宝永元 1704 七右衛門 4 長右衛門 3 平之允 吉右衛門
宝永 2 1705 伝兵衛 4 八郎左衛門 2 又左衛門 2 二郎兵衛
宝永 3 1706 性海 平之允 2 喜右衛門 3 法輪寺 4
宝永 4 1707 又右衛門 3 孫右衛門 5 又兵衛 5 十兵衛 3
宝永 5 1708 小助 2 作右衛門 3 長左衛門 与三右衛門 6
宝永 6 1709 光宗寺 8 半兵衛 伊右衛門 2 善右衛門 7
宝永 7 1710 治右衛門 2 善七 喜兵衛 2 仁兵衛 3
正徳元 1711 新之丞 吉右衛門 2 長右衛門 4 神七
正徳 2 1712 伝兵衛 5 性海 2 治兵衛 又左衛門 3
正徳 3 1713 （この年より当屋の記載なし）

文政 7 1824 中西孫左衛門 有吉三左衛門 吉武小左衛門 清水喜平次 江山正蔵
文政 8 1825 江山源七 渋谷弥惣次 法輪寺 中川金蔵 永田佐右衛門
文政 9 1826 西川吉左衛門 藤井弥五右衛門 田中十蔵 金蔵 上田清五郎 田中忠蔵
文政 10 1827 奥川源左衛門 田中与左衛門 田中伊八 木原与右衛門 西嶋九郞治
文政 11 1828 中川喜八 山根佐兵衛 上田喜助 藤川七郎右衛門 末次佐源治
文政 12 1829 奥川弥三右衛門 石川庄三郎 本坊ノ安左衛門 西川清左衛門 田中百合吉
天保元 1830 江山源七 2 奥川勘右衛門 石川利八 清水喜平次 2 田辺弥八
天保 2 1831 江山太兵衛 渋谷氏 吉武伝右衛門 藤田茂八 上田松五郎
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年 西暦 当屋 1 当屋 2 当屋 3 当屋 4 当屋 5 その他・神社に関する記載
天保 3 1832 中西孫左衛門 2 田中喜十郎 有吉三左衛門 2 上田藤五郎 江山源二郎
天保 4 1833 田中弥兵衛 田中忠蔵 2 中川金蔵 2 西川八郎 妙玄寺
天保 5 1834 中川喜八 2 山根佐兵衛 2 西嶋九郞治 2 田中伊八 2 藤田喜三郎
天保 6 1835 田中吉之進 奥川弥三右衛門 2 藤井弥五右衛門 2 上田喜助 2 末次藤七
天保 7 1836 奥川源左衛門 2 木原与右衛門 2 光宗寺安左衛門 西川清五郎 藤田長吉
天保 8 1837 石川正三郎 有吉仁兵衛 奥川勘右衛門 2 清水喜平次 3 江山源六
天保 9 1838 渋谷弥惣八 田辺源八 石川利八 江山源六 2 末次平六
天保 10 1839 江山太兵衛 2 中西甚左衛門 田中三蔵 上田藤五郎 2 村田忠蔵
天保 11 1840 中川金蔵 3 妙玄寺 山根佐兵衛 3 田中忠蔵 3
天保 12 1841 田中小五郎 田中伊八 3 西嶋九郞治 3 吉武台五郎 奥川勘右衛門
天保 13 1842 西川清五郎 2 上田喜助 3 藤田長吉 2 藤井弥五右衛門 3
天保 14 1843 吉松弥門 奥川源左衛門 3 法輪寺 田中善之進 上田松五郎 2

年代 西暦 前回からの年数 前回からの頭屋の数

慶安 4 1651 10 年 30 人

寛文 2 1662 11 年 33 人

延宝 3 1675 10 年 40 人

貞享２ 1685 10 年 40 人

元禄 7 1694 9 年 34 人

元禄 15 1702 8 年 32 人

宝永 6 1709 7 年 28 人

天保 7 1836 7 年 35 人

表2　光宗寺の頭屋の間隔

ろ
う
。
ま
た
現
在
の
慣
行
と
比
較
す
る
と
、
複
数
の
頭
屋
の
中
に
、
本
頭
と
寄
頭
の

区
別
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
が
、
史
料
の
中
に
は
こ
の
よ
う
な
区
別
は
明
記

さ
れ
て
い
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
現
在
の
よ
う
に
順
番
に
本
当
・
寄
当
を
務
め
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
天
保
期
以
降
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
。　

❼
植
松
八
幡
神
社

以
上
述
べ
て
き
た
春
日
神
社
、
佐
野
若
宮
神
社
、
大
塚
玉
祖
神
社
の
三
つ
の
事
例

は
い
ず
れ
も
村
落
内
の
特
定
の
家
だ
け
が
祭
祀
に
参
加
す
る
タ
イ
プ
の
も
の
で
あ

る
。
春
日
神
社
、
佐
野
若
宮
神
社
に
つ
い
て
は
祭
祀
圏
を
構
成
す
る
い
く
つ
か
の
ム

ラ
の
中
で
も
特
定
の
一
つ
の
ム
ラ
の
中
か
ら
そ
の
家
が
選
ば
れ
て
い
た
。
ま
た
佐
野

若
宮
神
社
に
お
い
て
は
他
の
ム
ラ
か
ら
も
代
表
者
が
脇
当
と
し
て
祭
祀
に
参
加
し
て

い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
防
府
市
内
に
は
こ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
だ
け
で
は
な
く
、

ム
ラ
を
単
位
と
し
て
祭
祀
の
当
番
を
ま
わ
し
、
そ
の
中
か
ら
当
屋
を
選
ぶ
タ
イ
プ
の

祭
祀
組
織
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、
そ
の
事
例
を
紹
介
し
て
い
き
た
い
。

植
松
は
佐
波
川
左
岸
に
所
在
す
る
地
区
で
、
い
く
つ
か
の
ム
ラ
に
分
か
れ
て
い

る
。
植
松
八
幡
神
社
は
佐
波
川
に
突
き
出
た
場
所
に
鎮
座
し
て
い
た
が
、
河
川
改
修

に
よ
っ
て
平
成
八
年
に
現
在
地
に
移
転
し
て
い
る
。
以
前
は
川
岸
が
佐
波
川
に
少
し

突
き
出
た
場
所
に
祭
ら
れ
て
い
た
。
祭
り
は
本
来
は
五
月
一
七
日
が
宵
祭
り
、
一
八

日
が
本
祭
り
で
あ
る
が
、
現
在
で
は
五
月
の
第
三
土
日
に
か
わ
っ
て
い
る
。

植
松
八
幡
神
社
の
祭
り
の
準
備
を
す
る
の
は
当
屋
と
呼
ば
れ
る
役
で
、
回
り
当
屋

と
も
呼
ば
れ
る
。
七
つ
の
ム
ラ
が
順
番
で
当
屋
を
出
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の

順
番
は
下
河
内
・
中
河
内
・
塩
屋
原
・
前
開
作
（
上
と
下
に
わ
か
れ
て
い
る
）・
泥

江
と
山
県
・
潮
合
・
八
河
内
の
順
に
回
る
。
そ
の
集
落
が
当
た
る
前
年
の
八
月
一
六

日
に
当
屋
を
選
ぶ
た
め
籤
が
引
か
れ
る
。
小
さ
な
紙
に
そ
の
ム
ラ
全
戸
の
戸
主
の
名

を
書
き
、
神
官
が
棒
で
そ
れ
を
か
き
混
ぜ
て
引
く
と
紙
が
付
着
し
て
く
る
。
一
同
は

下
を
向
い
て
そ
の
結
果
を
待
つ
。
籤
を
引
い
た
ら
そ
の
人
が
当
屋
と
な
り
、
次
に
副
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当
屋
も
決
め
て
お
く
。
こ
れ
は
当
屋
の
家
で
翌
年
の
祭
り
ま
で
の
間
に
不
幸
が
あ
っ

た
と
き
に
代
役
を
務
め
る
た
め
で
あ
る
。
現
在
で
は
こ
の
日
の
行
事
は
く
じ
引
き
の

た
め
だ
け
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
か
つ
て
は
八
月
一
六
日
に
は
相
撲
や
盆
踊
り

な
ど
も
行
わ
れ
て
い
た
。
籤
で
当
屋
に
あ
た
っ
た
人
は
家
に
オ
ヤ
シ
ロ
を
持
っ
て
帰

り
、
床
の
間
で
そ
れ
を
祭
る
。
こ
の
オ
ヤ
シ
ロ
は
翌
年
五
月
の
祭
り
が
終
わ
っ
た
後

も
八
月
ま
で
自
宅
で
ま
つ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
か
つ
て
は
新
し
い
当
屋
が
オ
ヤ

シ
ロ
を
持
っ
て
帰
る
と
総
出
で
一
杯
飲
み
を
し
た
が
、
今
は
地
区
の
世
話
人
が
軽
く

飲
食
を
す
る
だ
け
に
な
っ
て
い
る
。
神
官
は
新
し
い
当
屋
の
家
に
い
っ
て
オ
ヤ
シ
ロ

の
前
で
祝
詞
を
あ
げ
る
。

五
月
の
祭
り
の
一
週
間
前
に
当
屋
が
あ
た
っ
た
ム
ラ
の
人
全
員
が
神
社
や
ム
ラ
の

広
場
な
ど
に
集
合
し
、
神
社
の
し
め
縄
な
ど
を
作
る
。
鳥
居
と
拝
殿
に
吊
る
も
の
は

ハ
ケ
、小
さ
な
社
に
吊
る
分
は
イ
ナ
ワ
ラ
と
い
う
。
ハ
ケ
は
祭
り
の
あ
と
に
外
す
が
、

イ
ナ
ワ
ラ
は
祭
り
の
あ
と
も
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
。
し
め
縄
が
完
成
し
た
ら
神
官

が
祝
詞
を
あ
げ
、
そ
の
あ
と
ム
ラ
全
戸
で
宴
会
が
お
こ
な
わ
れ
る
。

宵
祭
り
に
は
境
内
に
竹
を
四
本
建
て
て
縄
を
張
り
、
そ
の
中
で
釜
に
湯
を
沸
か
し

て
、
湯
立
神
事
が
行
わ
れ
る
。
釜
に
は
し
め
縄
を
う
か
べ
て
、
そ
れ
に
祝
詞
を
あ
げ

そ
の
し
め
縄
を
一
年
保
管
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
神
事
が
終
わ
る
と
当
屋

は
翌
日
に
用
い
る
道
具
類
を
用
意
し
、
そ
の
回
り
に
縄
を
張
っ
て
御
幣
を
つ
る
す
。

宵
祭
り
の
一
連
の
作
業
は
当
屋
が
中
心
に
お
こ
な
わ
れ
る
。

本
祭
り
に
は
午
後
三
時
か
ら
渡
御
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
行
列
は
太
鼓
、
榊
、
旗
、

馬
の
順
で
、
馬
に
は
当
屋
の
ム
ラ
の
男
子
が
乗
る
。
当
屋
の
家
の
小
学
生
く
ら
い
の

長
男
が
こ
の
役
を
務
め
る
の
が
一
番
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
最
近
は
当
番
の
ム
ラ

内
に
も
適
当
な
子
ど
も
が
お
ら
ず
、
氏
子
外
か
ら
探
す
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。
神
社

を
出
発
し
、
休
み
場
で
神
事
が
お
こ
な
わ
れ
、
終
了
後
ま
た
神
社
ま
で
戻
る
。
休
み

場
の
場
所
は
以
前
と
同
じ
だ
が
、神
社
が
移
転
し
て
い
る
の
で
、当
然
お
渡
り
の
コ
ー

ス
も
変
化
し
て
い
る
。
休
み
場
で
の
供
物
は
お
酒
と
紅
白
の
餅
と
決
ま
っ
て
い
る
。

渡
御
が
終
わ
る
と
当
屋
は
手
伝
っ
て
く
れ
た
ム
ラ
の
人
と
直
会
を
す
る
。
し
か
し
な

が
ら
こ
の
渡
御
で
特
に
当
屋
が
務
め
る
役
割
は
な
い
。

『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
は
、
植
松
八
幡
の
祭
祀
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
記
載
が

あ
る
）
33
（

。
　

同
月
十
日
氏
子
中
七
組
之
内
壱
組
宛
年
替
り
当
屋
引
請
仕
、
地
下
中
寄
り
集

り
社
人
を
申
請
神
勤
相
頼
、
銘
々
米
壱
升
宛
貫
キ
立
手
軽
キ
賄
仕
り
候
、
同

十
二
日
御
幣
御
獅
子
廻
在
有
之
、
鳥
居
江
新
藁
に
て
七
五
三
縄
掛
替
候
事

こ
の
史
料
か
ら
天
保
期
に
は
氏
子
は
七
組
に
わ
か
れ
当
屋
を
勤
め
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
現
在
で
は
小
規
模
な
ム
ラ
が
組
ん
で
当
屋
を
務
め
て
い
る
た
め
六
組
と

な
っ
て
い
る
が
、
ム
ラ
単
位
で
当
屋
を
回
す
形
態
が
す
で
に
こ
の
時
期
に
成
立
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
史
料
か
ら
御
幣
、
獅
子
の
廻
在
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
が
、
今
日
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
騎
馬
で
の
神
幸
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

❽
伊
佐
江
八
幡
神
社

伊
佐
江
は
防
府
市
街
地
の
す
ぐ
南
側
の
地
区
で
、
干
拓
が
進
む
以
前
は
海
に
ほ
ど

近
い
場
所
で
あ
っ
た
。
近
世
は
じ
め
に
は
伊
佐
江
は
植
松
村
の
一
部
で
あ
り
、
近

世
後
期
に
な
っ
て
村
と
し
て
独
立
し
た
よ
う
で
あ
る
。『
防
長
風
土
注
進
案
』〔
天
保

一
三
年
〕
に
は
独
立
し
た
村
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
段
階
で
は
先
述
の

大
塚
は
伊
佐
江
村
の
一
部
と
さ
れ
て
い
る
。
伊
佐
江
に
お
い
て
も
陸
軍
防
府
飛
行
場

の
建
設
に
よ
っ
て
、
多
く
の
人
家
が
移
転
し
て
お
り
、
伊
佐
江
八
幡
神
社
も
元
の
場

所
か
ら
大
き
く
西
側
に
移
動
し
て
い
る
。
伊
佐
江
は
防
府
駅
か
ら
も
近
く
新
興
の
住

宅
も
増
え
て
い
る
地
区
で
あ
る
た
め
氏
子
の
数
は
多
い
が
、
以
下
述
べ
る
祭
祀
に
参

加
し
て
い
る
の
は
旧
来
か
ら
こ
の
地
区
に
居
住
し
て
き
た
家
だ
け
で
あ
り
、
東
、
上
、

西
、
中
の
四
つ
の
組
に
わ
か
れ
て
い
る
。
各
組
は
最
も
少
な
い
東
組
が
五
軒
、
も
っ

と
も
多
い
西
組
が
二
〇
軒
で
、
か
つ
て
は
四
組
で
五
五
軒
あ
っ
た
と
い
う
。
分
家
の

加
入
な
ど
も
原
則
的
に
は
認
め
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
現
在
で
は
そ
の
軒
数
は
減

少
し
つ
つ
あ
る
。
特
に
人
数
不
足
が
顕
著
な
上
組
に
お
い
て
は
数
年
前
に
、
シ
ン
ヤ
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（
分
家
）
を
中
心
に
組
員
を
募
集
し
て
い
る
。
こ
の
各
組
か
ら
毎
年
二
名
ず
つ
、
合

計
八
人
が
選
ば
れ
て
当
屋
を
つ
と
め
る
。
当
屋
は
各
組
に
表
が
あ
っ
て
そ
の
順
番
に

回
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
正
式
に
当
屋
が
決
定
す
る
の
は
四
月
二
三
日
で
あ
る
。

伊
佐
江
八
幡
神
社
で
も
っ
と
も
重
要
な
祭
り
は
五
月
一
八
日
の
大
当
祭
り
で
あ
る

が
、
そ
れ
に
さ
き
だ
っ
て
五
月
一
日
に
大
は
け
作
り
が
行
わ
れ
る
。
た
だ
現
在
で
は

大
当
祭
、
大
は
け
作
り
と
も
そ
の
前
後
の
土
曜
日
・
日
曜
日
に
日
程
が
か
わ
っ
て
い

る
。
こ
の
と
き
に
は
新
旧
の
当
人
が
集
ま
っ
て
、
し
め
縄
を
作
り
、
神
社
の
鳥
居
と

本
殿
、
八
幡
の
隣
に
あ
る
大
歳
神
社
な
ど
に
掛
け
る
。
本
祭
り
の
前
日
に
は
総
代
や

当
人
に
よ
っ
て
供
物
が
用
意
さ
れ
る
。
供
物
は
神
酒
、
鯛
、
洗
い
米
、
果
物
な
ど
で

あ
る
。
大
当
祭
り
の
本
祭
で
は
、
神
事
の
後
に
神
輿
の
渡
御
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
御

旅
所
は
陸
軍
防
府
飛
行
場
が
で
き
る
前
に
は
当
時
の
神
社
か
ら
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ほ

ど
離
れ
た
場
所
に
あ
り
、
馬
か
け
行
事
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
が
、
神
社
が
現
在
の

場
所
に
移
転
し
て
か
ら
は
境
内
で
渡
御
を
す
る
形
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
日
に
八
人

の
当
屋
の
間
で
籤
が
引
か
れ
、
当
人
一
人
が
選
ば
れ
る
。
当
人
は
当
屋
の
代
表
で
あ

る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
年
間
の
神
社
の
様
々
な
神
事
に
氏
子
総
代
ら
と
と
も
に
出
席

し
た
り
、
神
社
の
寄
付
を
集
め
た
り
す
る
。

当
屋
や
当
人
が
関
与
す
る
行
事
は
大
当
祭
の
ほ
か
に
、
七
月
二
四
日
の
御
廻
在
、

八
月
二
一
日
の
風
鎮
祭
、
一
二
月
一
一
日
の
大
歳
祭
が
あ
る
。
御
廻
在
は
五
本
の
御

幣
と
旗
、
太
鼓
を
も
っ
て
氏
子
域
を
ま
わ
る
儀
礼
で
、
御
幣
は
ム
ラ
境
な
ど
に
さ
さ

れ
る
。
こ
れ
は
田
の
害
虫
を
追
い
出
す
た
め
の
儀
礼
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
風
鎮
祭

は
文
字
通
り
風
よ
け
の
祭
り
で
あ
る
。
神
社
で
の
神
事
の
あ
と
、
境
内
に
土
俵
を
作

り
子
ど
も
相
撲
を
し
た
り
、
櫓
を
建
て
て
餅
ま
き
を
し
た
り
す
る
。
大
歳
祭
り
は
伊

佐
江
八
幡
の
隣
に
あ
る
大
歳
神
社
と
い
う
小
さ
な
祠
の
祭
り
で
、
事
前
に
オ
ハ
ケ
を

作
り
、
大
歳
神
社
の
前
で
神
事
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
一
月
一
四
日
に
は

穂ほた
れ例

祭
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
祭
り
の
際
に
は
拝
殿
内
で
火
を
炊
い
て
鍋
に
湯
を

沸
か
し
少
量
の
米
を
炊
く
。
こ
の
鍋
に
竹
筒
を
入
れ
、
筒
の
中
に
入
っ
た
米
の
状
態

で
、
そ
の
歳
の
米
の
出
来
具
合
を
占
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
行
事
に
つ
い
て
は
現

在
は
総
代
が
中
心
と
な
り
、
当
人
・
当
屋
は
関
与
し
て
い
な
い
。

伊
佐
江
八
幡
神
社
の
祭
祀
や
そ
れ
を
支
え
た
組
織
に
つ
い
て
は
、
近
世
の
地
誌
な

ど
に
も
記
載
が
な
く
、
歴
史
的
な
考
察
を
加
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

❾
繁
枝
神
社

繁
枝
神
社
は
防
府
市
の
中
で
も
最
も
西
側
に
所
在
す
る
大
道
地
区
に
鎮
座
す
る
神

社
で
、
白
鳳
一
三
年
に
九
州
か
ら
こ
の
地
に
移
り
住
ん
だ
日
津
喜
麻
呂
、
豊
国
宿
弥

と
里
の
有
力
者
下
津
五
郎
正
好
に
よ
っ
て
祭
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
そ
の
当
時
、

こ
の
村
で
男
子
が
出
生
し
た
一
二
軒
の
家
が
神
社
に
花
び
ら
餅
を
供
え
た
の
が
当
屋

の
始
ま
り
で
あ
る
と
い
う
伝
承
も
残
さ
れ
て
い
る
。
大
道
地
区
は
近
世
に
は
切
畑
村

と
台
道
村
に
わ
か
れ
、
か
つ
て
の
台
道
村
の
う
ち
山
陽
道
よ
り
南
が
繁
枝
神
社
の
氏

子
、
ま
た
北
が
後
に
述
べ
る
小
俣
八
幡
神
社
の
氏
子
と
な
っ
て
い
る
。　

繁
枝
神
社
の
秋
祭
り
は
元
は
九
月
二
〇
日
で
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
九
月
の
最
終

日
曜
日
に
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
当
屋
の
役
割
も
こ
の
祭
り
に
対
す
る
奉
仕
が
中
心

に
な
る
。
当
屋
は
毎
年
下
津
令
・
上
り
熊
・
旦
の
三
つ
の
地
区
か
ら
三
人
ず
つ
、
合

計
九
人
選
ば
れ
る
。
当
屋
は
以
前
は
そ
の
年
に
男
子
が
産
ま
れ
た
人
が
勤
め
る
こ
と

に
な
っ
て
い
た
が
、
い
ま
で
は
そ
の
よ
う
な
規
則
は
な
く
、
前
年
度
の
当
屋
や
ム
ラ

の
役
職
者
な
ど
が
適
当
な
人
に
依
頼
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
く
じ
引
き
な
ど
は

お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
男
子
の
場
合
は
一
生
に
一
回
こ
れ
を
務
め
る
と
い
わ

れ
て
い
る
が
、
引
き
受
け
る
人
が
な
い
場
合
な
ど
に
は
二
回
務
め
た
例
も
あ
る
と
い

う
。
秋
祭
り
の
翌
日
に
当
屋
渡
し
が
行
わ
れ
る
の
で
、
翌
年
の
当
屋
は
祭
り
の
一
週

間
前
ま
で
に
は
決
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
祭
り
の
一
週
間
前
と
い
う
の
は
そ
の
年
の
当
屋
が
集
ま
っ
て
オ
ハ
ケ
を
作
る

日
で
あ
る
。
こ
れ
は
神
社
に
つ
る
す
し
め
縄
の
こ
と
で
九
人
の
当
屋
は
神
社
に
集
合

し
て
オ
ハ
ケ
を
作
る
。
ま
た
こ
の
時
神
官
は
各
当
屋
に
御
幣
を
渡
し
、
当
屋
は
各
家

の
玄
関
に
二
本
の
竹
を
た
て
て
そ
の
間
に
し
め
縄
を
張
っ
て
、
御
幣
を
下
げ
る
。
こ
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の
日
か
ら
本
祭
り
ま
で
の
間
は
当
屋
の
潔
斎
期
間
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
現

在
で
は
特
別
の
禁
忌
な
ど
は
な
い
。

各
当
屋
は
祭
り
の
前
日
ま
で
の
間
に
花
び
ら
餅
を
作
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
餅
を
平
た
く
伸
ば
し
た
も
の
で
、
直
径
一
八
セ
ン
チ
、
厚
さ
三
ミ
リ
ほ
ど
の
円

形
に
作
る
。
花
び
ら
餅
は
神
社
に
各
二
〇
枚
を
供
え
、
ま
た
そ
の
当
屋
が
属
す
る
ム

ラ
の
全
戸
に
配
る
。
餅
を
平
た
く
す
る
に
は
ま
ず
丸
め
て
か
ら
細
竹
を
転
が
し
な
が

ら
伸
ば
し
て
い
く
。
包
丁
な
ど
で
円
形
に
切
る
こ
と
は
な
い
。

秋
祭
り
の
中
心
と
な
る
の
は
神
輿
の
神
幸
で
あ
る
。
夕
方
拝
殿
か
ら
出
さ
れ
た
神

輿
は
氏
子
に
よ
っ
て
担
が
れ
る
。
以
前
は
氏
子
域
の
各
ム
ラ
を
廻
っ
て
い
た
が
、
昭

和
三
〇
年
く
ら
い
か
ら
は
神
社
境
内
の
一
番
南
の
部
分
に
御
旅
所
を
設
け
て
、
そ
こ

ま
で
神
幸
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
御
旅
所
で
神
事
が
あ
っ
て
、
神
輿
は
本
殿
に

還
幸
す
る
。
そ
の
あ
と
当
屋
や
氏
子
総
代
は
簡
単
な
直
会
を
す
る
。

翌
日
が
当
渡
し
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
来
は
各
地
区
に
三
人
い
る
前
当
屋
の
代
表
の

家
で
行
わ
れ
て
い
た
が
、
最
近
で
は
神
社
で
す
る
場
合
も
あ
る
。
宮
司
は
三
軒
の
家

を
次
々
に
ま
わ
っ
て
当
渡
し
の
行
事
を
お
こ
な
う
。
宮
司
は
前
の
当
屋
の
家
に
い
っ

て
ワ
ラ
ス
ボ
を
作
り
、
そ
れ
を
翌
年
の
当
屋
の
家
に
持
っ
て
行
っ
て
そ
の
前
で
神
事

を
お
こ
な
う
。
ワ
ラ
ス
ボ
と
は
、
洗
い
米
、
栗
、
い
わ
し
、
昆
布
、
酒
を
入
れ
た
か

わ
ら
け
を
載
せ
た
膳
を
藁
束
の
中
に
納
め
、
藁
の
両
端
を
括
っ
た
も
の
で
あ
る
。
新

し
い
当
屋
は
こ
の
ワ
ラ
ス
ボ
を
一
年
間
家
の
床
の
間
な
ど
で
ま
つ
り
、
毎
月
一
日
、

一
五
日
に
は
そ
の
前
に
米
、
酒
、
水
な
ど
を
供
え
る
。

10
防
府
に
お
け
る
神
社
祭
祀
組
織
の
類
型

以
上
、
防
府
市
内
に
お
け
る
神
社
祭
祀
組
織
の
の
う
ち
当
屋
制
を
伴
う
も
の
六
例

を
紹
介
し
て
き
た
。
防
府
市
内
に
は
こ
の
他
に
も
多
く
の
神
社
が
あ
り
、
そ
の
中
に

は
当
屋
制
を
も
つ
祭
祀
組
織
も
ま
だ
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
今
回
は

そ
の
悉
皆
的
な
調
査
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
調
査
事
例
の
少
な
さ
に
あ

わ
せ
て
、
防
府
市
と
い
う
現
在
の
行
政
的
な
枠
組
み
が
山
口
県
あ
る
い
は
中
国
地
方

と
い
っ
た
大
き
な
地
域
の
民
俗
を
考
え
る
上
で
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
と

い
っ
た
疑
問
も
当
然
の
こ
と
な
が
ら
存
在
す
る
。
た
だ
同
種
の
研
究
が
こ
の
地
域
に

お
い
て
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
特
定
地
域
の
少
な
い
事
例
に
よ
る

も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
整
理
を
行
う
こ
と
に
一
定
の
意
味
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

六
事
例
の
組
織
形
態
を
表
3
の
様
に
整
理
し
た
。
ま
ず
氏
子
域
と
旧
村
・
ム
ラ
な

ど
の
関
係
で
あ
る
が
、
春
日
神
社
の
場
合
は
現
在
で
は
、
近
世
の
牟
礼
村
全
域
を
氏

子
域
と
し
て
お
り
、
ま
た
佐
野
若
宮
神
社
、
植
松
八
幡
な
ど
も
同
様
で
あ
る
が
、
他

の
三
つ
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
大
塚
玉
祖
神
社
は
近
世
の
伊
佐
江

村
の
う
ち
、
大
塚
と
呼
ば
れ
た
部
分
、
ま
た
伊
佐
江
八
幡
に
つ
い
て
は
伊
佐
江
村
の

う
ち
残
り
の
部
分
が
氏
子
域
で
あ
る
が
、
飛
行
場
建
設
に
よ
る
人
家
や
神
社
の
移
転

な
ど
も
あ
り
両
者
の
氏
子
域
は
や
や
入
り
交
じ
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
繁
枝
八
幡
に
つ

い
て
は
近
世
の
台
道
村
の
南
半
分
が
氏
子
域
と
な
っ
て
い
る
。

次
に
組
織
・
役
職
の
名
称
で
あ
る
が
、
組
織
名
に
つ
い
て
は
牟
礼
春
日
神
社
に
お

い
て
在
庁
と
呼
ば
れ
て
い
る
ほ
か
は
、
特
定
の
も
の
は
な
い
。
た
だ
在
庁
も
そ
の
名

称
が
在
庁
官
人
に
由
来
す
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
本
来
は
役
職
を
示
す
も
の
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
佐
野
若
宮
神
社
で
は
三
軒
の
家
が
宮
座
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
本

当
や
脇
当
を
含
む
全
体
的
な
組
織
に
つ
い
て
の
名
称
は
み
ら
れ
な
い
。
役
職
名
に
つ

い
て
は
、
牟
礼
春
日
神
社
で
は
現
在
は
三
役
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
他
の
神
社
で
は

い
ず
れ
も
当
屋
、
当
人
、
本
当
、
脇
当
・
寄
当
な
ど
と
い
う
名
称
が
あ
る
。
こ
の
名

称
面
か
ら
み
て
も
、
組
織
を
外
面
か
ら
規
定
す
る
性
格
は
全
般
的
に
弱
く
、
役
職
な

ど
内
面
か
ら
規
定
さ
れ
た
組
織
構
成
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
だ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
今
回
取
り
上
げ
た
当
屋
制
を
も
つ
祭
祀
組
織
の
構
成
に
つ
い
て
考
え
た

い
。
牟
礼
春
日
神
社
の
場
合
、
在
庁
は
氏
子
ム
ラ
の
中
で
も
牟
礼
地
区
の
一
五
軒
が

務
め
て
い
る
。
同
様
に
佐
野
若
宮
神
社
の
場
合
も
旧
佐
野
村
の
中
で
上
垣
な
ど
若
宮

神
社
近
く
に
住
む
九
軒
の
家
だ
け
が
本
当
、
三
軒
の
家
が
宮
座
を
務
め
る
こ
と
が
で

き
た
。
た
だ
佐
野
若
宮
神
社
の
場
合
、
こ
の
一
二
軒
以
外
に
も
各
地
区
か
ら
一
人
ず
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つ
脇
当
が
選
ば
れ
て
お
り
、
異
な
っ

た
選
出
論
理
を
も
つ
組
織
の
複
合
に

よ
っ
て
全
体
的
な
祭
祀
組
織
が
構
成

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
特
色
で
あ
る
。

ま
た
大
塚
玉
祖
神
社
は
大
塚
地
区
の

約
一
五
〇
軒
の
う
ち
二
五
軒
程
度
が

本
当
・
寄
当
を
務
め
て
い
る
。
こ
の

三
社
の
祭
祀
組
織
は
肥
後
和
男
の
い

う
株
座
型
の
宮
座
に
類
似
し
た
性
格

の
組
織
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
別
の
組

織
原
理
を
持
つ
神
社
祭
祀
組
織
も
み

ら
れ
る
。
植
松
八
幡
神
社
に
お
い
て

は
氏
子
域
を
六
組
に
わ
け
、
そ
れ
ぞ

れ
の
組
の
中
で
籤
を
引
い
て
当
屋
を

選
ん
で
お
り
、
植
松
地
区
の
全
戸
が

当
屋
に
な
る
可
能
性
を
持
っ
て
い

る
。
伊
佐
江
八
幡
神
社
で
は
氏
子
の

う
ち
五
五
軒
が
四
組
に
わ
か
れ
、
そ

れ
ぞ
れ
の
組
の
中
か
ら
毎
年
二
人
ず

つ
が
当
屋
と
な
る
。
こ
の
地
区
の
場

合
、
飛
行
場
の
建
設
に
よ
る
集
落
や

神
社
の
移
転
に
よ
っ
て
本
来
の
氏
子

域
が
明
確
で
は
な
く
、
五
五
軒
と
い

う
数
が
全
体
の
中
で
占
め
る
割
合
を

判
断
し
が
た
い
が
、
戦
前
の
段
階
で

は
氏
子
の
大
半
が
当
屋
を
務
め
る
権

利
を
有
し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
ま
た
繁
枝
八
幡
神
社
の
氏
子
域
は
広
域

に
わ
た
る
が
、
そ
の
う
ち
三
地
区
か
ら
三
人
ず
つ
当
屋
が
選
ば
れ
て
お
り
、
こ
の
三

地
区
に
関
し
て
は
全
戸
が
当
屋
を
務
め
る
権
利
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
同

社
の
広
い
氏
子
域
全
体
か
ら
み
る
と
当
屋
の
選
出
は
特
定
の
地
区
が
特
権
的
に
務
め

て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
当
屋
選
出
の
特
権
性
を
も
っ
て
株
座
・
村
座
と
分
類

す
る
こ
と
の
困
難
さ
も
感
じ
る
。

以
上
の
よ
う
に
植
松
八
幡
神
社
・
伊
佐
江
八
幡
神
社
・
繁
枝
八
幡
神
社
の
三
社
に

お
い
て
は
、
地
区
の
特
権
性
に
差
は
み
ら
れ
る
も
の
の
、
あ
る
地
区
に
限
定
し
て
み

れ
ば
そ
の
住
民
の
ほ
ぼ
全
戸
が
当
屋
な
ど
を
務
め
る
権
利
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
そ

の
選
出
は
組
や
ム
ラ
を
媒
介
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
点
で
、
肥
後
和
男
が
近
畿
地
方
の

事
例
を
も
と
に
し
て
述
べ
た
村
座
型
の
宮
座
と
も
異
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
植
松
八

幡
神
社
に
お
い
て
は
毎
年
当
番
を
務
め
る
組
が
交
替
し
そ
の
中
か
ら
当
屋
が
選
ば

れ
、
ま
た
伊
佐
江
八
幡
神
社
・
繁
枝
八
幡
神
社
で
は
当
番
の
組
と
い
っ
た
制
度
は
な

く
毎
年
各
組
か
ら
一
定
数
の
当
屋
を
選
ぶ
形
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
組
を
媒
介

と
し
た
当
屋
の
選
出
方
法
も
、
当
番
の
組
が
順
番
に
ま
わ
り
そ
の
中
か
ら
当
屋
を
選

ぶ
形
と
、
組
の
中
か
ら
順
番
に
当
屋
を
出
す
形
の
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。以

上
は
現
状
お
よ
び
聞
き
取
り
で
復
元
可
能
な
時
期
に
お
け
る
当
該
地
区
の
神
社

祭
祀
組
織
の
特
色
で
あ
る
。
こ
れ
を
こ
れ
ま
で
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
近
畿
地
方

の
い
わ
ゆ
る
「
宮
座
」
と
比
較
し
た
時
に
浮
か
び
上
が
る
特
色
と
し
て
、一
応
株
座
・

村
座
と
い
っ
た
区
分
は
可
能
で
あ
る
が
村
座
タ
イ
プ
の
祭
祀
組
織
は
組
を
媒
体
と
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
一
年
神
主
・
年
齢
階
梯
制
・
長
老
制
な
ど
の
要
素
が
ま
っ

た
く
み
ら
れ
な
い
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
肥
後
和
男
以
来
、
宮
座
を
規
定

す
る
一
つ
の
要
因
と
な
っ
て
き
た
儀
礼
の
中
に
お
け
る
「
一
座
す
る
」
局
面
に
つ
い

て
は
、
牟
礼
春
日
神
社
で
は
芸
能
奉
納
の
際
に
見
ら
れ
る
も
の
の
、
他
の
事
例
で
は

直
会
で
し
か
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
畿
内
と
同
一
の
基
準
に
お
い
て
は
は
た
し

て
こ
れ
ら
の
事
例
を
「
宮
座
」
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
判
断
し
が
た
い
。
さ
ら

表3　各事例の比較

神社名 氏子範囲 祭祀組織の名称 祭祀組織の範囲 当屋・当番の単位・選び方

春日神社 旧牟礼村全域 在庁 坂本在住のうち15 軒（天保期には
29 軒）。

明確ではない。三役が交代で供物の調
製を務める。

佐野若宮神社 旧佐野村全域 組織を呼ぶ名所はなし。
役を宮座・本当・脇当という。

宮座 3軒・本当 9軒は家が固定。
脇当は11の小字の代表者。

本当役は年に3軒ごとが順番にまわる。
脇当の選び方は集落によって異なる。

大塚玉祖神社 大塚地区のうち150 軒
程度

組織を呼ぶ名称はなし。
役を本当・寄当という。

大塚地区で25 軒。 本当は以前は籤、今は順番。脇当は順
番にまわる。

植松八幡 旧植松地区全域 組織を呼ぶ名称はない。
役を当屋という。

植松地区の各地区が当番で勤める。 当番地区から籤で当屋を選ぶ。

伊佐江八幡 旧伊佐江村の一部 （大当講？）役は当屋といい、
その中から籤で当人を選ぶ

氏子のうち55 軒くらいがはいってい
る。

４地区から2人づつが順番に選ばれる。

繁枝八幡 旧台道村の南半分 組織を呼ぶ名称はない。
役を当屋という。

氏子域のうち3地区。 3地区から3人ずつ、計 9人の当屋を
選ぶ。選び方は推薦など。
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に
比
較
的
研
究
が
進
ん
で
い
る
岡
山
県
、
広
島
県
な
ど
他
の
中
国
地
方
の
事
例
と
比

較
し
た
と
き
に
は
）
34
（

、
い
わ
ゆ
る
名
の
存
在
が
そ
れ
ほ
ど
顕
著
で
な
い
こ
と
も
特
色
で

あ
ろ
う
。
た
だ
次
に
述
べ
る
講
組
織
の
中
に
は
、
笑
い
講
の
よ
う
に
座
席
の
名
称
の

中
に
名
が
み
ら
れ
る
も
の
も
あ
り
、
ま
た
山
口
県
内
の
他
地
域
の
神
社
祭
祀
組
織
に

も
名
の
名
称
を
持
つ
も
の
が
あ
る
の
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
調
査
を
続
け

る
必
要
が
あ
る
。

11
講
組
織
の
分
析
と
神
社
・
小
祠
の
変
遷

以
上
、
防
府
市
内
の
神
社
祭
祀
組
織
に
つ
い
て
、
個
々
の
現
況
の
紹
介
と
可
能
な

限
り
で
の
歴
史
的
分
析
、
全
六
例
に
よ
る
類
型
化
の
作
業
な
ど
を
続
け
て
き
た
。
し

か
し
な
が
ら
以
上
の
分
析
だ
け
で
こ
の
地
域
の
神
社
祭
祀
組
織
を
村
落
社
会
と
の
関

係
に
お
い
て
理
解
し
え
た
と
す
る
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
。

表
4
は
先
に
春
日
神
社
の
在
庁
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
た
牟
礼
地
区
坂
本
の
講
組

織
の
一
覧
で
あ
る
が
）
35
（

、
こ
れ
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
防
府
市
内
の
各
村
落
に
は

様
々
な
講
集
団
が
み
ら
れ
、
そ
れ
は
機
能
的
に
も
歴
史
的
に
も
神
社
の
祭
祀
と
深
く

か
か
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
こ
の

よ
う
な
講
組
織
の
大
半
が
こ
れ

ま
で
述
べ
て
き
た
神
社
祭
祀
組

織
と
同
様
に
当
屋
制
に
よ
っ
て

運
営
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
重
要

で
あ
ろ
う
。
講
組
織
と
神
社
祭

祀
組
織
の
対
比
性
・
連
続
性
を

考
察
す
る
こ
と
は
、
神
社
祭
祀

組
織
を
村
落
社
会
の
中
で
位
置

づ
け
る
た
め
に
不
可
欠
の
作
業

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
こ
の
よ
う
に
多
様
な
講
集
団
が
成
立
す
る
背
景
と
し
て
、
村
落
レ
ベ
ル
で
非

常
に
多
様
な
信
仰
が
あ
る
こ
と
に
も
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
近
世
村
や
ム
ラ
を
単

位
と
し
て
祭
祀
す
る
神
社
以
外
に
、
森
神
、
荒
神
、
厄
神
な
ど
の
信
仰
が
市
内
全
域

に
み
ら
れ
、
そ
の
中
に
は
小
祠
と
い
う
よ
り
も
神
社
の
形
態
を
取
る
も
の
も
多
い
。

歴
史
的
に
は
近
世
末
期
の
淫
祠
解
除
や
明
治
以
後
の
合
祀
に
よ
っ
て
こ
の
地
域
の
神

社
や
小
祠
の
存
在
形
態
は
大
き
く
変
容
し
て
い
る
た
め
に
、
現
在
見
ら
れ
る
神
社
・

小
祠
と
地
域
社
会
の
関
係
だ
け
か
ら
当
該
地
域
の
神
社
祭
祀
組
織
を
論
じ
る
だ
け
で

は
な
く
、
歴
史
的
に
神
社
・
小
祠
の
存
在
形
態
を
復
元
し
て
い
く
作
業
も
必
要
と
さ

れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
当
該
地
域
に
お
い
て
は
近
世
村
、
近
代
の
行
政
村
、
生
活
の
場

と
し
て
の
ム
ラ
な
ど
の
関
係
性
が
、
非
常
に
複
雑
な
形
で
存
在
し
て
お
り
、
こ
の
点

に
お
い
て
も
筆
者
が
こ
れ
ま
で
主
要
な
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
き
た
近
畿
地
方
の
村
落

な
ど
と
は
大
き
な
差
異
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
村
落
組
織
の
複
雑
性
が
、
多
様
な
神

社
・
小
祠
の
祭
祀
と
深
く
関
連
し
て
い
る
こ
と
も
当
然
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
現
在
み
ら
れ
る
神
社
祭
祀
組
織
の
分
析
の
み
で
は
解
決
し
え
な
い

諸
問
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
目
的
と
し
て
、
以
下
牟
礼
地
区
お
よ
び
大
道
地
区
を

フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
、
代
表
的
な
講
に
対
す
る
現
況
の
組
織
構
成
お
よ
び
歴
史
に
対
す

る
分
析
、
な
ら
び
に
ム
ラ
と
神
社
・
小
祠
な
ど
の
関
係
に
つ
い
て
の
歴
史
的
変
遷
の

分
析
と
い
う
二
つ
の
作
業
を
試
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

12
大
道
地
区
の
笑
い
講

大
道
の
笑
い
講
は
、
防
府
市
の
文
化
財
に
も
指
定
さ
れ
、
ま
た
毎
年
一
二
月
初
旬

の
行
事
の
際
に
は
全
国
的
に
テ
レ
ビ
で
報
道
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
著
名
な
行
事
で
あ

る
。
国
道
二
号
線
に
は
「
天
下
の
奇
祭
笑
い
講
」
な
ど
の
看
板
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
笑
い
講
に
つ
い
て
は
、
天
保
期
の
長
州
藩
地
誌
『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
も
詳

し
く
載
せ
ら
れ
、
当
時
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
た
祭
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
先

述
の
よ
う
に
山
口
大
学
教
授
を
つ
と
め
た
民
俗
学
者
松
岡
利
男
は
さ
ま
ざ
ま
な
論

講名 組織形態など
大頭講
荒神講
厄神講 上・下にあり。当屋制
地神講 各組にあり。当屋制
秋葉講 西組・前組に講中。当屋制
厳島講 後西組・西組・中組・前組に講中。当屋制
杵崎講 後西組に講中。当屋制
天神講 北中組・後西組・西組に講中。
庚申講 築地原に講中。当屋制
牛森組 築地原に講中。当屋制
貴船講 下組に講中。当屋制
大歳講 大歳祠あり。講は現存せず。

表4　牟礼地区坂本の講組織（米沢正年氏作
　　　成の資料および現地調査により作成）
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考
、
著
書
で
こ
の
祭
り
を
紹
介
し
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
契
機
と
な
っ
て
笑
い
講
は

全
国
的
に
奇
祭
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
笑
い
講
に
つ
い
て
は
松
岡
の
論

考
以
外
に
、『
防
府
市
史
』
な
ど
多
く
の
文
献
に
も
紹
介
さ
れ
）
36
（

、
近
年
で
は
『
山
口

県
史
』
資
料
編
民
俗
二
〔
暮
ら
し
と
環
境
〕
に
も
平
成
一
四
年
の
行
事
の
様
子
が
詳

し
く
載
せ
ら
れ
て
い
る
）
37
（

。

大
道
地
区
に
は
現
在
、
小
俣
八
幡
と
繁
枝
八
幡
、
切
畑
の
玉
祖
神
社
の
三
社
が
あ

る
が
、こ
の
笑
い
講
は
小
俣
八
幡
神
社
の
摂
社
の
大
歳
社
の
祭
り
で
あ
る
と
い
わ
れ
、

神
事
も
小
俣
八
幡
の
宮
司
が
担
当
し
て
い
る
。

ま
ず
小
俣
八
幡
神
社
の
祭
祀
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
小
俣
八
幡

神
社
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
旧
山
陽
道
よ
り
北
側
を
氏
子
域
と
し
て
お
り
現
在
で
は

約
二
〇
〇
戸
の
氏
子
が
い
る
。
小
俣
八
幡
で
は
九
月
の
最
終
日
曜
に
秋
祭
り
が
行
わ

れ
て
い
る
。
こ
の
時
に
は
神
社
で
の
神
事
の
後
、
神
輿
が
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離

れ
た
御
旅
所
ま
で
い
き
、
御
旅
所
で
の
神
事
の
後
ま
た
神
社
へ
還
幸
す
る
。
氏
子
は

平
均
一
〇
軒
ほ
ど
の
近
隣
か
ら
な
る
班
に
区
分
さ
れ
て
お
り
、
各
班
が
毎
年
交
代
で

神
輿
担
ぎ
な
ど
を
担
当
す
る
。
そ
の
他
の
準
備
な
ど
は
氏
子
総
代
が
務
め
る
形
と

な
っ
て
い
る
。
班
の
な
か
で
当
屋
的
な
役
割
を
特
定
の
家
が
担
当
す
る
こ
と
は
な

い
。
こ
の
秋
祭
り
の
ほ
か
に
は
四
月
一
〇
日
前
後
の
日
曜
日
に
行
わ
れ
て
い
る
春
祭

り
と
、
勤
労
感
謝
の
日
に
行
わ
れ
て
い
る
新
穀
感
謝
祭
が
小
俣
神
社
の
主
要
な
行
事

で
あ
る
が
、
春
祭
り
、
新
穀
感
謝
祭
は
神
社
で
の
神
事
に
氏
子
総
代
が
参
加
す
る
だ

け
で
神
輿
の
お
渡
り
な
ど
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
現
在
の
小
俣
神
社
の
祭
祀
組
織
は
、
神
輿
担
ぎ
な
ど
に
班
と
い
う

地
縁
組
織
が
か
か
わ
る
以
外
は
氏
子
総
代
を
中
心
と
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

笑
い
講
は
二
一
軒
の
家
に
よ
っ
て
今
日
ま
で
継
承
さ
れ
て
き
た
が
、
現
在
で
は
そ

の
う
ち
一
軒
が
抜
け
て
二
〇
軒
に
な
っ
て
い
る
。
行
事
の
際
に
は
家
に
よ
っ
て
座
席

が
定
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
席
に
は
そ
れ
ぞ
れ
図
5
の
よ
う
に
末
尾
に
「
名
」
を
付
さ

れ
た
名
前
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
本
来
こ
れ
は
家
の
名
前
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

現
在
で
は
お
笑
い
講
以
外
に
こ
の
名
で
呼
ば
れ
る
こ
と
は
な
い
。
メ
ン
バ
ー
の
自
宅

は
各
集
落
に
散
在
し
て
い
る
。
こ
の
二
一
軒
の
家
が
交
代
で
そ
の
年
の
頭
屋
を
務
め

る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
頭
屋
の
順
番
も
あ
ら
か
じ
め
表
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い

る
。
頭
屋
は
男
性
が
務
め
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
人
が
亡
く
な
る
と
息
子
が

後
を
継
ぐ
。
跡
継
ぎ
が
い
な
い
と
き
に
は
分
家
の
家
に
頼
ん
で
次
い
で
も
ら
っ
た
例

が
過
去
に
い
く
つ
か
あ
る
と
い
う
。

次
に
笑
い
講
の
行
事
次
第
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
笑
い
講
は
本
来
は
旧
暦
一
二
月

一
日
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
一
二
月
の
第
一
日
曜
日
に
開
か
れ
て
お

り
、
二
〇
〇
四
年
は
一
二
月
五
日
が
講
の
日
で
あ
っ
た
。
そ
の
日
の
早
朝
か
ら
頭
屋

の
家
の
前
に
た
て
ら
れ
た
竹
の
間
に
し
め
縄
が
は
ら
れ
、
ヘ
グ
リ
と
呼
ば
れ
る
稲
藁

図5　笑い講の座順
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が
三
束
下
げ
ら
れ
る
。
ま
た
「
五
穀
豊
穣
・
天
下
の
奇
祭
笑
い
講
・
天
下
泰
平
」
と

書
か
れ
た
旗
も
た
て
ら
れ
て
い
る
。
家
の
中
は
三
間
が
す
べ
て
開
け
放
た
れ
タ
ン
ス

な
ど
家
財
道
具
も
す
べ
て
運
び
出
さ
れ
、
部
屋
の
端
に
祭
壇
が
組
ま
れ
て
い
る
。
頭

屋
の
手
伝
い
は
近
所
の
人
が
し
て
い
る
。
頭
屋
を
務
め
る
こ
と
は
随
分
と
大
変
で
、

適
当
な
部
屋
が
な
い
場
合
に
は
家
を
建
て
替
え
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。
こ
の
年
の

頭
屋
宅
で
も
ト
イ
レ
な
ど
の
改
修
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
九
時
三
〇
分
に
な
る
と
祭

壇
に
供
物
が
供
え
ら
れ
る
。
祭
壇
の
中
央
に
は
オ
ム
ロ
と
よ
ば
れ
る
大
歳
神
の
祠
が

置
か
れ
る
。
こ
の
オ
ム
ロ
は
前
年
の
笑
い
講
で
前
年
の
頭
屋
か
ら
引
き
継
ぎ
一
年
間

ま
つ
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
オ
ム
ロ
は
家
に
は
い
っ
た
場
所
の
鴨
居
の
上
、
す
な

わ
ち
一
番
下
座
で
ま
つ
ら
れ
る
の
が
本
来
の
形
と
さ
れ
て
い
る
。

最
近
で
は
笑
い
講
は
有
名
に
な
っ
た
た
め
、
市
の
観
光
協
会
の
職
員
が
数
名
き
て

マ
ス
コ
ミ
の
取
材
や
観
光
客
の
対
応
な
ど
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
市
長
と
観
光
協
会

長
は
来
賓
と
し
て
招
待
さ
れ
て
お
り
、
家
の
中
で
行
事
に
も
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
一
〇
時
に
な
る
と
講
員
が
集
ま
り
は
じ
め
る
。
現
在
は
講
員
は
千
円
と
餅

米
一
升
を
持
参
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
家
に
入
る
と
頭
屋
に
挨
拶
を
し
、
米

と
お
金
を
渡
す
。
一
〇
時
半
に
全
員
が
揃
っ
た
の
で
、
保
存
会
の
会
長
か
ら
相
談

事
項
が
提
案
さ
れ
た
。
従
前
か
ら
問
題

と
な
っ
て
い
る
講
員
の
脱
退
希
望
の
件

と
、
東
京
の
N
H
K
ホ
ー
ル
で
開
催

さ
れ
る
芸
能
大
会
へ
の
参
加
の
件
が
そ

の
内
容
で
あ
っ
た
。
ま
た
こ
の
年
は
観

光
協
会
の
ほ
う
か
ら
「
笑
い
宣
言
」
を

す
る
と
い
う
提
案
も
あ
っ
た
。
一
一
時

に
な
る
と
神
主
が
挨
拶
を
し
て
神
事
が

開
始
さ
れ
る
。
祝
詞
に
続
き
こ
の
年
と

翌
年
の
頭
屋
に
よ
っ
て
榊
が
神
前
に
供

え
ら
れ
、
神
事
は
終
了
す
る
。
こ
の
時

点
ま
で
講
員
は
到
着
順
に
適
当
に
着
座
し
て
い
る
が
、
神
事
が
終
わ
る
と
図
5
の
よ

う
に
着
座
す
る
。
ま
ず
頭
屋
が
挨
拶
を
し
直
会
の
給
仕
を
紹
介
す
る
。
こ
の
日
は
頭

屋
の
長
男
、
娘
の
嫁
ぎ
先
の
義
父
、
妻
の
弟
、
姉
の
息
子
の
四
人
が
給
仕
を
務
め

た
。
こ
の
よ
う
に
頭
屋
の
補
助
に
は
近
隣
の
者
と
親
戚
が
あ
た
る
が
、
明
確
な
組
織

性
は
な
い
。
そ
の
の
ち
講
員
の
前
に
膳
が
出
さ
れ
る
。
料
理
は
現
在
は
仕
出
し
の
膳

と
な
っ
て
お
り
、
紅
白
餅
が
添
え
ら
れ
る
。
そ
の
あ
と
一
二
時
ご
ろ
か
ら
直
会
が
始

ま
る
。
一
二
時
四
五
分
に
な
る
と
祭
壇
か
ら
榊
を
下
ろ
し
、
太
鼓
と
鉦
が
所
定
の
位

置
に
動
か
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
最
長
老
の
講
員
か
ら
笑
い
の
神
事
の
開
始
が
告
げ
ら

れ
る
。
笑
い
の
神
事
と
は
二
名
の
講
員
が
大
声
で
笑
い
合
う
も
の
で
、
こ
こ
か
ら
笑

い
講
の
名
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
神
官
が
太
鼓
を
た
た
き
、
最
長
老
の
講
員
が
笑
い

方
が
十
分
で
あ
る
と
鉦
を
た
た
く
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
鉦
が
た
た
か
れ
る
と
次
の

も
の
に
榊
を
渡
し
、
順
々
に
笑
い
の
神
事
が
続
け
ら
れ
る
。
神
事
と
は
い
っ
て
も
こ

の
間
も
頭
屋
は
給
仕
を
続
け
飲
食
も
続
け
ら
れ
て
い
る
。
一
同
が
笑
い
終
え
る
と
来

賓
の
市
長
、
観
光
協
会
長
ら
に
も
榊
が
渡
さ
れ
笑
い
の
神
事
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
そ

の
後
給
仕
四
人
も
笑
い
、
最
後
に
全
員
で
大
笑
い
を
し
て
こ
の
笑
い
の
神
事
は
終
了

す
る
。
こ
の
年
は
観
光
協
会
長
が
世
界
笑
い
宣
言
を
読
み
上
げ
、
そ
の
後
さ
ら
に
全

写真3　笑い講　祭壇前での神事

写真5　笑い講　当屋渡し

写真4　笑い講　笑いの神事
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員
で
三
回
笑
っ
た
。
一
三
時
一
〇
分
こ
ろ
に
笑
い
の
神
事
は
終
了
す
る
が
、
直
会
は

な
お
続
け
ら
れ
た
。見
物
客
は
笑
い
の
神
事
が
終
了
す
る
と
大
半
が
帰
っ
て
し
ま
う
。

一
四
時
ご
ろ
直
会
は
終
わ
り
、
頭
屋
渡
し
が
行
わ
れ
る
。
神
官
の
前
に
オ
ム
ロ
が
置

か
れ
、
神
官
か
ら
向
か
っ
て
右
側
に
今
年
の
頭
屋
、
左
に
来
年
の
頭
屋
が
着
座
す
る
。

今
年
の
頭
屋
か
ら
神
官
に
酒
を
注
い
で
、
宮
司
が
今
年
の
頭
屋
に
返
杯
す
る
。
そ
の

後
来
年
の
頭
屋
か
ら
宮
司
に
酒
を
注
ぎ
、
宮
司
が
返
杯
を
す
る
。
こ
の
時
に
は
「
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
」「
か
し
こ
ま
り
ま
し
た
。
来
年
頭
屋
を
い
た
し
ま
す

の
で
こ
れ
か
ら
一
年
間
お
預
か
り
い
た
し
ま
す
」
と
い
っ
た
言
葉
が
交
わ
さ
れ
る
。

そ
の
ご
来
年
の
頭
屋
が
挨
拶
を
し
て
榊
を
も
っ
て
立
ち
上
が
る
。
来
年
の
頭
屋
の
家

か
ら
は
も
う
一
人
家
族
が
来
て
い
て
、
そ
の
人
が
オ
ム
ロ
を
も
つ
。
本
来
は
家
ま
で

榊
と
オ
ム
ロ
を
歩
い
て
運
ぶ
の
だ
が
、
現
在
で
は
車
に
乗
る
事
が
多
い
。
他
の
講
員

も
車
に
分
乗
し
て
来
年
の
頭
屋
の
家
ま
で
い
き
床
の
間
に
オ
ム
ロ
を
お
く
。
酒
と
洗

い
米
、
水
、
榊
が
供
え
ら
れ
、
神
官
に
よ
っ
て
神
事
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
ち
、
講
員

は
帰
宅
す
る
。
新
し
い
頭
屋
は
毎
日
、
水
や
供
物
を
供
え
一
年
間
オ
ム
ロ
の
世
話
を

す
る
。
笑
い
講
の
前
ま
で
は
床
の
間
で
祭
り
、
一
週
間
ほ
ど
前
に
鴨
居
に
上
げ
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。

以
上
が
二
〇
〇
四
年
一
二
月
に
見
学
を
し
た
笑
い
講
の
次
第
で
あ
る
が
、
古
く
か

ら
注
目
さ
れ
て
き
た
こ
の
行
事
に
お
い
て
は
変
化
を
年
次
的
に
追
い
か
け
る
こ
と
が

あ
る
程
度
可
能
で
あ
る
。
す
で
に
坪
郷
英
彦
、金
谷
玲
子
両
氏
が
『
山
口
県
史
』〔
資

料
編
民
俗
二
暮
ら
し
と
環
境
〕
に
お
い
て
『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
記
さ
れ
た
天
保

一
三
年
（
一
八
四
二
）
こ
ろ
の
行
事
内
容
と
平
成
一
四
年
の
比
較
を
試
み
ら
れ
て
い

る
の
で
）
38
（

、
こ
こ
で
は
そ
の
概
要
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。『
防
長
風
土
注
進
案
』
に

よ
る
と
、
当
時
の
笑
い
講
は
、
A
準
備
、
B
神
迎
え
、
C
朝
の
膳
、
D
な
ん
じ
ょ
う

の
舞
、
E
昼
寝
、
F
夜
の
膳
、
G
豊
凶
占
い
、
H
笑
い
講
、
I
御
取
穂
、
J
尻
か
ら
け
、

K
当
渡
し
、L
神
上
か
ら
な
っ
て
い
た
。こ
の
う
ち
C
朝
の
膳
、D
な
ん
じ
ょ
う
の
舞
、

E
昼
寝
、
G
豊
凶
占
い
、
I
御
取
穂
、
J
尻
か
ら
け
、
L
神
上
に
つ
い
て
は
現
在
は

お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
平
成
一
四
年
に
は
伝
達
事
項
、
祝
電
披
露
、
来
賓
招

待
、
解
散
宣
言
、
当
移
し
、
談
笑
な
ど
の
新
し
い
要
素
が
加
わ
っ
て
い
る
。
今
日
で

は
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
要
素
の
う
ち
、
神
迎
え
は
小
俣
神
社
に
神
霊
を
迎
え
に
い
く

行
事
、
ま
た
神
上
と
は
送
る
行
事
で
あ
る
。
今
日
で
は
当
屋
の
家
に
神
主
が
来
る
形

と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
な
ん
じ
ょ
う
と
は
杵
の
こ
と
で
給
仕
人
が
こ
れ
を
振
っ
て
客

に
飲
食
を
強
要
し
た
こ
と
が
『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
は
記
さ
れ
て
い
る
が
、
昭
和

三
五
年
（
一
八
六
〇
）
に
出
た
『
続
防
府
市
史
』
に
は
「
こ
ん
な
仕
来
り
は
今
は
廃

れ
た
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
早
く
に
お
こ
な
わ
れ
な
く
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
講
員

か
ら
の
聞
き
取
り
で
は
、
な
ん
じ
ょ
う
で
は
男
女
の
営
み
を
模
し
た
こ
と
も
お
こ
な

わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
同
様
に
尻
か
ら
け
も
行
事
も
終
盤
に
さ
し
か
か
り
帰
ろ
う
と

す
る
客
を
給
仕
人
が
追
い
か
け
て
飲
食
を
強
要
す
る
行
事
で
あ
る
。
豊
凶
占
い
と
は

昨
年
か
ら
藁
つ
と
に
入
れ
て
あ
っ
た
玄
米
の
様
子
を
み
て
、
そ
の
年
の
豊
凶
を
占
う

行
事
、
ま
た
御
取
穂
と
は
神
前
に
か
け
た
稲
穂
を
給
仕
人
が
と
っ
て
客
の
前
に
持
っ

て
行
き
、
客
が
そ
れ
ぞ
れ
の
分
を
取
る
行
事
で
、
先
の
な
ん
じ
ょ
う
と
と
も
に
農
耕

儀
礼
の
色
彩
が
強
く
う
か
が
わ
れ
る
。
た
だ
取
穂
の
行
事
は
な
く
な
っ
た
も
の
の
、

現
在
で
も
稲
穂
自
身
は
供
え
ら
れ
て
い
る
。
朝
の
膳
、
夜
の
膳
、
昼
寝
な
ど
は
か
つ

て
の
直
会
が
非
常
に
長
時
間
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
現
在

で
は
時
間
が
短
縮
さ
れ
た
た
め
に
い
ず
れ
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
笑
い
講
は
行
事
の
時
間
や
構
成
に
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
る
も
の

の
、
な
お
組
織
面
に
お
い
て
は
二
十
一
名
と
い
う
席
次
の
名
称
を
残
し
、
限
定
さ
れ

た
家
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
江
戸
時
代
後
期
の
姿
を
今
日

に
伝
え
て
い
る
。
こ
の
行
事
の
性
格
を
考
え
る
上
で
は
周
辺
地
区
の
大
歳
講
の
姿
を

見
る
必
要
も
あ
る
だ
ろ
う
。
笑
い
講
と
い
う
名
は
『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
も
記
さ

れ
て
お
り
古
く
か
ら
そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
が
、
小
俣

神
社
宮
司
の
母
親
の
談
に
よ
る
と
、
か
つ
て
こ
の
行
事
は
普
通
大
歳
講
と
呼
ば
れ
て

お
り
、
昭
和
三
五
年
こ
ろ
に
松
岡
利
男
氏
が
新
聞
に
紹
介
記
事
を
書
い
て
か
ら
笑
い

講
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。『
山
口
県
史
』〔
資
料
編
民
俗
二
暮
ら
し
と

環
境
〕
に
よ
る
と
大
道
地
区
で
は
現
在
で
も
、
多
く
の
地
区
で
大
歳
祭
が
行
わ
れ
て
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い
る
。
そ
の
中
に
は
岩
淵
の
よ
う
に
小
俣
神
社
の
氏
子
域
に
属
し
、
笑
い
講
の
講
員

が
居
住
す
る
ム
ラ
に
お
い
て
も
大
歳
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
る
例
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の

地
区
に
住
む
笑
い
講
の
講
員
は
、
地
元
の
大
歳
講
に
も
属
し
て
い
る
た
め
に
、
大
歳

祭
り
を
年
に
二
度
経
験
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
大
歳
神
に
関
す
る

祭
祀
組
織
は
各
ム
ラ
を
単
位
と
し
た
も
の
と
、
小
俣
神
社
の
氏
子
圏
全
体
と
し
た
笑

い
講
と
い
う
重
層
的
構
成
を
も
っ
て
い
る
が
、
笑
い
講
に
お
い
て
は
そ
の
講
員
の
数

が
二
一
軒
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
特
色
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
各
ム
ラ
の

大
歳
祭
り
に
お
い
て
も
、
当
屋
制
に
よ
っ
て
オ
ム
ロ
や
藁
づ
と
が
一
年
間
祭
祀
さ
れ

る
、
笑
い
講
の
よ
う
に
様
式
化
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
笑
い
が
要
求
さ
れ
る
、
性

的
な
営
み
が
模
さ
れ
る
と
い
っ
た
行
事
内
容
が
み
ら
れ
、
笑
い
講
と
の
類
似
点
が
明

ら
か
に
指
摘
で
き
る
。
と
す
れ
ば
な
ぜ
各
ム
ラ
の
大
歳
祭
り
と
、
笑
い
講
の
二
度
の

行
事
が
行
わ
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る

こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
神
社
祭
祀
と
講
と
の
関
係
を
考
え
る
た
め
に
も
有
効
で
あ
ろ

う
。『

防
長
寺
社
由
来
）
39
（

』
に
収
め
ら
れ
た
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
に
小
俣
八
幡
の
神

官
か
ら
提
出
さ
れ
た
文
書
に
は
、
小
俣
八
幡
の
祭
礼
に
「
地
下
御
庄
屋
畔
頭
其
外
社

付
の
役
人
以
上
廿
四
人
、
神
前
出
座
仕
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
。
庄
屋
畔
頭
が
合
計

で
何
名
い
た
の
か
が
不
明
で
あ
る
が
、
廿
四
人
と
い
う
数
か
ら
考
え
て
、「
社
付
の

役
人
」
が
二
一
名
を
指
す
可
能
性
は
高
い
だ
ろ
う
。
ま
た
『
防
長
風
土
注
進
案
）
40
（

』
の

小
俣
八
幡
の
祭
礼
に
関
す
る
箇
所
に
も
「
十
九
日
夜
流
鏑
馬
あ
り
、
当
社
の
産
戸
に

二
十
一
名
と
い
ふ
あ
り
、
其
う
ち
貞
頼
名
壱
人
護
郞
丸
名
壱
人
梢
永
名
壱
人
徳
滋
名

三
人
隔
年
に
壱
人
つ
ゝ
流
鏑
馬
の
射
手
を
勤
仕
す
」「
社
頭
に
神
符
と
い
ふ
も
の
あ

り
て
九
月
廿
日
の
神
事
土
人
貞
頼
名
こ
れ
を
捧
け
も
て
神
幸
の
鹵
簿
に
従
へ
り
」
な

ど
と
記
さ
れ
て
お
り
、
近
世
後
期
ま
で
は
小
俣
八
幡
神
社
自
体
の
祭
祀
に
も
笑
い
講

の
二
十
一
名
が
関
わ
っ
て
き
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
後
の
経
過
は
不
明
で
あ

る
が
、
松
岡
利
夫
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
か
つ
て
二
十
一
名
は
小
俣
神
社
の
祭
祀
組

織
で
あ
り
、
そ
の
摂
社
で
あ
る
大
歳
社
の
祭
祀
も
行
っ
て
き
た
が
、
天
保
期
以
降
に

小
俣
八
幡
の
祭
祀
は
氏
子
組
織
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
変
容
し
、
現
在
で
は
笑

い
講
に
だ
け
二
十
一
名
が
関
与
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
二
十
一
名

は
台
道
村
の
広
い
範
囲
に
分
布
し
て
い
た
が
、
村
内
の
各
ム
ラ
で
も
や
が
て
大
歳
神

を
祭
る
大
歳
講
が
結
成
さ
れ
、
大
歳
神
を
め
ぐ
る
祭
祀
は
笑
い
講
と
ム
ラ
ご
と
の
大

歳
講
と
い
う
二
重
構
造
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
だ
ろ
う
。　

以
上
の
よ
う
に
今
日
の
笑
い
講
と
、
各
ム
ラ
の
大
歳
講
、
あ
る
い
は
小
俣
八
幡
の

祭
祀
組
織
の
関
係
を
歴
史
的
に
整
理
し
て
み
る
と
、
現
在
で
は
講
と
い
う
形
で
祭
祀

が
行
わ
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
は
か
つ
て
神
社
祭
祀
に
直
接
関
係
し
て
い
た
可
能
性
が

高
い
こ
と
、
ま
た
神
社
を
め
ぐ
る
祭
祀
は
幾
重
も
の
重
層
性
を
有
す
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
て
く
る
。

13
牟
礼
地
区
坂
本
の
大
頭
講

春
日
神
社
が
鎮
座
す
る
牟
礼
地
区
坂
本
は
大
き
く
上
坂
本
と
下
坂
本
の
二
つ
に
わ

か
れ
、
ま
た
さ
ら
に
八
つ
の
組
に
も
わ
か
れ
て
い
る
。
坂
本
在
住
の
米
沢
正
男
氏
か

ら
提
供
い
た
だ
い
た
資
料
な
ど
に
よ
る
と
今
は
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
も
の
も
含
め
て

坂
本
に
は
表
4
の
よ
う
に
一
二
種
類
の
講
が
存
在
し
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
当
屋
制
に

よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
う
ち
春
日
神
社
の
祭
祀
と
密
接
に
関
係
を
も
ち
、
現
在
で
も
組
織
・
行
事
が

継
続
さ
れ
て
い
る
講
と
し
て
大
頭
講
が
あ
る
の
で
、そ
の
現
況
を
ま
ず
報
告
し
た
い
。

牟
礼
は
八
つ
の
組
に
わ
か
れ
る
が
、
大
頭
講
は
組
ご
と
に
運
営
さ
れ
て
お
り
、
現

在
坂
本
に
住
ん
で
い
る
人
は
大
半
が
い
ず
れ
か
の
講
に
属
し
て
い
る
。
組
の
中
で
頭

屋
を
定
め
、
そ
の
家
が
一
年
間
オ
ム
ロ
を
床
の
間
に
祭
る
。
毎
月
一
日
と
一
五
日
に

御
供
え
を
し
、
旧
暦
二
月
一
五
日
前
後
に
大
頭
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
る
。
大
頭
祭
り

が
終
わ
る
と
次
の
頭
屋
に
オ
ム
ロ
を
回
す
が
、
そ
の
順
番
は
籤
を
引
い
て
決
め
る
組

も
あ
れ
ば
、
最
初
か
ら
順
番
が
き
ま
っ
て
い
る
組
も
あ
っ
て
様
々
で
あ
る
。
大
頭
祭

り
の
時
に
は
、
家
の
玄
関
に
「
春
日
大
明
神
」
と
書
か
れ
た
幟
を
、
ま
た
床
の
間
の
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御
幣
の
前
に
御
幣
を
た
て
、
そ
の
前
に
山
海
の
産
物
や
洗
い
米
、
神
酒
を
供
え
る
。

参
加
者
は
頭
屋
の
家
族
だ
け
で
あ
る
。
神
官
に
来
て
も
ら
い
神
事
を
お
こ
な
い
、
そ

れ
が
終
わ
る
と
茶
菓
子
だ
け
の
簡
単
な
直
会
の
後
、
幟
を
か
か
げ
、
次
の
頭
屋
が
オ

ム
ロ
を
も
っ
て
自
宅
ま
で
行
く
。
な
お
組
に
よ
っ
て
は
頭
屋
を
二
軒
定
め
て
新
当
屋

と
旧
当
屋
と
呼
び
、
オ
ム
ロ
の
世
話
を
し
た
り
大
頭
祭
り
を
行
っ
た
り
す
る
主
要
な

仕
事
は
旧
頭
屋
が
行
い
、
翌
年
は
新
頭
屋
が
旧
頭
屋
に
な
り
、
あ
ら
た
に
新
頭
屋
が

選
出
さ
れ
る
と
い
っ
た
方
法
を
採
っ
て
い
る
組
も
あ
る
。
春
日
神
社
の
神
職
に
よ
る

と
こ
の
大
頭
講
や
大
頭
祭
り
は
以
前
は
牟
礼
地
区
の
各
ム
ラ
に
あ
っ
た
が
、
現
在
で

も
行
わ
れ
て
い
る
の
は
坂
本
だ
け
だ
と
い
う
。

こ
の
大
頭
講
の
成
立
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
古
文
書
が
残
さ
れ
て
お
り
、
末
冨
洋

子
氏
に
よ
っ
て
翻
刻
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
紹
介
し
て
お
き
た
い
）
41
（

。

抑　

春
日
社
之
儀
者
花
宮
山
阿
弥
陀
寺
御
建
立
之
御
開
山
俊
上
坊
ゟ
奈
良
之

都
ニ
御
鎮
座
被
成
候
春
日
社
を
御
勧
請
在
之
、
牟
礼
村
惣
鎮
守
と
奉
崇
来
り
候

所
昔
ゟ
都
之
身
固
段
致
候
へ
共
都
と
違
当
春
日
社
之
儀
者
甚
淋
し
敷
尚
御
神
幸

等
茂
無
之
御
祭
り
ニ
付
五
穀
成
就
牛
馬
繁
栄
並
神
事
踊
り
ト
テ
寛
文
四
辰
之
年

ゟ
三
番
続
キ
企
テ
仕
候
、
尚
雑
用
之
儀
者
先
年
よ
り
銀
貫
キ
ニ
シ
テ
相
調
申
候

所
年
寄
り
凶
年
之
節
を
貫
キ
立
至
極
六
ツ
ケ
敷
ニ
付
踊
モ
修
甫
止
と
し
て
過
ル

文
政
四
巳
之
年
六
組
申
合
牟
礼
村
一
統
願
出
候
処
野
山
之
内
ニ
而
所
々
被
仰
付

難
有
仕
合
ニ
奉
存
候
、
尚
坂
本
組
之
儀
者
野
山
之
内
四
ケ
所
被
仰
付
夫
々
御
焼

立
並
石
盛
り
等
相
成
追
々
松
植
立
仕
成
長
之
上
採
用
仕
代
銀
貸
付
利
銀
等
を
以

神
事
踊
り
相
調
来
り
候
所
過
ル
文
政
七
申
之
年
従　

大
公
儀
被
仰
出
之
趣
三
番

続
車
踊
り
等
之
類
一
統
御
差
留
被
仰
付
候
所
其
節
委
敷
く
願
書
を
以
御
嘆
申
出

候
処
春
日
社
神
事
踊
り
之
儀
ハ
当
御
宰
判
ニ
お
ゐ
て
無
類
之
行
形
之
事
ニ
付
往

古
よ
り
之
行
掛
り
を
以
引
続
キ
年
々
神
事
踊
り
無
懈
怠
仕
来
り
申
候
、
又
過
ル

天
保
十
三
寅
之
年
田
屋
組
引
受
番
之
節
又
々
従　

大
公
儀
一
統
御
差
留
之
御
沙

汰
被
仰
出
候
処
田
屋
組
よ
り
御
嘆
申
出
候
へ
共
此
度
之
儀
者
重
キ
御
制
事
ニ
付

御
免
不
被
仰
付
其
節
又
々
居
人
形
ニ
被
仰
付
候
様
重
而
御
嘆
申
出
候
へ
共
纔
之

事
ニ
而
茂
不
相
成
と
の
御
沙
汰
相
成
候
儀
ニ
神
意
江
対
シ
氏
子
中
も
乍
気
毒
出

体
ニ
相
叶
不
申
、
然
所
神
事
踊
り
無
之
ニ
而
地
下
中
申
合
惣
在
庁
企
テ
春
祭
り

之
節　

春
日
社
江
無
残
り
一
同
ニ
社
参
仕
御
神
酒
頂
戴
仕
候
規
定
之
儀
ハ
別
帳

ニ
委
敷
書
記
候
者
也

弘
化
四　

未
之
二
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

坂
本　

氏
子
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
庄
屋　

上
田
善
右
衛
門　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

畔
頭　
　

田
中
与
右
衛
門　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

証
人
百
姓　

源
次
郎　
　
　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

丸
田
宇
左
衛
門　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
当
時
坂
本
組
ニ
お
ゐ
て
地
下
役
人
中
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

証
人
百
姓　

上
田
弥
兵
衛　

印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
未
之
正
月
よ
り
源
次
郎
替
り
後
役
前
同
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

証
人
百
姓　

山
本
八
郎
右
衛
門　

印　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
申
之
正
月
よ
り
丸
田
右
衛
門
替
り
後
役
前
同
断

　
こ
の
史
料
に
登
場
す
る
惣
在
庁
と
い
う
名
称
に
ま
ず
注
目
し
た
い
。
牟
礼
で
は

神
社
の
春
の
祭
礼
に
際
し
て
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
以
来
神
事
踊
り
を
奉
納
し

て
き
た
が
、
そ
れ
が
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
に
差
し
止
め
を
命
じ
ら
れ
た
。
こ

の
時
に
は
願
書
を
提
出
し
ど
う
に
か
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
天
保
一
三
年

（
一
八
四
二
）
の
停
止
令
に
よ
っ
て
い
よ
い
よ
神
事
踊
り
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
っ
た
。
天
保
一
三
年
の
停
止
令
は
い
わ
ゆ
る
天
保
の
改
革
の
一
環
と
し
て
行

わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
長
州
藩
で
は
こ
の
時
期
に
由
緒
の
な
い
小
祠
な
ど
を
廃
す

る
淫
祠
解
除
政
策
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
神
事
踊
り
の
中
止
も
そ
れ
と
関
連
し
た
動

き
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。
こ
の
踊
り
は
牟
礼
村
の
う
ち
六
組
が

交
代
で
行
っ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
先
に
見
た
『
防
長
風
俗
注
進
案
）
42
（

』
に
、「
祭
賑

神
事
狂
言
氏
子
六
組
各
番
ニ
〆
興
行
致
来
候
事
」
と
し
て
登
場
す
る
も
の
と
同
一
の
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も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
停
止
に
関
し
て
善
後
策
を
惣
在
庁
で
相
談
し
、
春
祭
り
の
際

に
氏
子
が
残
ら
ず
社
参
し
神
酒
を
頂
戴
す
る
こ
と
を
決
定
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て

こ
の
惣
在
庁
は
、
先
に
述
べ
た
春
日
神
社
の
秋
祭
り
を
主
導
し
て
い
る
在
庁
で
は
な

く
、
坂
本
村
の
氏
子
中
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
春
日
神
社
で
は
、
秋
祭
り
は
在
庁
を
中
心
に
お
こ
な
わ
れ
る
一
方
で
、
寛
文
四
年

以
降
は
氏
子
中
に
よ
っ
て
春
祭
り
の
神
事
踊
り
が
執
行
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
こ
の

文
書
が
出
さ
れ
た
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
に
は
惣
在
庁
と
呼
称
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。

こ
の
文
書
が
大
頭
講
の
成
立
と
関
係
し
て
い
る
と
考
え
る
の
は
、
現
在
各
大
頭
講

に
残
さ
れ
て
い
る
文
書
が
い
ず
れ
も
弘
化
四
年
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

大
頭
講
の
成
立
は
こ
の
年
か
ら
春
祭
り
の
惣
在
庁
に
よ
る
社
参
が
は
じ
ま
っ
た
こ
と

と
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
。
組
が
交
代
で
行
っ
て
き
た
神
事
踊
り
が
中
止
さ
れ
た
こ

と
に
か
わ
っ
て
、組
を
単
位
と
し
て
大
頭
講
が
創
始
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
在
庁
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
て
い
た
春
日
神
社
の
祭
祀
に
、
組
を
単
位
と
し
て

牟
礼
坂
本
の
大
半
の
家
が
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
近
畿
地
方
で
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
宮
座
争
論
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
株
座
が

解
体
し
、
村
の
全
戸
が
加
入
す
る
村
座
が
成
立
す
る
、
あ
る
い
は
宮
座
そ
の
も
の
が

解
体
す
る
と
い
っ
た
過
程
を
た
ど
ら
ず
、
春
日
神
社
に
お
い
て
は
秋
祭
り
は
在
庁
が

中
心
と
な
り
、
ま
た
春
祭
り
に
際
し
て
は
大
頭
講
と
い
う
別
の
組
織
を
結
成
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
氏
子
中
・
惣
在
庁
が
執
行
す
る
と
い
う
二
重
の
祭
祀
組
織
が
併
存
し

て
い
っ
た
こ
と
に
特
色
が
あ
る
。
今
日
の
秋
祭
り
に
お
い
て
宵
祭
り
の
庭
神
事
は
在

庁
が
お
こ
な
い
、翌
日
の
巡
幸
は
氏
子
中
が
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
も
、

こ
の
祭
祀
を
め
ぐ
る
二
重
構
造
が
秋
祭
り
の
構
成
に
組
み
込
ま
れ
た
も
の
と
し
て
理

解
す
べ
き
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
今
日
で
は
講
組
織
の
一
つ
と
し
て
し
か
地
元
の
人
に
も

意
識
さ
れ
て
い
な
い
大
頭
講
も
、
先
述
の
笑
い
講
と
同
様
に
神
社
の
祭
祀
の
歴
史
に

深
く
か
か
わ
っ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
て
く
る
。
ま
た
先
に
見
た
大
道

の
笑
い
講
と
牟
礼
の
大
頭
講
を
併
せ
考
え
れ
ば
、
こ
の
地
域
で
は
特
定
の
家
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
る
祭
祀
組
織
と
、組
や
ム
ラ
を
単
位
と
し
て
全
戸
が
参
加
す
る
組
織
が
、

併
存
し
な
が
ら
今
日
も
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
大
き
な
特
色
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が

可
能
だ
ろ
う
。
先
に
み
た
佐
野
若
宮
神
社
の
本
当
・
宮
座
と
脇
当
と
の
一
見
不
可
解

な
関
係
も
、
牟
礼
に
お
け
る
在
庁
と
大
頭
講
、
大
道
に
お
け
る
笑
い
講
と
各
ム
ラ
の

大
歳
講
の
よ
う
な
歴
史
的
変
遷
に
基
づ
く
関
係
性
が
、
一
つ
の
組
織
の
中
で
観
察
さ

れ
る
も
の
と
し
て
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。

14
ム
ラ
と
神
社

最
後
に
ム
ラ
と
神
社
の
関
係
を
歴
史
的
に
考
察
し
た
い
。　

表
5
は
本
稿
で
主
要
な
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
た
牟
礼
地
区
の
神
社
・
祠
が
近
世
地
誌

に
ど
の
よ
う
に
登
場
し
て
い
る
の
か
を
時
代
順
に
記
載
し
た
も
の
で
あ
る
。
長
州
藩

で
は
元
禄
年
間
に
「
防
長
寺
社
堂
庵
御
根
帳
）
43
（

」
と
い
う
寺
社
を
書
き
上
げ
た
史
料
を

全
藩
的
に
作
成
し
て
お
り
、
こ
れ
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
天
保
期
の
淫
祠
解

除
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
長
州
藩
の
寺
社
管
理
の
基
準
と
な
る
史
料
と
い

え
る
。「
防
長
寺
社
堂
庵
御
根
帳
」
に
は
後
の
史
料
に
登
場
す
る
森
の
よ
う
な
も
の

は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
す
べ
て
の
信
仰
対
象
物
を
記
載
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
く
、
こ
の
時
点
で
「
防
長
寺
社
堂
庵
御
根
帳
」
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
そ

の
時
期
に
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
の
も
ま
た
早
計
で
あ
る
が
、
全
体
的
に
み
て
近

世
中
期
以
降
に
多
く
の
小
祠
類
が
設
け
ら
れ
た
傾
向
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

牟
礼
村
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
「
防
長
寺
社
堂
庵
御
根
帳
」
に
は
一
三
の
神
社
・

祠
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
神
社
と
ム
ラ
の
関
係
を
考
え
る
上
で
、
近
世

史
料
に
登
場
す
る
「
村
」「
小
名
」「
小
村
」
の
性
格
が
ま
ず
問
題
と
な
る
。「
防
長

寺
社
堂
庵
御
根
帳
」
に
は
社
祠
の
所
在
地
に
つ
い
て
「
坂
本
ニ
有
之
」
の
よ
う
に

地
名
の
み
を
記
し
て
い
る
場
合
と
、「
柳
村
ニ
有
之
」
の
よ
う
に
「
村
」
を
付
け
る

場
合
が
あ
る
が
、
両
者
の
間
に
は
実
体
的
な
差
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
史
料
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防長寺社堂庵御根帳 防長寺社由来（寛保元）防長地下上申（元文5）防長風土注進案（天保 13）
春日社 坂本ﾆ有之 春日大明神 春日大明神 春日社（坂本・御根帳入）

大本小社（春日社内） 大元社（春日社境内末社・御根帳に無し）
若宮（春日社内） 若宮社（春日社境内末社・御根帳に無し）

稲荷社（春日社境内末社・御根帳に無し）
疱瘡神社（春日社境内末社・御根帳に無し）
宇賀神（春日社境内末社・御根帳に無し）

荒神小社（阿弥陀寺
内）
鎮守小社（阿弥陀寺
内）

厄神森（坂本） 厄神森（坂本）
荒神社（坂本村乗澤・御根帳入り）
荒神社（坂本村丸田・御根帳入り）
厄神社（坂本村久保ノ上・御根帳に無し）
厄神社（坂本長命・御根帳に無し）
木船社（坂本村かし屋森・御根帳に無し）
厄神社（坂本村定刀・御根帳に無し）
大年社（坂本村・御根帳に無し）

牛ノ森（築地） 牛ノ森（築地） 牛頭社（坂本築地原・御根帳に無し）
荒神社 岸津ﾆ有之・「明治五申五月妙

見社江合併事，岸津神社ﾄ号
相改候事」

荒神社（岸津村・御根帳入り）

荒神森（岸津）
妙見社 岸津ﾆ有之・「岸津社改ﾒ□□

若社，明治五申三月」・「□□
先程社職被差上候寺件，い細
□□見候，右ﾆ付都直衛江抱
替□被仰付候様武光告，鈴木
□申出候付，明治三午五月廿
五日被差免候事」・都直衛抱

妙見社（岸津） 妙見小社（岸津） 妙見社（岸津・御根帳入り）

天神社（岸津妙見社境内・御根帳に無し）
稲荷社（岸津妙見社境内・御根帳に無し）

荒神森（岸津）
牛ノ森（岸津） 牛ノ森（岸津）

榎本社（岸津村・御根帳に無し）
日吉神社 多々良ﾆ有之・「浮野社と改号，

明治五三月」
山王宮（多々良） 山王社（多々良） 山王社（多々良村・御根帳入り）

荒神社（多々良） 荒神小社（多々良） 荒神社（多々良山中・御根帳入り）
地主森（多々良） 地主森（多々良）

厄神森（多々良）
秋葉社（多々良村山中・御根帳に無し）
秋葉社（多々良村水神山・御根帳に無し）

厄神社 柳村ﾆ有之・「柳社と改号，明治
五三月」

厄神社（柳） 厄神小社（柳） 厄神社（柳・御根帳入り）

起木森（柳）
厄神社（柳村上中西・御根帳に無し）

荒神社 末田ﾆ有之・「末田社と改号，明
治五三月」

荒神社（末田） 荒神小社（末田） 荒神社（浮野村末田・御根帳入り）

厄神社（浮野村末田・御根帳に無し）
竜神社 竜神山ﾆ有之・「海童」 竜神宮（竜山） 竜神小社（竜山） 龍神社（江泊り龍神山・御根帳入り）
荒神社 江泊草崎ﾆ有之・「草崎社と改

号，明治五三月」
荒神社（草崎） 荒神小社（草崎） 荒神社（江泊り草崎・御根帳入り）

祇園社（江泊り村草崎・御根帳に無し）
厄神社 木部村ﾆ有之・「木部社明治五

申三月改号，下木部ﾉ木部社へ
合併」

厄神社（木部） 厄神小社（木部） 厄神社（木部村所屋・御根帳入り）

荒神社 下木部村ﾆ有之・「木部社と改
号，明治五申三月」

荒神社（下木部） 荒神小社（下木部） 荒神社（下木部・御根帳入り）

表5　牟礼村における社祠の変遷
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防長寺社堂庵御根帳 防長寺社由来（寛保元）防長地下上申（元文5）防長風土注進案（天保 13）
諏訪社（下木部荒神社末社・御根帳に無し）

厄神社（下木部） 厄神小社（下木部） 厄神社（木部村・御根帳に無し）
根子森（下木部） 根子森（下木部）
氏ノ森（下木部） 氏ノ森（下木部）
祭り神森（下木部） 祭り神森（下木部）
竜王小祠（上木部） 龍王社（木部・御根帳に無し）
厄神森（上木部） 厄神森（上木部）

荒神小社（上木部大
光寺内）

権現社（木部水神山・御根帳に無し）
荒神社 「火産霊社明治五申三月改

号」
厄神社 岩畠ﾆ有之・「岩畑社，明治五

申三月廿七日社号替如願被差
免候事」

厄神社（岩畠） 厄神小社（岩畠） 厄神社（田屋村岩畠・御根帳入り）

王子小祠（岩畠） 王子小社（岩畠） 王子社（田屋村岩畠王子原・御根帳に無し）
厄神森（岩畠）

荒神森（岩畠）
厳島神社（田屋岩畠堤土手・御根帳に無し）
厄神社（田屋村岩畠雲岩寺鎮守・御根帳に無
し）

厄神社 田屋ﾆ有之・「田屋社ﾄ改号，明
治五申三月改号」

厄神社（田屋） 厄神小社（田屋） 厄神社（田屋村＊・御根帳入り）

恵美須社（田屋村厄神社境内・御根帳に無し）
大将軍社（田屋村＊・御根帳に無し）

大将軍森（田屋） 大将軍森（田屋）
木船社（田屋組）
荒神社（田屋村石原・御根帳に無し）
人丸社（田屋村現観寺鎮守）

今宮小祠（柳川東脇・今
宿）

今宮小社（柳川東脇） 今宮小社（浮野町尻・御根帳に無し）

厄神社（浮野町尻・御根帳に無し）
荒神社（浮野） 荒神社（浮野村法連寺山・御根帳入り）

祇園社（浮野村法連寺山・御根帳に無し）
柊社（浮野村法連寺山・御根帳に無し）
阿品社（浮野法連寺山・御根帳に無し）

望月森（浮野） 望月森（浮野）
恵比須堂（浮野町頭） 恵比須小社（浮野町

頭）
恵美須社（浮野町・御根帳に無し）

金比羅社（浮野村山・御根帳に無し）
稲荷社（金比羅社末社・御根帳に無し）

明神（明神） 明神石（明神）
厄神森（原垣内） 厄神森（原垣内）
道祖神森（原垣内） 道祖神森（原垣内）
貴布祢森（原垣内） 木船森（原垣内）

厄神森（山田） 厄神森（山田）
厄神森（田中） 厄神森（田中）
大僧坊ノ森（浦戸田） 大僧坊森（浦戸田）
大歳森（野田） 大歳森（野田）
起木森（中西） 起木森（中西）

荒神小社（平屋法蓮
寺内）
荒神小社（東山） 荒神社（東山・御根帳に無し）
牛王小社（東山） 牛王社（東山・御根帳に無し）

祇園社（東山・御根帳に無し）
竜王小社（米光）

祇園社（平左原・御根帳に無し）
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で
は
牟
礼
村
の
な
か
に
「
村
」「
小
名
」
な
ど
が
い
く
つ
あ
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
の
『
防
長
地
下
上
申
）
44
（

』、
天
保
一
三

年
（
一
八
四
二
）
の
『
防
長
風
土
注
進
案
）
45
（

』
な
ど
後
世
の
史
料
に
は
「
小
村
」「
小

名
」
の
記
載
が
あ
り
、
と
く
に
『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
は
各
小
名
の
軒
数
も
載
せ

ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
と
「
防
長
寺
社
堂
庵
御
根
帳
」
の
関
係
を
表
に
し
た
の

が
、
表
5
で
あ
る
。
小
名
は
一
般
的
に
は
字
な
ど
と
同
様
に
近
世
村
の
小
区
画
で
あ

り
、
か
な
ら
ず
し
も
民
俗
学
で
い
う
と
こ
ろ
の
ム
ラ
と
同
義
で
は
な
い
。「
防
長
地

下
上
申
」
に
は
牟
礼
村
に
三
二
の
小
村
、
ま
た
『
防
長
風
土
上
申
案
』
で
は
二
三
の

小
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
は
こ
の
う
ち
一
八
の
小
名
に

は
軒
数
が
書
か
れ
て
お
り
人
家
が
存
在
す
る
小
名
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
軒
数

か
ら
み
て
も
こ
れ
を
ム
ラ
と
し
て
理
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
一
八
の
小
名
の
う

ち
高
津
和
（
六
軒
）、
所
屋
（
一
七
軒
）、
中
西
（
一
二
軒
）、
酢
貝
（
五
軒
）、
今
宿

（
三
一
軒
）、浮
野
（
五
〇
軒
）、沖
ノ
原
（
三
〇
軒
）、小
浜
（
六
軒
）
な
ど
に
は
「
防

長
寺
社
堂
庵
御
根
帳
」
作
成
時
に
社
祠
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
今
宿
や
沖
ノ
原
な

ど
の
小
名
は
元
禄
以
降
に
干
拓
に
よ
っ
て
成
立
し
た
小
名
で
あ
り
、
ま
た
浮
野
は
街

道
に
沿
っ
た
町
場
で
や
は
り
干
拓
の
進
行
に
よ
っ
て
大
き
く
発
展
し
た
こ
と
が
推
測

さ
れ
る
の
で
、
元
禄
段
階
で
は
人
家
が
あ
る
小
名
に
ほ
ぼ
一
つ
ず
つ
の
社
祠
が
「
防

長
寺
社
堂
庵
御
根
帳
」
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
当
時
の

社
祠
の
祭
祀
が
そ
れ
ぞ
れ
の
ム
ラ
を
単
位
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
が

な
い
と
思
わ
れ
る
が
そ
の
具
体
相
を
知
り
う
る
史
料
は
少
な
い
。
た
だ
牟
礼
村
の
う

ち
「
防
長
寺
社
堂
庵
御
根
帳
」
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
岩
畠
の
厄
神
社
に
つ
い
て
は

天
正
元
年
（
一
五
七
三
）
に
作
成
さ
れ
た
次
の
よ
う
な
史
料
が
『
防
長
風
土
注
進
案
』

に
載
せ
ら
れ
て
お
り
当
時
の
祭
祀
組
織
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
）
46
（

。

　

防
州
佐
波
郡
牟
礼
令
岩
畠
村
厄
神
取
行
順
番
之
事

一
番　
　
　
　
　

秋
元
四
郎
兵
へ
屋
敷　

福
田
孫
左
衛
門

二
番　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

枝
光　

清
六

三
番　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
允

四
番　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
郎
左
衛
門

五
番　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
左
右
衛
門

六
番　
　
　
　
　

孫
左
衛
門
屋
敷　
　
　

石
田
太
郎
右
衛
門

七
番　
　
　
　
　

与
三
右
衛
門
屋
敷　
　

善
九
郎

八
番　
　
　
　
　

源
井
屋
敷　
　
　
　
　

十
右
衛
門

九
番　
　
　
　
　

大
江
屋
敷　
　
　
　
　

彦
三
郎

十
番　
　
　
　
　

入
道　
　
　
　
　
　
　

与
三
右
衛
門

十
一
番　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弥
兵
衛

十
二
番　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
次
兵
衛

十
三
番　
　
　
　

窪
屋
敷　
　
　
　
　

千
作

十
四
番　
　
　
　

入
道　
　
　
　
　
　
　

善
左
衛
門

　

以
上
拾
四
人

　

年
中
御
祭
之
事

一
四
土
用
ニ
御
神
楽
上
ケ
可
申
事

一
五
月
五
日
ニ
麦
初
穂
を
以
御
神
楽
上
ケ
可
申
事

一
霜
月
寅
ノ
日
ニ
御
祭
礼
仕
事

右
之
為
入
目
神
田
壱
段
先
年
＊
被
立
遣
所
如
件

　

天
正
元
年
霜
月
朔
日　
　

秋
友
四
郎
兵
衛
〔
花
押
〕

　
宮
司　

千
蔵
坊

　
神
主　

鈴
木
民
部
太
夫　
鈴
木
和
泉
家

　
頭
人　

十
四
人
中

こ
れ
に
よ
る
と
岩
畠
の
厄
神
社
に
お
い
て
は
天
正
元
年
に
は
一
四
軒
が
交
替
で
頭

人
を
つ
と
め
、
年
間
三
回
の
祭
礼
の
役
を
勤
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
他
の
ム
ラ

の
社
祠
に
お
い
て
も
同
様
に
当
屋
制
に
よ
っ
て
祭
祀
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が

推
定
で
き
る
だ
ろ
う
。

「
防
長
寺
社
堂
庵
御
根
帳
」作
成
以
降
、牟
礼
村
に
お
い
て
は『
防
長
寺
社
由
来
』〔
寛
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保
元
年〈
一
七
四
一
〉〕に
は
三
九
の
、ま
た『
防
長
地
下
上
申
』〔
元
文
五
年〈
一
七
四
〇
〉〕

で
は
四
八
の
、『
防
長
風
土
注
進
案
』〔
天
保
一
三
年
〈
一
八
四
二
〉〕
で
は
五
九
の
神

社
・
祠
・
森
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
お
り
そ
の
数
が
相
当
増
加
し
て
い
る
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。
ち
な
み
に
五
九
の
う
ち
荒
神
が
一
一
、
厄
神
が
一
二
で
あ
り
、
こ
の
二
神

は
各
小
名
に
ほ
ぼ
一
つ
ず
つ
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。『
防
長
風
土
注
進

案
』
で
「
御
根
帳
に
な
し
」
と
記
載
さ
れ
た
社
祠
な
ど
は
、
天
保
一
三
年
の
淫
祠
解

除
に
よ
っ
て
公
式
的
に
は
廃
止
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
淫
祠
解
除
は
「
防

長
寺
社
堂
庵
御
根
帳
」
に
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
小
祠
な
ど
の
土
地
を
耕
地
に
開
発
す

る
と
い
う
主
旨
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
地
方
で
は
明
治
初
期
に
神
社
の
整
理
が

お
こ
な
わ
れ
、
ま
た
明
治
四
〇
年
前
後
に
も
神
社
合
祀
が
進
め
ら
れ
た
た
め
に
、
現

在
の
社
祠
の
状
況
は
近
世
地
誌
に
よ
っ
て
知
り
う
る
も
の
か
ら
は
大
き
な
変
容
を
と

げ
て
い
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
現
地
を
訪
れ
る
と
淫
祠
解
除
さ
れ

た
は
ず
の
祠
や
森
が
今
も
存
在
し
祭
祀
さ
れ
て
い
る
姿
を
み
る
こ
と
が
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
廃
止
さ
れ
た
の
ち
復
活
し
た
も
の
も
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
現
地
調
査
や
史
料
の

博
捜
に
よ
っ
て
そ
の
後
の
推
移
を
悉
皆
的
に
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
残
念
な
が

ら
今
回
の
調
査
で
は
こ
の
作
業
を
完
了
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
牟
礼
地
区
に
つ
い

て
は
『
ふ
る
さ
と
牟
礼
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
牟
礼
地
区
に
お
け
る
部
落
信
仰
と
講
組

織
）
47
（

」
の
中
に
詳
し
く
昭
和
五
〇
年
前
後
の
小
祠
の
信
仰
が
報
告
さ
れ
て
い
る
の
で
、

こ
れ
を
参
照
す
る
と
最
近
に
お
い
て
も
荒
神
社
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
の
ム
ラ
に
存
在
し

て
お
り
、
当
屋
を
定
め
て
そ
の
祭
祀
を
お
こ
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
ム
ラ

を
さ
ら
に
細
分
化
し
た
組
の
単
位
で
地
神
講
、
厄
神
講
、
庚
申
講
な
ど
も
行
わ
れ
て

い
る
。
末
田
の
荒
神
社
の
よ
う
に
明
治
四
一
年
（
一
九
〇
八
）
に
神
社
合
祀
さ
れ
た

も
の
の
、
そ
の
時
の
財
産
処
分
で
得
た
代
価
の
利
子
を
も
っ
て
九
軒
が
当
屋
を
ま
わ

し
な
が
ら
荒
神
講
を
務
め
て
き
た
よ
う
な
例
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
近
世
地
誌
に
記

さ
れ
た
多
様
な
社
祠
の
信
仰
は
、
今
日
に
お
い
て
も
な
お
一
定
程
度
引
き
継
が
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
も
ち
ろ
ん
牟
礼
地
区
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で

は
な
く
、
防
府
市
内
の
各
地
区
で
同
様
に
観
察
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
防
府
市
内
の
各
地
域
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
近
世
以
降
、
村
、
ム
ラ
、

組
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
で
の
地
縁
組
織
を
単
位
と
し
て
社
祠
や
森
に
対
す
る
祭

祀
が
行
わ
れ
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
当
屋
制
に
よ
っ
て
営
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ

て
き
た
。「
氏
神
」
の
存
在
が
こ
の
地
で
は
近
畿
地
方
の
よ
う
に
明
確
に
像
を
結
ば

な
い
こ
と
も
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。多
様
な
当
屋
祭
祀
の
一
部
だ
け
を
と
り
だ
し
て
、

近
畿
地
方
の
事
例
と
照
合
し
「
宮
座
」
と
み
な
し
て
そ
の
特
色
を
論
じ
た
と
し
て
も
、

こ
の
地
域
の
信
仰
形
態
の
一
端
を
示
し
た
に
過
ぎ
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
ま
た

「
宮
座
」
概
念
を
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
で
の
祠
や
森
に
ま
で

拡
張
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
さ
ら
に
大
き
な
混
乱
を
招
く
こ
と
は
間
違
い
が

な
い
。
筆
者
が
「
宮
座
」
概
念
か
ら
一
度
解
放
さ
れ
、
新
た
な
視
点
で
各
地
域
の
神

社
祭
祀
組
織
を
観
察
・
考
察
す
る
必
要
を
こ
と
さ
ら
に
強
調
す
る
原
因
は
こ
の
点
に

も
あ
る
。

15
防
府
市
域
に
お
け
る
神
社
当
屋
制
の
特
徴

以
上
、防
府
市
内
の
社
祠
に
お
け
る
当
屋
制
を
も
つ
祭
祀
組
織
の
事
例
を
紹
介
し
、

そ
れ
ぞ
れ
に
そ
の
組
織
構
成
と
歴
史
的
な
推
移
に
つ
い
て
若
干
の
分
析
を
行
っ
て
き

た
。
ま
た
そ
れ
に
関
連
す
る
講
組
織
や
地
縁
組
織
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
不
十
分
な

が
ら
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
以
上
の
分
析
か
ら
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
こ
の
地

域
の
神
社
当
屋
制
の
特
色
と
し
て
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。

・  

神
社
に
関
す
る
当
屋
制
を
も
つ
組
織
と
し
て
は
、
氏
子
域
の
う
ち
特
定
の
ム
ラ

の
特
定
の
家
が
祭
祀
に
か
か
わ
る
タ
イ
プ
と
、
氏
子
域
の
ほ
ぼ
す
べ
て
の
ム
ラ
が

祭
祀
に
か
か
わ
る
タ
イ
プ
の
も
の
が
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
氏
子
域
を
い
く
つ

か
の
組
に
わ
け
そ
こ
か
ら
交
替
で
当
屋
を
選
ぶ
タ
イ
プ
と
、
毎
年
祭
祀
を
担
当
す

る
組
を
交
替
さ
せ
、
そ
の
中
か
ら
当
屋
を
選
ぶ
タ
イ
プ
が
み
ら
れ
る
。
年
齢
階
梯

制
は
み
ら
れ
ず
、
ま
た
名
を
単
位
と
し
た
祭
祀
組
織
も
多
く
は
な
い
。

・  

前
記
の
特
定
の
家
が
祭
祀
に
か
か
わ
る
組
織
を
も
つ
地
域
に
お
い
て
も
、
同
じ
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神
を
全
員
が
祭
祀
す
る
組
織
が
別
に
組
織
さ
れ
て
い
る
例
が
あ
る
（
春
日
神
社
の

在
庁
と
大
頭
講
・
大
道
の
笑
い
講
と
大
歳
講
な
ど
）。

・ 

神
社
を
祭
祀
す
る
組
織
の
他
に
、
ム
ラ
や
組
を
単
位
と
し
た
当
屋
制
を
も
つ
祭

祀
組
織
が
多
く
み
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
地
域
の
な
か
で
重
層
的
な
構
成
を
も
っ
て

い
る
。
ま
た
こ
の
地
域
の
神
社
や
小
祠
は
幕
末
以
来
数
次
の
神
社
整
理
に
よ
っ
て

大
き
く
変
化
を
し
て
お
り
、
近
世
中
期
ま
で
は
さ
ら
に
多
く
の
信
仰
対
象
に
対
す

る
当
屋
制
の
組
織
が
存
在
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

祭
祀
組
織
の
歴
史
的
な
性
格
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
各
祭
祀
組
織
が
も
つ
史
料
の

分
析
に
着
手
で
き
ず
、
近
世
地
誌
類
に
依
存
し
た
も
の
に
留
ま
っ
た
た
め
に
不
確
か

な
点
も
多
い
が
現
時
点
で
は
お
お
む
ね
次
の
よ
う
な
こ
と
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

・ 

当
該
地
域
に
お
け
る
神
社
当
屋
制
は
す
く
な
く
と
も
近
世
初
頭
ま
で
は
史
料
的

に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
。

・ 

近
世
中
期
ま
で
は
特
定
の
家
が
当
屋
を
勤
め
る
タ
イ
プ
の
組
織
が
中
心
で
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
が
、
近
世
後
期
に
は
そ
れ
を
残
存
さ
せ
な
が
ら
全
戸
が
加
入
し
う

る
講
組
織
な
ど
が
誕
生
す
る
。
ま
た
組
を
単
位
と
し
て
当
屋
を
出
す
タ
イ
プ
の
も

の
も
近
世
後
期
に
は
存
在
し
て
い
る
。

今
後
も
さ
ら
に
調
査
範
囲
を
拡
げ
、
防
長
地
域
に
お
け
る
神
社
祭
祀
組
織
の
特
質
を

よ
り
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
全
国
的
な
視
野
か
ら
そ
の
位
置
づ
け
を
明
確
に
す

る
努
力
を
続
け
た
い
。

註（
1
）　

筆
者
の
こ
の
よ
う
な
「
宮
座
」
観
は
、
今
回
の
共
同
研
究
で
の
研
究
者
間
で
の
討
議
を
通
じ

て
は
じ
め
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
執
筆
し
た
論
考
の
内
容
と
は
齟
齬
を
き

た
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

（
2
）　

肥
後
和
男
『
近
江
に
於
け
る
宮
座
の
研
究
』
東
京
文
理
科
大
学　

一
九
三
八
年

肥
後
和
男
『
宮
座
の
研
究
』
弘
文
堂　

一
九
四
一
年　

な
ど

肥
後
和
男
の
宮
座
研
究
に
つ
い
て
は
本
報
告
掲
載
の
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
）　

御
薗
生
翁
甫
「
周
防
国
佐
波
郡
牟
礼
村
郷
社
春
日
神
社
神
事
」『
防
長
史
学
』
一
―
二　

一
九
三
〇

（
4
）　

石
川
卓
美
「
平
清
水
八
幡
宮
の
宮
座
」『
防
長
文
化
』
一
―
二　

一
九
三
七

（
5
）　

関
敬
吾
「
宮
座
に
就
い
て
」『
山
村
生
活
調
査
』
二
号　

一
九
三
六
年　

所
収　

（
6
）　

能
美
宗
一
「
宮
座
と
神
事
役
者
」『
防
長
文
化
』
一
―
三　

一
九
三
七

（
7
）　

佐
伯
通
香
・
脇
寿
雄
・
吉
本
万
二
郎
「
若
宮
神
社
の
宮
座
」『
防
長
文
化
』
一
―
三　

一
九
三
七

（
8
）　

こ
れ
ら
三
人
に
よ
る
宮
座
研
究
は
膨
大
な
数
に
及
ぶ
が
こ
こ
で
は
代
表
と
し
て
次
の
も
の
を

あ
げ
て
お
き
た
い
。

原
田
敏
明
『
村
祭
と
座
』
中
央
公
論
社　

一
九
七
六
・
同
『
村
の
祭
祀
』
中
央
公
論
社　

一
九
七
五

萩
原
龍
夫
『
中
世
祭
祀
組
織
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館　

一
九
六
二

安
藤
精
一
『
近
世
宮
座
の
史
的
研
究
』
吉
川
弘
文
館　

一
九
六
〇

（
9
）　

坪
井
洋
文
『
神
道
的
神
と
民
俗
的
神
』
未
来
社　

一
九
八
九

藤
井
昭
『
宮
座
と
名
の
研
究
』
雄
山
閣　

一
九
八
七

（
10
）　

伊
藤
忠
芳「
阿
川
八
幡
の
祭
祀
組
織
―
山
口
県
豊
浦
郡
豊
北
町
大
字
阿
川
―
」『
社
会
と
伝
承
』

三
―
三　

一
九
五
九

（
11
）　

宮
崎
典
也
「「
オ
ハ
ケ
」
の
一
資
料
に
つ
い
て　

―
山
口
県
宇
部
地
方
―
」『
社
会
と
伝
承
』

六
―
二　

一
九
六
二

（
12
）　

原
田
敏
明
「「
オ
ハ
ケ
」
奉
斎
の
形
式
と
そ
の
変
遷
」『
帝
国
学
士
院
記
事
』
二
―
一　

一
九
四
三
・
同
「
オ
ハ
ケ
を
訪
ね
て
」『
社
会
と
伝
承
』
一
―
一　

一
九
五
六

（
13
）　

松
岡
利
夫
「
大
歳
祭
と
笑
講　

―
防
府
市
大
道
字
小
俣
―
」『
社
会
と
伝
承
』
二
―
二　

一
九
五
八

（
14
）　

松
岡
利
夫
「
祭
祀
組
織
と
村
落
社
会
」『
地
域
社
会
と
宗
教
の
史
的
研
究
』
柳
原
書
店　

一
九
六
三

（
15
）　

高
見
寛
孝
『
荒
神
信
仰
と
地
神
盲
僧
』
岩
田
書
院　

二
〇
〇
六

（
16
）　

徳
丸
亞
木
『「
森
神
信
仰
」
の
歴
史
民
俗
学
的
研
究
』
東
京
堂
出
版　

二
〇
〇
二　
　

（
17
）　
『
山
口
県
の
ま
つ
り
』
山
口
県
ふ
る
さ
と
づ
く
り
県
民
会
議　

一
九
八
二　

な
ど

（
18
）　

貝
英
幸
「
周
防
国
松
崎
天
神
社
「
十
月
会
」
と
大
内
氏
」『
芸
能
史
研
究
』 

一
二
七　

一
九
九
四

（
19
）　

播
磨
定
男
「
神
社
祭
礼
と
宮
座
―
新
屋
河
内
賀
茂
神
社
の
頭
番
文
書
を
中
心
に
―
」『
徳
山

大
学
論
叢
』
五
三　

二
〇
〇
〇

（
20
）　

御
薗
生
翁
甫
「
周
防
国
佐
波
郡
牟
礼
村
郷
社
春
日
神
社
神
事
」『
防
長
史
学
』
一
―
二　

一
九
三
〇

（
21
）　

山
口
県
文
書
館
編
修
『
防
長
風
土
注
進
案
』
第
一
四
巻　

山
口
県
立
山
口
図
書
館　

一
九
六
四

（
22
）　

春
日
神
社
神
官
は
在
庁
の
一
員
で
は
な
い
が
他
の
住
民
か
ら
は
同
一
視
さ
れ
て
い
る
。

（
23
）　

御
薗
生
翁
甫
氏
の
調
査
当
時
は
現
在
の
三
役
は
三
老
（
さ
ん
と
し
よ
り
）
と
よ
ば
れ
て
お
り
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「
当
年
の
大
頭
を
一
老
、
明
年
の
大
頭
を
二
老
、
明
後
年
の
大
頭
を
三
老
」
と
い
う
順
に
順
番

を
回
し
て
い
た
。
ま
た
「
当
年
の
大
頭
の
家
を
頭
屋
と
云
ふ
」
と
い
う
記
載
も
あ
り
、
大
頭
の

う
ち
一
老
を
頭
屋
と
も
い
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

御
薗
生
翁
甫
「
周
防
国
佐
波
郡
牟
礼
村
郷
社
春
日
神
社
神
事
」『
防
長
史
学
』
一
―
二　

一
九
三
〇

（
24
）　

肥
後
和
男
『
宮
座
の
研
究
』
弘
文
堂
書
房　

一
九
四
一

（
25
）　

松
崎
天
満
宮
文
書
「
周
防
国
衙
候
人
連
署
書
状
」（
文
亀
元
年
）　
『
山
口
県
史
』
史
料
編
中

世
二　

二
〇
〇
一

（
26
）　

慶
長
四
年
以
降
の
松
崎
天
満
宮
社
領
惣
目
録
に
は
「
天
満
宮
在
庁
給
」
の
記
載
が
み
ら
れ
る
。

　
「
周
防
国
佐
波
郡
松
崎
天
満
宮
社
領
惣
目
録
」（
慶
長
四
年
）　
『
山
口
県
史
』
史
料
編
近
世
一

下　

一
九
九
九
な
ど

（
27
）　

こ
の
部
分
は
寛
保
元
年
に
春
日
神
社
神
主
鈴
木
和
泉
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
。

『
防
長
寺
社
由
来
』
第
三
巻　

山
口
県
文
書
館　

一
九
八
三

（
28
）　

山
口
県
文
書
館
編
修
『
防
長
風
土
注
進
案
』
第
一
四
巻　

小
郡
宰
判　

山
口
県
立
山
口
図
書

館　

一
九
六
四

（
29
）　

吉
野
正
修
「
玉
祖
若
宮
神
社
の
宮
座
に
つ
い
て
」『
山
口
県
神
道
史
研
究
』
三　

一
九
九
一

（
30
）　

山
口
県
文
書
館
編
修
『
防
長
風
土
注
進
案
』
第
一
四
巻　

山
口
県
立
山
口
図
書
館

（
31
）　

大
塚
玉
祖
神
社
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
祭
祀
に
あ
た
る
役
割
は
「
当
屋
」「
本
当
」「
寄
当
」

な
ど
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
近
世
の
史
料
に
は
「
頭
屋
」
と
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、

表
記
は
時
代
に
よ
っ
て
区
別
し
た
。

（
32
）　

原
資
料
は
大
崎
の
玉
祖
神
社
所
蔵
。
本
稿
で
は
大
塚
在
住
の
木
原
富
太
氏
が
ワ
ー
プ
ロ
打
ち

さ
れ
た
資
料
を
い
た
だ
き
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

（
33
）　

山
口
県
文
書
館
編
修
『
防
長
風
土
注
進
案
』
第
一
四
巻　

山
口
県
立
山
口
図
書
館　

一
九
六
四

（
34
）　

藤
井
昭
『
宮
座
と
名
の
研
究
』
雄
山
閣
出
版　

一
九
八
七

　

 

坪
井
洋
文
『
神
道
的
神
と
民
俗
的
神
』
未
来
社　

一
九
八
九　

（
35
）　

米
沢
正
年
氏
作
成
の
資
料
「
坂
本
の
講
組
織
に
つ
い
て
」・
牟
礼
郷
土
誌
同
好
会
「
牟
礼
地

区
に
お
け
る
部
落
信
仰
と
講
組
織
」（『
ふ
る
さ
と
牟
礼
』
二
号　

一
九
八
〇
）
お
よ
び
現
地
調

査
に
よ
っ
て
作
成
。

（
36
）　

管
見
で
は
笑
い
講
に
つ
い
て
書
か
れ
た
文
章
に
は
次
の
も
の
が
あ
る
。

松
岡
利
夫
「
大
歳
祭
と
笑
講　

―
防
府
市
大
道
字
小
俣
―
」『
社
会
と
伝
承
』
二
―
二　

一
九
五
八

『
続
防
府
市
史
』
一
九
六
〇
（
当
該
部
分
の
執
筆
は
御
薗
生
翁
甫
）

松
岡
利
夫
「
祭
祀
組
織
と
村
落
社
会
」『
地
域
社
会
と
宗
教
の
史
的
研
究
』
柳
原
書
店　

一
九
六
三

松
岡
利
夫
編
著
『
周
防
長
門
の
生
活
誌
』
山
口
県
教
育
委
員
会　

一
九
七
六

『
防
府
市
史
』
資
料
一
（
自
然
・
民
俗
・
地
名
）　

一
九
九
四
（
当
該
部
分
の
執
筆
は
松
岡
利
夫
）

（
37
）　

坪
郷
英
彦
・
金
谷
玲
子
「
屋
敷
取
り
と
住
ま
い
か
た
」『
山
口
県
史
』
資
料
編
民
俗
二　

二
〇
〇
六

（
38
）　

坪
郷
英
彦
・
金
谷
玲
子
「
屋
敷
取
り
と
住
ま
い
か
た
」『
山
口
県
史
』
資
料
編
民
俗
二　

二
〇
〇
六

（
39
）　
『
防
長
寺
社
由
来
』
第
四
巻　

山
口
県
文
書
館　

一
九
八
三

（
40
）　

山
口
県
文
書
館
編
修
『
防
長
風
土
注
進
案
』
第
九
巻　

山
口
県
立
山
口
図
書
館　

一
九
六
四

（
41
）　

末
冨
洋
子
「
古
文
書
解
読
」『
ふ
る
さ
と
牟
礼
』
八
（
牟
礼
郷
土
誌
同
好
会
）　

一
九
九
六

（
42
）　

山
口
県
文
書
館
編
修
『
防
長
風
土
注
進
案
』
第
一
四
巻　

山
口
県
立
山
口
図
書
館　

一
九
六
四

（
43
）　
『
防
府
市
史
』
史
料
Ⅱ　

一
九
九
六　

所
収

（
44
）　

山
口
地
方
史
学
会
編
『
防
長
地
下
上
申
』
第
二
巻　

マ
ツ
ノ
書
店　

一
九
七
九　

防
長
地
下
上
申
は
享
保
一
二
年
（
一
七
二
七
）
か
ら
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
に
か
け
て
各

村
か
ら
提
出
さ
れ
た
文
書
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
牟
礼
村
に
つ
い
て
は
元
文
五
年

（
一
七
四
〇
）、
大
道
村
（
史
料
で
は
小
俣
村
）
に
つ
い
て
は
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
に
文
書

が
提
出
さ
れ
て
い
る
。

（
45
）　

山
口
県
文
書
館
編
修
『
防
長
風
土
注
進
案
』
第
一
四
巻　

山
口
県
立
山
口
図
書
館　

一
九
六
四

（
46
）　
『
山
口
県
史
』
史
料
編
中
世
二　

二
〇
〇
一

（
47
）　

牟
礼
郷
土
誌
同
好
会
「
牟
礼
地
区
に
お
け
る
部
落
信
仰
と
講
組
織
」『
ふ
る
さ
と
牟
礼
』
二

号　

一
九
八
〇

（
滋
賀
県
立
大
学
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（
二
〇
〇
九
年
一〇
月
二
日
受
付
、
二
〇
一〇
年
五
月
二
五
日
審
査
終
了
）
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In Yamaguchi Prefecture, the to-ya system of Shinto shrines is seen over a considerably wide area. However, 

the to-ya system has not been studied sufficiently. Studying the to-ya system in this region is important for 

connecting the case examples in Hiroshima Prefecture and Okayama Prefecture with those in northern Kyushu 

that have been studied in the past, and also indispensable for looking at the so-called "miya-za" in the Kinki area 

from a relative viewpoint.

This article studies a case example in Hofu City that historically has a close relationship with the area near 

Kyoto and Nara. As a result, it was found that there are two types of organizations for religious services in a shrine 

with the to-ya system in this region: one is the type of zaicho in Kasuga Shrine and miya-za in Sano Wakamiya 

Shrine where a particular house in a particular village in the ujiko area is involved with religious services, and the 

other is the type of an organization where almost all villages in the ujiko area are involved with religious services. 

Even in the region with the former type where a particular house is involved with religious services, there are 

some separate organizations where all members worship the same god such as taito-ko compared to zaicho in 

Kasuga Shrine, or otoshi-ko compared to warai-ko in Daido. These were perhaps newly created time in history.

Even in the latter type of organization where all villages are involved with religious services, there are two 

types: one is the type of dividing the ujiko area into several kumi groups, and selecting to-ya by rotation from the 

kumi groups; and the other is the type of switching the kumi groups to assume religious services every year, and 

selecting to-ya from them. The seniority system is not seen in either the former or the latter types, and there are 

not many organizations for religious services based on a unit of myo.

The characteristic of this region is that in addition to an organization for religious services in a shrine, there 

are many organizations for religious services such as for mountain god, forest god, otoshi-ko, etc. within the to-ya 

system based on a unit of villages and kumi groups, and each has a multilayered construction in the region. Shinto 

shrines and small shrines in this region have been reorganized several times since the late Tokugawa period. 

Therefore, there might have been more organizations for religious services with the to-ya system until the middle 

of the early modern period.

Key words: To-ya system, ohake, expulsion of faith in a malicious god, organization of ko

To-ya System in the Area of Hofu City, Yamaguchi Prefecture

ICHIKAWA Hideyuki


