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「
地
域
文
化
」
は
暮
ら
し
や
生
業
と
の
関
わ
り
に
よ
っ
て
実
利
的
に
、
か
つ
精

神
的
に
創
造
さ
れ
、
日
常
的
に
洗
練
さ
れ
な
が
ら
、
永
年
に
亘
り
息
づ
い
て
い
る

有
機
的
な
具
象
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
決
し
て
虚
栄
や
装
飾
品
で
は
な
い
。
具
体
的

に
は
、
当
地
の
生
業
に
伴
う
手
段
や
方
法
、
場
所
、
風
土
、
気
候
、
環
境
な
ど
の

地
域
的
な
特
異
性
は
も
と
よ
り
、
そ
れ
に
参
加
し
た
り
実
践
し
た
り
す
る
人
々
の

年
齢
や
性
別
な
ど
の
違
い
に
よ
っ
て
独
自
性
を
創
り
出
し
、
そ
の
名
称
や
具
象
が

地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
だ
け
で
あ
っ
て
、「
地
域
文
化
」
の
精
髄
や
結
実
に
変
わ

り
は
な
い
。
自
ら
が
生
ま
れ
育
っ
た
場
所
や
地
域
か
ら
現
在
に
至
ら
し
め
た
過
程

を
振
り
返
り
、
体
得
し
て
き
た
数
々
の
風
俗
習
慣
に
等
し
い
〝文
化
〞
や
、
息
づ

い
て
い
る
〝教
養
〞
を
内
省
し
、
考
察
し
て
み
れ
ば
「
地
域
文
化
」
の
効
用
や
影

響
に
つ
い
て
認
識
す
る
に
違
い
な
い
。
生
ま
れ
て
育
つ
と
い
う
こ
と
は
、そ
の
〝地

域
〞
と
の
関
わ
り
や
、
地
域
の
人
々
と
の
触
れ
合
い
を
意
味
す
る
。
生
き
て
い
る

と
い
う
事
実
を
し
て
〝文
化
〞
の
受
容
で
あ
り
、
〝教
養
〞
を
紡
ぐ
過
程
で
あ
る

と
言
え
よ
う
。
改
め
て
自
ら
が
育
っ
た
「
地
域
」
を
歩
い
て
み
れ
ば
、
〝文
化
〞

の
尊
厳
や
効
用
を
実
感
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

人
は
人
を
育
み
、
人
に
育
て
ら
れ
る
。
決
し
て
、
一
人
で
人
に
な
る
わ
け
で
は

な
い
。
身
近
な
〝文
化
〞
や
、
身
に
つ
け
た
〝教
養
〞
の
充
実
は
、
多
く
の
人
々

を
介
在
し
、
関
わ
り
な
が
ら
洗
練
さ
れ
て
き
た
、
歴
史
的
に
し
て
社
会
的
な
所
産

で
あ
る
。
先
師
や
先
人
た
ち
の
営
み
の
な
か
に
、
新
た
に
後
発
の
自
分
が
加
わ
る

こ
と
に
よ
っ
て
温
故
知
新
、
自
ら
の
血
脈
や
位
相
を
承
知
し
、
歴
史
的
に
し
て
社

会
的
な
位
相
を
自
覚
す
る
。
今
は
亡
き
人
々
を
も
含
め
た
多
く
の
人
々
と
連
携
、

連
帯
し
な
が
ら
生
き
て
い
る
と
い
う
、
意
識
の
継
承
や
活
動
の
具
現
こ
そ
が
生
き

抜
く
〝教
養
〞
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
識
や
活
動
が
有
意
義
な
生
存
を
可
能
に
し
、

多
様
な
人
生
を
創
造
す
る
〝地じ

力り
き

〞
で
あ
る
。
各
自
の
〝地
力
〞
は
、「
地
域
文
化
」

と
共
に
醸
し
出
さ
れ
、
蓄
積
さ
れ
る
潜
在
的
な
原
動
力
で
あ
り
人
間
性
で
あ
る
。

　

人
は
理
由
を
抱
い
て
生
ま
れ
、
予
め
過
不
足
な
く
知
・
情
・
意
を
備
え
た
全
人

と
し
て
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
。
多
く
の
人
々
と
関
わ
り
、
多
く
の
動
物
や
植
物

を
含
め
た
天
然
・
自
然
と
も
触
れ
合
い
な
が
ら
社
会
的
な
規
範
、
事
の
善
悪
や
美

醜
、礼
儀
作
法
か
ら
身
体
感
覚
な
ど
を
身
に
つ
け
る
。
そ
れ
は
不
文
律
の
〝文
化
〞
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を
日
々
体
得
し
、
人
格
を
涵
養
し
た
り
個
性
を
育
成
し
た
り
、
紆
余
曲
折
を
経
な

が
ら
人
生
と
い
う
長
い
歳
月
を
歩
む
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
生
を
探
求
す
る
と

い
う
日
常
の
営
為
と
共
に
、
身
近
な
〝
文
化
〞
に
励
ま
さ
れ
慰
め
ら
れ
な
が
ら
、

教
材
に
等
し
い
年
中
行
事
や
通
過
儀
礼
な
ど
の
機
会
に
伴
う
、
貴
重
な
経
験
に
応

じ
て
醸
成
さ
れ
る
〝
文
化
〞
の
効
用
を
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　

人
生
に
と
っ
て
必
要
な
〝
教
養
〞
は
、
学
校
と
い
う
場
所
や
授
業
の
教
材
だ
け

で
学
び
、
教
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
は
現
代
を
生
き

抜
く
た
め
に
、
通
時
的
に
し
て
共
時
的
な
観
念
を
創
り
、
共
感
覚
や
価
値
観
を
生

み
出
す
。
そ
の
礎
に
宿
っ
て
い
る
「
地
域
文
化
」
の
滋
養
や
、
育
ま
れ
た
命
を
愛

惜
し
、
哀
れ
を
知
る
心
を
慈
し
む
こ
と
が
、
ど
う
し
て
未
来
を
生
き
抜
く
妨
げ
に

な
ろ
う
。
例
え
ば
、
日
進
月
歩
の
発
展
や
開
発
に
心
血
を
注
ぎ
、
絶
え
間
な
く
創

出
さ
れ
る
多
種
多
様
な
モ
ノ
の
機
能
に
依
存
し
、
無
意
識
に
追
従
し
続
け
る
日
常

生
活
を
営
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
。
無
常
の
命
に
包
ま
れ
た
〝
哀
れ
〞
を
知
る
こ
と

が
、
モ
ノ
の
氾
濫
に
よ
る
人
工
的
な
環
境
の
拡
大
化
や
、
人
間
の
無
機
質
化
現
象

を
抑
制
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
う
の
だ
が
、
ど
う
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、
限
り
な

く
豊
か
な
モ
ノ
へ
の
憧
れ
や
、
入
手
へ
の
欲
望
を
絶
や
す
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

挑
み
続
け
る
人
間
の
観
念
や
生
態
を
し
て
〝
哀
れ
〞
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
の
だ

が
、
ど
う
だ
ろ
う
。
人
は
生
き
る
こ
と
に
拘
泥
し
躍
起
と
な
る
あ
ま
り
、
お
互
い

に
支
え
合
い
が
必
要
だ
と
い
う
弱
さ
や
必
然
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。

　

人
生
の
妙
味
を
体
得
し
た
先
人
や
先
師
は
、「
世
の
中
は
持
ち
つ
持
た
れ
つ
立

つ
身
な
り
人
っ
て
え
文
字
を
見
る
に
つ
け
て
も
」「
駕か

ご篭
に
乗
る
人
担
ぐ
人
そ
の

ま
た
草わ
ら
じ鞋

を
作
る
人
」「
寝
て
い
て
も
団う
ち
わ扇

の
動
く
親
心
」「
転う
た
た
ね寝

も
叱
り
手
の
な

い
寒
さ
か
な
」「
親
の
恩
歯
が
抜
け
て
か
ら
噛
み
し
め
る
」「
散
る
桜
残
る
桜
も
散

る
桜
」
な
ど
と
い
う
戯
れ
歌
を
詠
み
、
人
情
の
機
微
を
伝
え
て
い
る
。
そ
こ
に
は

共
生
共
存
の
尊
厳
や
、
や
む
を
得
な
い
役
割
分
担
の
受
容
、
必
然
に
対
す
る
了
解

な
ど
が
読
み
と
れ
る
。
か
つ
て
の
〝
結
・
無
尽
・
講
〞
な
ど
に
よ
る
農
作
業
か
ら

冠
婚
葬
祭
、
屋
根
（
家
）
普
請
、
道
や
橋
の
普
請
、
そ
し
て
富
士
山
詣
、
お
伊
勢

参
り
に
至
る
ま
で
、隣
り
近
所
を
含
め
た
地
域
の
人
々
と
の
共
同
や
協
働
に
よ
る
、

維
持
継
承
だ
っ
た
こ
と
を
も
の
語
っ
て
い
る
。
筆
者
の
家
郷
（
岩
手
県
一
関
市
花

泉
町
）
で
は
田
植
え
を
終
え
る
と
〝
早さ

な苗
ぶ
り
〞
や
〝
馬ま
ん

鍬が
ん

洗
い
〞
と
称
し
て
、

近
隣
の
人
々
と
自
宅
で
慰
労
会
を
行
っ
た
り
、
馴
染
み
の
温
泉
地
へ
と
〝
湯
治
〞

に
出
掛
け
た
り
し
て
疲
れ
を
癒
や
し
、
親
睦
を
深
め
る
こ
と
も
あ
っ
た
。「
和
を

以
て
尊
し
と
な
す
」
と
い
う
教
え
は
、
農
山
漁
村
に
限
ら
ず
古
今
東
西
に
亘
り
重

要
な
処
世
術
で
あ
る
。「
ゴ
ミ
０ぜ
ろ

運
動
」
に
呼
び
出
さ
れ
た
り
、
子
ど
も
た
ち
の

交
通
安
全
の
た
め
に
、通
学
路
の
途
中
に
あ
る
横
断
歩
道
の
道
ば
た
に
立
っ
た
り
、

防
犯
の
夜
ま
わ
り
に
参
加
し
た
り
す
る
地
域
ぐ
る
み
の
取
り
組
み
が
盛
ん
で
あ

る
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
呼
ば
れ
る
活
動
も
、
事
や
地
域
に
限
ら
ず
、
多
く
の
人
々

と
の
関
わ
り
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
る
暗
黙
の
連
携
や
連
帯
感
、
紐
帯
意
識
な
ど

の
具
現
で
あ
り
、
共
同
や
協
働
の
効
用
で
あ
る
。
確
か
に
「
壁
に
耳
あ
り
障
子
に

目
あ
り
」「
親し
ん

の
泣
き
寄
り
他
人
の
喰
い
よ
り
」「
人
を
見
た
ら
泥
棒
と
思
え
」
な

ど
と
い
う
諺
も
あ
る
が
、「
人
の
振
り
見
て
我
が
振
り
直
せ
」「
渡
る
世
間
に
鬼
は

な
い
」「
情
け
は
人
の
た
め
な
ら
ず
」「
袖
す
り
合
い
も
他
生
の
縁
」
な
ど
と
い
う

諺
も
あ
る
。

　

ま
た
、〝
夜
に
爪
を
切
る
と
親
の
死
に
目
に
会
え
な
い
〞〝
夜
に
口
笛
吹
く
と
お
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化
け
が
出
る
ぞ
〞〝
家
の
敷
居
は
跨
ぎ
、
畳
の
縁へ
り

は
踏
ん
で
は
い
け
な
い
〞
な
ど

と
戒
め
ら
れ
て
き
た
、「
〜
は
い
け
な
い
」
と
い
う
禁
忌
の
教
訓
も
あ
る
。
こ
れ

ら
を
俗
信
や
悪
習
、
あ
る
い
は
迷
信
だ
と
し
て
一
蹴
し
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
れ
で

い
て
今
で
も
四
や
九
を
好
ま
な
い
人
が
多
く
、末
広
が
り
だ
と
い
う
「
八
」
や
ラ
ッ

キ
ー
セ
ブ
ン
（
７
）
を
好
む
。
あ
る
い
は
「
葦あ
し

」
を
「
吉よ
し

」
に
、「
す
る
」
を
「
当

た
る
」
と
言
い
、「
終
わ
り
」
を
「
お
開
き
」
と
言
い
換
え
る
。
こ
う
し
た
言
葉

に
限
ら
ず
、
物
事
に
よ
っ
て
は
「
不
吉
だ
」「
縁
起
で
も
な
い
」
と
嫌
悪
し
、「
縁

起
を
担
い
で
」「
縁
起
も
の
」を
歓
迎
す
る
。
だ
か
ら「
縁
は
異
な
も
の
味
な
も
の
」

と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
日
本
各
地
に
「
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
」
と
呼
ば
れ
る
場
所
が
あ
り
、「
縁

結
び
」
や
「
学
問
」
の
神
様
が
祀
ら
れ
名
所
に
な
っ
て
い
る
。
参
拝
者
は
商
売
繁

盛
、
家
内
や
交
通
の
安
全
、
世
界
平
和
な
ど
も
合
わ
せ
て
祈
願
す
る
こ
と
が
多
い
。

私
も
ひ
た
す
ら
祈
る
こ
と
、
願
う
こ
と
が
多
く
、
叶
え
た
い
と
思
う
こ
と
も
人
後

に
落
ち
な
い
。
ま
さ
に「
神
様
も
弱
り
果
て
て
る
絵
馬
の
数
」（
江
戸
時
代
の
川
柳
）

と
い
う
欲
望
に
満
ち
た
状
況
を
捉
え
た
苦
肉
の
一
句
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ

ぞ
れ
願
い
事
を
唱
え
、
御
利
益
を
期
待
す
る
人
々
の
心
情
、
参
拝
に
伴
う
仕
草
や

所
作
、
作
法
を
含
め
た
言
語
行
動
が
、
そ
の
人
を
形
成
し
て
い
る
教
養
で
あ
り
、

息
づ
い
て
い
る
文
化
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

教
養
や
文
化
は
、
風
習
や
習
慣
の
別
称
に
等
し
い
。
言
葉
の
言
い
換
え
や
「
縁

起
」
に
こ
だ
わ
る
風
習
は
、言こ
と
だ
ま霊

（
言
魂
）
信
仰
と
呼
ば
れ
る
精
霊
崇
拝
主
義
（
ア

ニ
ミ
ズ
ム
）
の
神
髄
を
継
承
し
て
い
る
証
左
で
あ
る
。
科
学
的
な
根
拠
が
な
く
迷

信
だ
、
と
毛
嫌
い
す
る
な
ら
ば
、
儀
式
の
席
上
で
挨
拶
さ
れ
る
来
賓
の
胸
花
を
紫

色
や
緑
色
、あ
る
い
は
黒
色
に
し
、結
婚
披
露
宴
の
祝
辞
の
な
か
に
「
折
れ
る
」「
切

れ
る
」
を
用
い
て
「
終
わ
り
」
と
言
い
、
冥
土
へ
の
旅
立
ち
を
飾
る
「 

白
装
束
」

を
色
彩
豊
か
な
洋
装
に
、
い
ず
れ
も
近
代
的
な
思
想
や
科
学
的
な
根
拠
に
基
づ
き

開
発
を
促
し
、
進
歩
発
展
さ
せ
て
も
良
さ
そ
う
な
も
の
な
の
に
、
今
も
猶
昔
な
が

ら
の
仕
来
り
だ
と
い
う
、〝
古
式
ゆ
か
し
く
厳
か
に
〞
と
こ
だ
わ
る
の
は
何
故
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
も
、
最
新
の
機
器
を
完
備
し
た
「
○
○
会
館
」「
△
△
ホ

テ
ル
」「
□
□
セ
ン
タ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
洋
風
や
和
風
の
、
立
派
な
施
設
で
挙
行

さ
れ
る
と
い
う
の
に
、
非
科
学
的
だ
と
い
う
風
習
や
、
旧
態
依
然
と
思
わ
れ
が
ち

な
伝
統
に
迎
合
す
る
の
は
ど
う
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
何
か
に
つ
け
て
「
科
学
的

な
根
拠
を
示
せ
」「
合
理
的
な
理
由
は
？
」「
客
観
的
に
説
明
せ
よ
」
な
ど
と
い
う

理
窟
を
展
開
し
、
科
学
や
合
理
性
（
化
）
を
追
求
す
る
、
理
性
的
な
現
代
人
で
あ

る
と
自
負
し
が
ち
な
私
た
ち
な
の
に
、
先
代
か
ら
の
風
習
に
固
執
し
た
り
追
従
し

た
り
す
る
の
は
何
故
な
の
で
あ
ろ
う
か
。そ
れ
は
仕
来
り
と
称
さ
れ
る
も
の
事
が
、

い
ず
れ
も
洗
練
さ
れ
な
が
ら
有
機
的
に
存
在
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
。
今

に
伝
え
ら
れ
た
現
実
と
関
わ
り
な
が
ら
仕
来
り
を
体
得
す
る
こ
と
が
、
未
来
へ
と

生
き
る
私
た
ち
の
日
常
で
あ
り
、
必
然
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
万
事
は
求
め
合

い
な
が
ら
連
綿
と
連
な
り
、
そ
し
て
結
ば
れ
て
お
り
、
総
合
的
に
息
づ
い
て
い
る

と
い
う
証
し
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

人
は
自
然
の
恵
み
に
支
え
ら
れ
て
き
た
。
田
舎
の
人
も
都
会
の
人
も
自
然
に
依

存
し
な
が
ら
生
き
な
が
ら
え
て
き
た
。
だ
か
ら
な
の
か
、「
お
互
い
様
で
す
」
と

い
う
互
恵
互
助
や
共
助
の
精
神
を
養
い
、「
御
陰
様
で
す
」
と
い
う
挨
拶
と
な
り
、

共
生
共
存
の
生
き
様
を
促
さ
れ
て
き
た
。
さ
ら
な
る
人
の
英
知
に
期
待
す
る
だ
け
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で
は
な
く
、
今
に
伝
え
ら
れ
、
す
で
に
あ
る
「
文
化
」
と
関
わ
り
な
が
ら
、
自
ら

を
愛
惜
す
る
こ
と
が
無
常
の
世
を
生
き
る
私
た
ち
の
責
務
で
あ
り
、
お
互
い
に
頼

り
合
う
紐
帯
意
識
を
強
化
す
る
秘
鑰
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
も
、

御
為
ご
か
し
の
言
葉
に
よ
る
誤
解
や
、〝
高
品
質
、
高
性
能
、
多
機
能
〞
な
ど
と

繰
り
返
さ
れ
、〝
モ
ノ
〞
の
消
費
に
駆
り
立
て
ら
れ
る
欲
望
や
幻
想
、
錯
覚
、
過

度
な
依
存
な
ど
か
ら
自
ら
を
解
放
し
、
伝
統
に
裏
づ
け
ら
れ
た
古
典
の
存
在
を
認

め
、潜
在
的
な
能
力
や
個
性
を
引
き
出
そ
う
と
い
う
試
み
を
怠
っ
て
は
い
け
な
い
。

そ
れ
で
い
て
、「
御
一
新
」
以
来
の
「
近
代
化
」
を
盲
信
し
、
安
易
な
進
歩
発
展

の
「
強
迫
観
念
」
に
自
惚
れ
て
は
い
け
な
い
（
注
１
）。

す
で
に
永
年
に
亘
っ
て
紡
い
で
き

た
文
化
が
存
在
し
、
伝
統
の
息
づ
い
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
中
山
間
地
や
限
界
集
落

な
ど
と
呼
ば
れ
る
農
山
漁
村
や
、
新
た
な
住
民
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
都
市
都
会

の
な
か
の
、
い
ず
れ
も
〝
地
域
〞
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
古
今
に
亘

る
暮
ら
し
が
あ
る
の
だ
か
ら
。

二
、〝
都
市
〞
と
い
う
地
域

　
　
　
　
　
　
（
１
）
唱
歌
「
村
祭
」
を
口
ず
さ
み
な
が
ら

　
　
　

一　

村
の
鎮
守
の
神
様
の

　
　
　
　
　

今
日
は
め
で
た
い
お
祭
り
日

　
　
　
　
　

ど
ん
ど
ん
ひ
ゃ
ら
ら　

ど
ん
ひ
ゃ
ら
ら

　
　
　
　
　

ど
ん
ど
ん
ひ
ゃ
ら
ら　

ど
ん
ひ
ゃ
ら
ら

　
　
　
　
　

朝
か
ら
聞
こ
え
る
笛
太
鼓

　
　
　

　
　
　

二　

今
年
も
豊
年
満
作
で

　
　
　
　
　

村
は
総
出
の
大お
お
ま
つ祭

り

　
　
　
　
　

ど
ん
ど
ん
ひ
ゃ
ら
ら　

ど
ん
ひ
ゃ
ら
ら

　
　
　
　
　

ど
ん
ど
ん
ひ
ゃ
ら
ら　

ど
ん
ひ
ゃ
ら
ら

　
　
　
　
　

夜
ま
で
賑
わ
う
宮
の
森

　

は
じ
め
に
「
村
祭（
注
２
）」

と
題
す
る
文
部
省
唱
歌
を
掲
げ
て
み
た
。
御
存
知
の
方
も

多
い
で
あ
ろ
う
。「
鎮
守
の
神
様
」
や
「
お
祭
り
日
」
は
村
だ
け
に
あ
っ
て
、
都

市
都
会
と
呼
ば
れ
て
い
る
地
域
に
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

確
か
に
「
平
成
の
大
合
併
」
に
伴
い
、〝
村
〞
の
数
が
軒
並
み
減
少
し
た
の
だ

か
ら
（
注
３
）、

新
た
な
名
称
の
町
市
の
増
加
に
比
例
し
て
「
町
祭
り
」
や
「
市
祭
り
」
と

い
う
総
称
に
相
応
し
い
〝
催
し
も
の
〞
や
、「
都
市
都
会
祭
り
」
と
で
も
呼
び
た

く
な
る
よ
う
な
〝
イ
ベ
ン
ト
〞
が
増
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
の
〝
催
し
も

の
〞
も
〝
イ
ベ
ン
ト
〞
も
多
く
の
参
加
者
を
得
て
、
大
い
に
賑
わ
い
を
見
せ
て
い

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
い
て
唱
歌
「
村
祭
」
を
歌
い
覚
え
る
こ
と
は
な
い
だ

ろ
う
。「
村
の
鎮
守
の
神
様
」
は
、
地
域
の
人
々
に
よ
っ
て
祀
ら
れ
、
祭
り
は
地

域
の
人
々
の
繋
が
り
に
よ
っ
て
営
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
氏
子
と
呼
ば
れ
る
人

間
関
係
や
役
割
り
に
伴
う
生
態
系
が
息
づ
い
て
い
る
。
従
っ
て
、「
祭
り
」
は
「
神

を
祀
る
」
地
域
の
人
々
の
営
為
で
あ
り
伝
統
で
あ
る
。
町
や
市
の
行
政
が
企
画
し

た
り
主
催
し
た
り
す
る
〝
催
し
も
の
〞
や
〝
イ
ベ
ン
ト
〞
と
は
性
質
が
違
う
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
願
い
を
秘
め
て
祈
り
を
捧
げ
る
「
鎮
守
の
森
の
神
様
」
が

存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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祭
祀
祭
礼
の
維
持
や
継
承
は
、〝
神
人
一
体
〞
の
象
徴
で
あ
り
、
人
間
と
自
然

の
融
合
で
あ
る
。
人
間
と
神
、
そ
し
て
自
然
と
の
三
位
一
体
と
い
う
べ
き
共
同
体

で
あ
る
。
そ
の
〝
神
〞
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
〝
八や

百お

万よ
ろ
ず〞

の
「
自
然
神
」
で

あ
る
。
目
に
見
え
な
い
〝
神
様
〞
だ
け
に
、喩
え
て
言
え
ば
「
孤
独
は
山
に
な
く
、

街
に
あ
る
。
一
人
の
人
間
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
大
勢
の
人
間
の
『
間
』
に
あ
る

の
で
あ
る
。
孤
独
は
『
間
』
に
あ
る
も
の
と
し
て
空
間
の
如
き
も
の
で
あ
る
。（
中

略
）
孤
独
を
味
わ
う
た
め
に
、
西
洋
人
な
ら
ば
街
に
出
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が

東
洋
人
は
自
然
の
な
か
に
入
っ
た
。
彼
等
に
は
自
然
が
社
会
の
如
き
も
の
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
東
洋
人
に
社
会
意
識
が
な
い
と
い
う
の
は
、
彼
等
に
は
人
間
と
自

然
と
が
対
立
的
に
考
え
ら
れ
な
い
た
め
で
あ
る（
注
４
）。」と

い
う「
孤
独
」に
限
ら
な
い
。

神
や
祭
祀
祭
礼
、
儀
礼
も
ま
た
農
山
漁
村
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
人
口
の
多

寡
で
括
っ
て
出
来
た
町
や
市
の
な
か
に
あ
っ
て
も
、
従
来
通
り
地
域
の
行
事
と
し

て
、
神
様
を
い
た
だ
く
祭
儀
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
市

町
村
合
併
が
「
財
政
の
健
全
化
」
や
「
行
政
事
務
の
効
率
化
」「
住
民
サ
ー
ビ
ス

の
向
上
」
な
ど
と
い
う
謳
い
文
句
を
掲
げ
て
実
施
さ
れ
た
も
の
の
、
果
た
し
て
口

実
通
り
に
実
現
し
た
の
か
ど
う
か
、
検
証
し
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
私
は
学
校

に
て
、民
主
主
義
を
支
え
る
の
は
「
主
権
在
民
で
あ
る
」
と
教
え
ら
れ
た
の
だ
が
、

市
町
村
合
併
の
是
非
を
尋
ね
ら
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
「
そ
も
そ
も
議

会
と
い
う
立
法
府
の
力
で
す
べ
て
が
統
治
で
き
る
と
思
っ
て
い
た
こ
と
が
間
違
い

だ
っ
た
の
で
あ
り
、
実
際
に
統
治
の
た
め
の
多
く
の
決
定
を
下
し
て
い
る
の
は
行

政
府
で
あ
る
と
い
う
現
実
を
踏
ま
え
て
、
こ
の
現
実
に
対
応
す
る
策
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
い
う
。
だ
か
ら
「
住
民
投
票
制
度
の
よ
う
な
強
化
パ
ー
ツ

が
増
え
て
い
け
ば
、
社
会
は
よ
り
民
主
的
に
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
だ
が
、
い
つ

か
ど
こ
か
の
時
点
で
『
民
主
主
義
』
な
る
も
の
が
達
成
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

民
主
主
義
は
、
常
に
来
る
べ
き
も
の
に
と
ど
ま
る
。
け
れ
ど
も
、
い
ま
は
民
主
主

義
の
名
に
値
す
る
民
主
主
義
は
存
在
し
て
い
な
い
。
だ
か
ら
、
民
主
主
義
の
実
現

を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
民
主
主
義
は
い
ま
も
な
お
、
来
る
べ
き
も
の
に

と
ど
ま
っ
て
い
る（
注
５
）。」

と
い
う
指
摘
や
見
解
に
共
感
を
覚
え
た
。
こ
れ
か
ら
は
言

葉
の
真
意
を
理
解
す
る
た
め
に
も
、
徒
に
理
想
や
願
望
を
夢
想
し
た
り
、
期
待
を

抱
い
た
り
す
る
惰
性
や
幻
想
か
ら
の
脱
皮
を
目
指
し
、
来
た
る
べ
き
日
を
迎
え
る

た
め
の
批
判
や
批
評
、
試
行
、
追
求
な
ど
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
教
え
ら

れ
た
。
因
み
に
、
宮
澤
賢
治
は
「
永
久
の
未
完
成
、
こ
れ
完
成
で
あ
る
」
と
記
し

て
い
る
（
注
６
）。

だ
か
ら
な
の
か
、
民
主
主
義
は
「
来
る
べ
き
も
の
」
で
あ
っ
て
も
「
完

成
」
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

　

斯
く
し
て
市
町
村
合
併
は
実
施
さ
れ
た
。
市
町
村
が
合
併
し
て
新
た
な
名
称
と

共
に
町
や
市
と
な
り
、
役
所
の
場
所
が
移
動
し
た
り
組
織
内
の
名
称
を
変
更
し
た

り
と
、今
で
も
行
政
や
財
政
の
「
改
革
」
に
余
念
が
な
い
。
そ
の
「
改
革
」
に
よ
っ

て
地
方
交
付
税
や
人
件
費
の
削
減
な
ど
の
効
果
を
発
揮
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
合
併

推
進
の
口
実
通
り
「
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
」
に
至
り
、
住
民
の
義
務
や
権
利
が

効
率
的
に
、且
つ
合
理
的
に
果
た
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、

村
道
が
市
道
に
格
上
げ
さ
れ
た
か
ら
と
言
っ
て
、
直
ち
に
道
幅
が
歩
道
付
き
で
拡

張
さ
れ
、
交
通
の
便
が
進
歩
し
、
安
全
が
開
発
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
ま
で
の
村
や
町
が
運
営
し
て
い
た
上
下
水
道
が
、
市
営
に
移
行
し
た
か
ら
と

言
っ
て
貯
水
量
が
増
え
た
り
、
汚
水
処
理
能
力
が
急
速
に
改
善
さ
れ
た
り
す
る
わ
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け
で
も
、
村
町
民
税
が
市
民
税
に
な
っ
て
、
料
金
や
負
担
が
軽
減
さ
れ
た
わ
け
で

も
な
い
だ
ろ
う
。
ま
し
て
や
例
年
通
り
の
「
村
祭
り
」
も
一
緒
に
合
併
し
、「
お

祭
り
日
」
を
変
更
し
た
り
内
容
が
近
代
的
に
な
っ
た
り
、
お
祭
り
の
趣
旨
が
発
展

し
た
り
改
革
さ
れ
た
り
し
て
、「
お
祭
り
」
そ
の
も
の
が
合
理
化
さ
れ
便
利
に
な
っ

た
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ「
鎮
守
の
神
様
」を
不
在
に
し
て
、「
市

民
参
加
」
を
謳
う
〝
イ
ベ
ン
ト
〞
や
〝
催
し
も
の
〞
が
増
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

お
祭
り
は
、
祭
祀
祭
礼
の
一
環
で
あ
り
全
部
で
あ
る
。
神
様
を
介
し
て
の
非
日

常
的
な
儀
式
で
あ
り
、
感
謝
と
願
い
を
込
め
た
儀
礼
で
あ
る
。
森
羅
万
象
と
の
共

生
や
共
存
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
人
間
の
、
真
摯
な
処
世
観
で
あ
り
謙
虚
な
受

容
で
あ
る
。
唱
歌
「
村
祭
」
の
歌
詞
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
日
本
の
自
然
神
や

八や

百お

万よ
ろ
ずの

神
々
は
、
閑
静
な
「
鎮
守
の
森
」
の
な
か
だ
け
で
は
な
く
、
都
市
の

た
だ
中
に
社
（
や
し
ろ
）
を
構
え
て
鎮
座
し
て
お
り
、
雑
踏
が
行
き
交
う
街
角
な

ど
に
も
祀
ら
れ
て
い
る
と
い
う
伝
統
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
そ
の
所
在
に
関
心

を
寄
せ
由
来
な
ど
を
繙
い
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
（
２
）
東
京
・
銀
座
の
〝
村
祭
り
〞

　

時
世
時
節
は
流
れ
て
暮
ら
し
に
変
化
を
も
た
ら
し
て
き
た
。
第
二
次
産
業
（
工

業
を
主
体
に
）
の
興
隆
に
伴
い
、
そ
れ
を
補
完
し
助
長
す
る
か
の
よ
う
に
第
三
次

産
業
（
商
業
を
主
体
に
）
も
多
様
化
し
た
。
第
一
次
産
業
で
あ
る
農
林
漁
業
か
ら

の
人
口
移
動
に
よ
っ
て
第
二
次
産
業
や
第
三
次
産
業
の
労
働
力
を
担
い
、
一
層
の

進
展
を
支
え
て
き
た
。そ
の
活
動
の
拠
点
が
都
市
都
会
と
呼
ば
れ
る
地
域
で
あ
る
。

そ
れ
は
人
口
の
密
集
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
生
産
と
消
費
を
繰
り
返
す
の
に
都
合

の
よ
い
場
所
で
あ
る
。
た
と
え
、
か
つ
て
の
市
町
村
が
合
併
に
よ
っ
て
新
た
な
市

町
名
に
な
り
、
行
政
の
区
域
が
変
更
し
て
も
、
そ
の
土
地
に
根
づ
い
て
い
た
祭
祀

や
祭
礼
、
儀
式
な
ど
の
仕
来
り
ま
で
が
合
併
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
仕
来

り
は
定
期
的
な
習
慣
に
伴
う
長
い
伝
統
に
よ
っ
て
醸
成
さ
れ
た
〝
型
〞
が
、
今
も

猶
息
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
好
例
を
示
す
か
の
よ
う
な〝
祭
り
〞

が
行
わ
れ
た
と
い
う
の
で
紹
介
し
た
い
。

　

こ
の
記
事
は
、「
銀
座
の
氏
神　

歌
舞
伎
座
へ
」
と
い
う
見
出
し
の
も
と
に
、「
東

京
・
銀
座
周
辺
の
守
り
神
、
鉄
砲
洲
稲
荷
神
社
（
東
京
都
中
央
区
）
の
例
大
祭
の

ハ
イ
ラ
イ
ト
『
御
本
社
神
輿
渡
御
』
が
３
日
に
あ
り
、
法
被
姿
の
氏
子
た
ち
が
、

４
月
に
新
開
場
し
た
歌
舞
伎
座
を
バ
ッ
ク
に
威
勢
よ
く
、
神
輿
を
か
つ
い
で
練
り

歩
い
た
＝
写
真
、
鈴
木
竜
三
撮
影
＝
。

　

大
型
連
休
後
半
の
初
日
と
あ
っ
て
、
銀
座
は
普
段
の
休
日
以
上
の
に
ぎ
わ
い
。

氏
子
た
ち
は
大
き
な
掛
け
声
を
上
げ
な
が
ら
、
き
ら
び
や
か
な
神
輿
を
勇
壮
に
か

つ
ぎ
、
拍
手
で
応
え
る
沿
道
の
見
物
客
と
一
緒
に
祭
り
を
盛
り
上
げ
た
。」（
写
真

１
を
参
照
の
こ
と（
注
７
）。）

と
い
う
よ
う
に
報
じ
ら
れ
て
い
た
。

　

こ
れ
は
、
今
で
こ
そ
首
都
・
東
京
と
か
、
中
央
区
銀
座
な
ど
と
呼
ば
れ
た
り
、

あ
る
い
は
都
市
都
会
に
し
て
、
地
価
日
本
一
な
ど
と
言
わ
れ
た
り
す
る
も
の
の
、

そ
の
由
来
や
由
緒
、
創
始
、
創
建
な
ど
が
必
ず
し
も
定
か
で
は
な
い
祭
祀
や
祭
礼

で
あ
っ
て
も
、
そ
の
地
の
人
々
、
た
と
え
氏
子
と
呼
ば
れ
な
く
と
も
、
社
（
や
し

ろ
）
の
創
設
や
創
建
が
何
年
で
あ
っ
て
も
、
祭
礼
や
儀
礼
、
儀
式
を
、
そ
の
地
や

社
会
状
況
の
変
遷
と
共
に
、
長
い
歳
月
に
亘
っ
て
継
承
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実

に
ほ
か
な
ら
な
い
（「
鉄
砲
洲
稲
荷
神
社
」
の
由
来
は
明
確
な
の
で
あ
ろ
う
）。
こ
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の
な
か
に
も
息
づ
い
て
お
り
、
都
市
都
会
を
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

銀
座
の
〝
氏
神
様
〞
は
、
三
木
清
の
い
う
「
孤
独
」
と
違
っ
て
「
山
に
も
街
に
も

あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
一
人
の
人
間
に
限
ら
ず
、
確
か
に
「
大
勢
の
人
間

の
『
間
』
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
祭
祀
は
忘
れ
て
い
て
も
、

御
祭
礼
の
日
を
待
ち
か
ね
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
（
３
）
東
京
・
隅
田
川
の
沿
岸
を
歩
く

　
〝
神
様
〞
は
中
山
間
地
の
村
里
や
農
山
漁
村
の
道
端
だ
け
で
は
な
く
、
都
市
都

会
と
呼
ば
れ
て
い
る
街
角
や
、
繁
華
街
の
路
地
裏
に
も
鎮
座
し
て
い
る
と
い
う
事

実
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
当
地
の
歴
史
や
歴
代
住
民
の
思
い
を
偲
ば
ず
に
は
い

ら
れ
な
い
。
今
で
こ
そ
ビ
ル
の
一
角
に
祠
が
祀
ら
れ
（
写
真
２
を
参
照
の
こ
と
）、

隅
田
川
沿
い
に
首
都
高
速
道
路
六
号
線
が
貫
き
、
そ
の
高
架
を
斜
め
下
か
ら
見
上

げ
る
場
所
な
が
ら
、
排
除
さ
れ
た
り
遠
く
へ
と
移
転
を
強
い
ら
れ
た
り
さ
れ
る
こ

と
も
な
く
、
由
緒
あ
る
場
所
に
と
ど
ま
り
、
創
建
当
時
の
ま
ま
の
威
厳
を
保
っ
て

い
る
。
そ
の
社
や
し
ろは

隅
田
川
神
社
と
言
い
、「
隅
田
川
総
鎮
守
、
水
神
社
、
浮
島
神

社
と
も
い
わ
れ
、
在
原
業
平
の
古
歌
か
ら
言
問
の
岡
と
い
わ
れ
て
歴
史
は
古
く
、

隅
田
川
流
域
の
船
舶
関
係
者
の
尊
崇
を
集
め
た
。
特
に
荷
船
仲
間
の
水
神
様
と
し

て
崇
め
ら
れ
、
両
国
橋
の
川
開
き
燈
篭
な
ど
も
水
神
尊
崇
の
現
れ
で
、
現
に
そ
の

祭
儀
に
は
当
神
社
が
当
た
っ
て
い
る
。
隅
田
川
が
増
水
し
た
時
も
沈
ま
な
か
っ
た

こ
と
か
ら
〝
浮
島
〞
の
名
も
あ
っ
た
。
海
運
・
運
送
業
者
が
水
神
祭
に
参
詣
し
て

い
る
。」
と
い
う
。
続
け
て
「
木
母
寺
と
同
様
に
昭
和
五
十
一
（
一
九
七
六
）
年

に
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
南
西
に
隅
田
川
寄
り
に
移
転
。
以
前
料
亭
〝
八
百
松
〞

写真１　 東京・銀座の「歌舞伎座」前を練り歩く「御本社神輿渡
御」の様子（読売新聞より転載）

れ
こ
そ
伝
統
の
底
力
で
あ
り
、
時
の
地
元
住
民
た
ち
の
団
結
力
が
見
事
に
発
揮
さ

れ
、
そ
の
御
陰
で
継
承
さ
れ
実
を
結
び
続
け
て
き
た
の
だ
と
い
う
感
慨
を
抱
か
ず

に
は
い
ら
れ
な
い
。

　

か
つ
て
は
武
蔵
の
国
の
一
寒
村
に
過
ぎ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
当
地
が
〝
銀
座
〞

と
な
り
、
首
都
・
東
京
に
な
っ
た
今
で
も
〝
神
様
〞
を
祀
り
、
社
や
し
ろを

守
り
、
祭
礼

の
日
に
〝
神
様
〞
を
だ
し
0

0

に
し
て
神
輿
を
か
つ
ぎ
、
そ
の
地
の
界
隈
を
練
り
歩
く

人
々
が
い
る
と
い
う
の
だ
か
ら
、〝
神
様
〞
は
確
か
に
都
市
都
会
で
暮
ら
す
人
々
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の
あ
っ
た
あ
た
り
で
、〝
八
百
松
〞
は
森
鴎
外
の
『
百
物
語
』
や
小
山
内
薫
の
『
大

川
端
』
な
ど
の
小
説
の
舞
台
に
も
な
っ
て
い
た（
注
８
）。」

と
い
う
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
。

　

さ
ら
に
は
、よ
く
見
か
け
る
狛
犬
の
代
わ
り
に
石
づ
く
り
の
亀
が
、や
は
り
「
阿

吽
の
呼
吸
」
よ
ろ
し
く
向
か
い
合
っ
て
い
た
（
写
真
３
を
参
照
の
こ
と
）。
こ
れ

は
「
水
神
様
へ
石
亀
を
奉
納
す
る
の
は
古
い
風
習
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う（
注
９
）。」

と
い

う
説
明
が
添
え
ら
れ
て
い
た
。
ど
こ
へ
行
っ
て
も
、そ
の
姿
の
見
え
な
い
〝
神
様
〞

な
の
だ
が
、
神
様
と
崇
め
、
神
様
を
お
祀
り
し
た
人
々
の
一
途
な
思
い
が
、
代
を

超
え
時
を
経
て
今
に
伝
え
ら
れ
、
心
の
繋
が
り
の
証
し
の
よ
う
に
諭
さ
れ
、
木
立

ち
に
囲
ま
れ
た
本
殿
に
向
か
っ
て
願
い
事
を
つ
ぶ
や
き
、
今
後
の
健
勝
や
安
寧
を

祈
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

そ
し
て
、
隅
田
川
神
社
の
門
前
を
右
折
し
て
東
白
鬚
公
園
内
を
通
り
抜
け
た
。

右
手
に
隅
田
川
の
気
配
を
感
じ
な
が
ら
、
岸
辺
の
頭
上
に
延
び
る
首
都
高
速
道
路

六
号
線
と
平
行
し
な
が
ら
南
下
す
る
と
、
隅
田
川
に
架
か
る
桜
橋
と
言
問
橋
の
中

程
に
鎮
座
す
る
「
三み
め
ぐ
り囲

神
社
」
に
至
っ
た
。
鳥
居
を
く
ぐ
り
抜
け
る
と
一
対
の
狛

犬
に
迎
え
ら
れ
た
の
だ
が
、す
ぐ
左
手
に
ラ
イ
オ
ン
の
座
像
が
据
え
ら
れ
て
い
た
。

な
ぜ
ラ
イ
オ
ン
な
の
か
と
疑
問
を
抱
き
な
が
ら
も
、
ま
ず
は
本
殿
の
前
に
て
神
妙

写真２　ビルの出入り口に祀られた“神様”（筆者撮影）

写真３ 　 隅田川神社本殿前の狗犬代わり
の “亀”、後方には結ばれた “お
みくじ”、そして首都高六号線の
高架（筆者撮影）
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な
面
持
ち
で
拝
礼
し
た
。

　

境
内
は
そ
れ
ほ
ど
広
く
は
な
い
の
だ
が
、
本
殿
を
囲
む
よ
う
に
形
も
大
き
さ
も

様
々
な
多
く
の
碑
（
句
碑
、
モ
ノ
の
慰
霊
碑
、
筆
塚
、
顕
彰
碑
な
ど
）
が
点
在
し

て
い
た
。
本
殿
の
裏
手
を
墨ぼ
く

堤て
い

通
り
が
走
り
、
そ
の
上
を
道
な
り
に
首
都
高
速
道

路
六
号
線
の
高
架
が
南
北
に
貫
い
て
お
り
、
車
に
よ
る
騒
音
が
絶
え
な
い
。
か
つ

て
は
人
が
行
き
交
い
、
船
が
上
り
下
り
す
る
様
子
を
眺
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
川
端

の
歴
史
を
偲
ば
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
時
を
経
た
今
で
は
、「
神
様
も
弱
り

果
て
て
る
車
の
道
」
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
社
務
所
に
て
い
た
だ
い
た
「
由
来

記
」
を
手
に
、木
立
ち
に
囲
ま
れ
た
境
内
を
歩
い
た
。「
由
来
記
」
に
は
「
三
囲
（
み

め
ぐ
り
）
と
い
う
一
風
変
わ
っ
た
名
前
の
神
社
。
そ
の
由
来
は
室
町
時
代
初
期
、

近
江
三
井
寺
の
僧
、
源
慶
が
荒
れ
果
て
た
社
を
再
興
し
た
と
き
、
土
の
な
か
か
ら

白
狐
に
ま
た
が
っ
た
翁
の
像
を
見
つ
け
た
。
そ
こ
に
忽
然
と
白
い
狐
が
姿
を
見
せ

て
、
翁
の
像
の
ま
わ
り
を
三
周
し
て
姿
を
消
し
た
と
い
う
。
こ
の
伝
説
か
ら
こ
う

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。」
と
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
「
伝
説
」
を
も
と
に
松

尾
芭
蕉
の
門
人
・
宝
井
其
角
（
江
戸
時
代
前
期
の
俳
人
で
、
近
江
の
人
）
は
、「
早

稲
酒
や
き
つ
ね
よ
び
だ
す
姥
が
も
と
」
と
詠
み
、
の
ち
に
は
雨
乞
い
を
す
る
農
民

た
ち
の
姿
を
、「
遊
ふ
た
地
や
田
を
見
め
く
り
の
神
な
ら
は
」
と
い
う
句
を
も
の

し
た
と
い
う
。
こ
の
句
は
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
に
な
っ
て
、其
角
の
五
代
目
・

宝
井
某
が
、
雨
乞
い
の
句
碑
と
し
て
建
立
し
、
三
囲
神
社
の
名
物
と
す
る
と
と
も

に
、、「
俳
諧
の
霊
場
」
と
な
り
、
多
く
の
句
碑
が
林
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と

い
う
由
来
や
由
縁
を
教
え
ら
れ
た
。

　

ま
た
、「
日
本
橋
の
繁
華
街
で
越
後
屋
呉
服
店
（
三
越
の
前
身
）
を
経
営
す
る

豪
商
・
三
井
家
は
、
江
戸
時
代
初
期
に
三
井
高
利
が
江
戸
へ
進
出
す
る
際
に
、『
三

囲
』
に
あ
や
か
っ
て
篤
く
尊
崇
し
た
。
享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
に
は
三
井
一
族

の
者
が
相
談
し
、
三
井
総
元
方
を
は
じ
め
、
一
族
の
神
と
し
て
崇
敬
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。
ゆ
え
に
、
日
本
橋
三
越
本
店
の
玄
関
に
あ
っ
た
ラ
イ
オ
ン
像
が
本
殿
の

手
前
、
参
道
左
手
に
あ
る
）
10

（
注

。」
と
い
う
説
明
に
よ
り
謎
が
解
け
、「
三
越
イ
コ
ー
ル

三
井
家
の
守
護
神
」
と
い
う
関
係
を
知
っ
た
。
だ
か
ら
、
三
囲
神
社
に
は
三
井
邸

か
ら
移
築
し
た
と
い
う
「
三
角
石
鳥
居
」
が
、
本
殿
の
裏
手
に
、
井
戸
を
覆
う
よ

う
に
据
え
ら
れ
て
い
る
（
写
真
４
を
参
照
の
こ
と
）。
こ
の
原
型
は
、
京
都
は
太

秦
の
「
木
島
坐
天
照
御
魂
神
社
」（
通
称
、
蚕
の
社
）
本
殿
左
手
奥
の
池
の
な
か

に
た
た
ず
ん
で
い
る
。
い
ず
れ
も
三
本
の
柱
に
支
え
ら
れ
て
い
る
小
型
の
「
三
角

石
鳥
居
」
で
あ
り
、
人
が
通
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
三
本
柱
の
鳥
居
と
し
て

写真４　 三囲神社の本殿裏にある“三角石
鳥居”（筆者撮影）
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珍
し
い
の
で
、京
都
は
太
秦
の「
木
島
坐
天
照
御
魂
神
社
」（
京
福
電
鉄
嵐
山
線〝
蚕

の
社
〞
に
て
下
車
）
か
、
東
京
は
向
島
二
丁
目
の
「
三
囲
神
社
」
に
て
一
度
御
覧

い
た
だ
き
た
い
。

　

さ
ら
に
三
囲
神
社
か
ら
小
梅
小
学
校
前
を
過
ぎ
て
、
水
戸
街
道
と
三
ツ
目
通
り

が
交
わ
る
言
問
橋
東
交
差
点
に
出
た
。
隅
田
川
に
架
か
る
言
問
橋
を
背
に
す
る
西

前
方
に
、
東
武
伊
勢
崎
線
の
旧
業
平
橋
駅
（
現
、
東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
駅
。
ま
た

一
つ
由
縁
の
深
い
名
称
が
消
え
た
。）
の
裏
手
に
そ
び
え
立
つ
〝
東
京
ス
カ
イ
ツ

リ
ー
〞
が
見
え
た
。
私
は
言
問
橋
（『
伊
勢
物
語
』
の
主
人
公
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
在
原
業
平
が
、
こ
の
地
に
て
詠
ん
だ
と
い
う
一
首
が
、「
名
に
し
負
は
ば
い
ざ

こ
と
問
は
む
都
鳥
わ
が
思
ふ
人
は
あ
り
や
な
し
や
」
で
あ
り
、「
東
下
り
」
の
段

に
見
ら
れ
る
。）
の
方
に
向
か
っ
て
歩
き
出
し
、間
も
な
く
左
折
し
て
「
牛
島
神
社
」

の
境
内
に
入
っ
た
。
境
内
の
一
角
に
し
て
ビ
ル
の
間
か
ら〝
東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
〞

が
見
え
た
。

　

牛
島
神
社
は
「
も
と
は
今
日
位
置
す
る
や
や
上
流
、
弘
福
寺
の
西
隣
り
墨
堤
の

下
に
あ
っ
た
。〝
牛
の
御
前
〞
の
名
前
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
か
つ
て
そ
の
辺

り
一
帯
に
海
が
入
り
込
ん
で
い
て
、そ
こ
に
突
き
出
し
た
岬
の
突
端
が
、寝
そ
べ
っ

た
牛
の
姿
を
し
て
い
た
。〝
牛
の
御
前
〞
は
尊
称
で
あ
る
と
と
も
に
、洒
落
（
シ
ャ

レ
）
人
の
江
戸
市
民
が
か
け
た
牛
の
御み
さ
き前

（
岬
）
の
音
読
で
あ
っ
た
。」
と
教
え

ら
れ
た
。
ま
た
、「
境
内
の
社
殿
側
に
は
『
な
で
牛
』
が
あ
り
、
患
部
と
同
じ
と

こ
ろ
を
撫
で
る
と
心
身
快
癒
の
祈
願
物
と
し
て
古
く
か
ら
信
仰
さ
れ
て
い
る
）
11

（
注

。」

と
い
う
の
だ
か
ら
、
私
も
早
速
、
そ
こ
こ
こ
と
撫
で
た
。
当
日
の
疲
れ
の
回
復
を

願
い
な
が
ら
、
そ
の
当
時
流
行
っ
て
い
た
〝
美
し
い
○
）
12

（
注

代
〞
を
口
ず
さ
み
、
空
を

見
上
げ
た
（
写
真
５
を
参
照
の
こ
と
）。

　

牛
島
神
社
の
裏
手
に
あ
た
る
北
東
側
に
は
、
境
内
の
木
立
ち
に
遮
ら
れ
な
が
ら

も
、首
都
高
速
道
路
六
号
線
の
高
架
が
隅
田
川
沿
い
に
貫
い
て
い
る
。
境
内
に
は
、

そ
の
名
の
通
り
牛
が
狛
犬
の
役
目
も
担
い
、
学
問
の
向
上
や
受
験
の
成
果
に
御
利

益
が
あ
る
と
の
こ
と
で
、
多
く
の
受
験
生
が
合
格
の
祈
願
に
訪
れ
、
藁
の
代
わ
り

0

0

0

0

0

で
あ
ろ
う
絵
馬
を
掲
げ
て
い
る
（
写
真
６
を
参
照
の
こ
と
）。

　

ま
た
、「
こ
の
神
社
の
鳥
居
は
三
輪
鳥
居
（
明
神
式
）
の
形
を
と
り
、
そ
の
左

右
に
さ
ら
に
鳥
居
の
半
分
を
く
っ
つ
け
た
よ
う
な
特
殊
な
も
の
」（
写
真
７
を
参

照
の
こ
と
）
で
、
珍
し
さ
も
あ
っ
て
何
度
も
振
り
返
り
、
脳
裏
に
灼
き
つ
け
た
。

そ
し
て
、『
風
立
ち
ぬ
』『
菜
穂
子
』『
美
し
い
村
』『
幼
年
時
代
』
な
ど
の
小
説
で

知
ら
れ
る
堀
辰
雄
が
、
少
年
の
頃
に
近
く
（
隅
田
公
園
の
三
ッ
目
通
り
側
）
の
住

ま
い
か
ら
毎
日
の
よ
う
に
訪
れ
、
遊
び
場
に
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
瞼
に
浮
か

写真５　 牛島神社の境内にある“なで牛”
と後方に見える“東京スカイツ
リー ”（筆者撮影）
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べ
、
我
が
身
を
振
り
返
っ
て
み
た
。
遡
れ
ば
、
明
治
の
作
家
・
淡
島
寒
）
13

（
注

月
は
、「
な

で
牛
の
石
は
涼
し
き
青
葉
か
な
」
と
い
う
句
を
詠
ん
で
い
る
。
再
び
「
な
で
牛
」

に
触
れ
た
あ
と
、「
牛
に
引
か
れ
て
善
光
寺
参
り
」
や
「
牛
の
歩
み
」、「
牛
歩
戦
術
」

な
ど
と
い
う
言
葉
を
思
い
だ
し
な
が
ら
家
路
を
急
い
だ
。隅
田
川
沿
い
の
道
を
巡
っ

た
日
は
、真
夏
の
午
後
か
ら
黄
昏
ど
き
で
あ
っ
た
。隅
田
公
園
の
な
か
を
突
き
抜
け
、

隅
田
川
を
行
き
来
す
る
船
を
見
な
が
ら
吾
妻
橋
を
渡
り
、
地
下
鉄
銀
座
線
浅
草
駅

へ
の
階
段
を
下
り
、
改
札
を
経
て
さ
ら
に
階
段
を
下
り
て
電
車
を
待
っ
た
。

写真６　 牛島神社拝殿左手にある“狗犬”と牛の石像、奥にある吊された“絵馬”、
結ばれた“おみくじ”（筆者撮影）

写真７　牛島神社の“三輪鳥居”（筆者撮影）
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（
４
） 

東
京
・
隅
田
川
沿
の
〝
三
社
め
ぐ
り
〞
に
挑
ん
で

―　

お
わ
り
に

　

私
は
、
四
国
八
十
八
ヶ
所
巡
り
や
隅
田
川
七
福
神
巡
り
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、

都
市
都
会
の
な
か
の
僅
か
三
社
を
巡
っ
た
。
そ
う
し
て
、
都
市
都
会
と
呼
ば
れ
て

い
る
街
な
か
に
も
、
お
社
（
や
し
ろ
）
の
創
建
以
来
だ
と
い
う
歴
史
に
勝
る
と
も

劣
ら
な
い
樹
齢
の
木
立
ち
を
誇
る
鎮
守
の
森
が
あ
り
、
寄
進
者
の
名
を
刻
ん
だ
石

垣
や
、
書
き
付
け
た
木
の
垣
根
に
囲
ま
れ
た
境
内
へ
と
鳥
居
を
く
ぐ
る
と
、
狛
犬

や
手
水
舎
に
迎
え
ら
れ
る
。
そ
の
先
の
厳
か
な
拝
殿
な
り
本
殿
な
り
に
向
か
い
合

い
、
神
妙
な
心
持
ち
へ
と
導
か
れ
な
が
ら
、
僅
か
な
御
賽
銭
に
も
か
か
わ
ら
ず
多

く
の
願
い
事
を
祈
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
私
も
含
め
多
く
の
人
々
は
、
そ
の
神

社
の
祭
神
の
名
は
も
と
よ
り
、
創
祀
創
建
の
由
来
や
由
緒
を
知
ら
ず
に
、
た
だ
ひ

た
す
ら
家
内
安
全
や
無
病
息
災
、
商
売
繁
盛
、
学
業
成
就
な
ど
を
願
う
。
神
社
に

よ
っ
て
は
縁
結
び
や
学
問
、
火
伏
せ
の
役
務
を
訴
え
、
そ
の
御
利
益
を
謳
い
、〝
神

様
〞
と
崇
め
ら
れ
多
く
の
参
拝
者
を
集
め
て
い
る
。
だ
か
ら
な
の
か
、
各
種
の
お

守
り
が
販
売
さ
れ
て
お
り
、
身
に
つ
け
て
い
な
い
と
不
安
に
な
る
人
が
多
い
の
で

あ
ろ
う
。
境
内
の
一
角
に
は
照
葉
常
緑
樹
の
小
枝
や
、
備
え
ら
れ
た
縄
な
ど
に
、

見
届
け
た
後
に
括
り
つ
け
た
の
で
あ
ろ
う
、
多
く
の
〝
御
神
籤
〞
が
あ
り
、
定
め

ら
れ
た
場
所
に
は
た
く
さ
ん
の
〝
絵
馬
〞
が
、
所
狭
し
と
掲
げ
ら
れ
吊
さ
れ
て
い

る
。
一
枚
の
〝
御
神
籤
〞、一
つ
の
〝
絵
馬
〞
に
託
さ
れ
た
一
人
ひ
と
り
の
哀
歓
や
、

悲
喜
こ
も
ご
も
の
一
端
を
反
映
さ
せ
て
い
る
人
生
の
一
面
に
し
て
、〝
物
語
〞
の

一
節
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
伝
え
ら
れ
て
き
た
風
習
の
神
秘
的
な
魅
力
の

具
現
で
あ
り
、
伝
統
的
な
愛
着
の
表
出
で
あ
ろ
う
。〝
温
故
知
新
〞
で
は
な
い
け

ど
も
、
古
典
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
潜
在
的
な
威
力
や
尊
厳
を
、「
成
長
戦
略
」
を

謳
う
〝
今い
ま
ど
き時

〞
に
託
け
た
り
、
科
学
の
進
歩
を
過
信
し
た
り
す
る
「
言
葉
」
の
真

意
を
問
わ
ず
に
侮
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
人
ひ
と
り
の
願
い

や
祈
り
は
、
人
生
の
彩
り
を
醸
し
出
す
心
因
で
も
あ
る
の
だ
か
ら
真
摯
で
あ
り
多

種
多
様
で
あ
る
。
そ
の
意
味
は
深
い
。

　

そ
こ
で
〝
願
い
〞
や
〝
祈
り
〞
を
具
体
的
に
記
す
「
絵
馬
」
の
歴
史
に
つ
い
て

繙
い
て
み
た
。
例
え
ば
、「
現
在
の
よ
う
な
吊
り
掛
け
形
式
の
小
絵
馬
奉
納
の
習

俗
が
随
所
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
江
戸
時
代
も
と
く
に
中
期
か
ら
後

期
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、『
東
武
歳
時
記
』
の
二
月
初は
つ
う
ま午

の

条
に
、『
絵
馬
太
鼓
商
人
街
に
多
し
』
と
あ
る
。
そ
の
こ
ろ
に
な
る
と
、
絵
馬
商

人
が
荷
を
か
つ
い
で
市
中
を
売
り
歩
い
た
の
だ
。
あ
る
い
は
、
太
鼓
な
ど
も
一
緒

に
売
っ
て
い
た
と
し
た
ら
、
祭
具
商
人
と
い
う
べ
き
か
。
そ
し
て
、
神
社
の
祭
礼

の
日
に
は
、
門
前
で
絵
馬
が
売
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
、
人
び
と
は
絵
馬
を
買
い
、

絵
馬
に
願
い
を
託
し
て
奉
納
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
地
方
に

も
広
く
伝
播
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。」
と
い
う
。
さ
ら
に
続
け
て
み
る
と
、

　

 　
「
い
ま
や
私
ど
も
は
、
ほ
と
ん
ど
勝
手
放
題
の
願
文
を
書
い
て
『
願
か
け
』

を
し
て
い
る
。
交
通
安
全
・
進
学
成
就
・
縁
談
成
就
な
ど
。
む
ろ
ん
、
真
剣
な

思
い
を
託
し
て
い
る
人
も
多
か
ろ
う
が
、
ほ
と
ん
ど
は
、
精
進
も
潔
斎
も
せ
ず

し
て
の
、
も
っ
と
も
簡
便
な
願
か
け
行
動
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
を
『
信
仰

の
遊
戯
化
』
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

 　

さ
ら
に
、
ひ
と
つ
、
近
年
の
変
化
が
み
ら
れ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
人
が
、
願
文

の
末
尾
に
自
分
の
名
前
を
書
い
て
い
る
。
住
所
ま
で
書
い
て
い
る
例
も
あ
る
。
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か
つ
て
は
、
十え

と
二
支
と
男
・
女
を
記
す
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
個
人
情
報
の
保

護
が
神
経
質
な
ま
で
に
唱
え
ら
れ
て
い
る
時
代
に
、
な
ん
と
も
お
か
し
な
逆
行

現
象
で
あ
る
）
14

（
注

。」

　

と
い
う
説
明
に
教
え
ら
れ
た
の
だ
が
、
ど
う
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、「
信
仰
の
遊

戯
化
」
と
い
う
指
摘
に
共
感
を
覚
え
た
の
だ
が
、
も
っ
と
強
調
す
れ
ば
「
信
仰
」

に
も
至
ら
な
い
「
遊
戯
」
に
は
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
い
て
「
お
か
み
を

お
そ
れ
ぬ
不
届
き
者
」（
時
代
劇
の
〝
上
〞
は
〝
神
〞
と
違
い
、〝
怖
れ
〞
て
も
〝
畏

れ
〞
な
い
）
で
も
な
け
れ
ば
、「
神
を
冒
涜
」
す
る
も
の
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
む

し
ろ
、
身
近
な
〝
神
様
〞
に
対
す
る
共
感
覚
の
表
出
で
あ
り
、
素
朴
な
親
近
感
の

露
呈
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
追
求
し
て
み
れ
ば
、
由
来
や
由
緒
、
仕
来
り
も
知
ら
ず
、

所
作
や
作
法
に
も
慣
れ
て
い
な
い
「
求
愛
の
傲
慢
さ
」
で
あ
り
、「
独
断
の
自
嘲
化
」

で
あ
る
、
と
思
う
の
だ
が
ど
う
だ
ろ
う
。

　

日
本
の
多
く
の
人
々
は
、〝
神
様
〞
に
関
す
る
由
来
や
由
緒
を
は
じ
め
、
ま
し

て
や
教
義
を
学
ん
だ
り
教
え
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
）
15

（
注

。「
八
百
万
の
神
様
」

ゆ
え
か
、
各
社
の
開
祖
も
宗
祖
も
分
か
ら
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
「
神
話
」
は
あ
っ
て

も
、
経
典
も
教
義
も
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
近
年
に
至
っ
て
は
、
神
事
に
関
す
る
仕

来
り
や
所
作
を
身
に
つ
け
る
よ
う
な
暮
ら
し
か
ら
乖
離
し
つ
つ
あ
り
、
す
で
に
疎

遠
な
の
だ
か
ら「
遊
戯
化
」す
る
の
も
無
理
か
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
ま
た
、「
神

な
ら
ぬ
身
」
の
浅
は
か
な
合
理
化
の
過
程
で
あ
り
、
求
め
て
き
た
便
利
で
進
歩
的

な
暮
ら
し
の
実
態
で
あ
ろ
う
。「
神
は
非
礼
を
受
け
ず
」
と
承
知
し
て
い
る
が
、

時
と
し
て
「
神
も
仏
も
な
い
」
と
嘆
き
た
く
な
り
、
時
と
し
て
「
苦
し
い
と
き
の

神
頼
み
」
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
急
場
に
立
た
さ
れ
、
窮
地
に
陥
る
こ
と
も
あ
り
、

や
り
切
れ
な
い
思
い
に
駆
ら
れ
る
。
多
く
の
人
々
は
、
そ
う
し
た
状
況
を
見
越
し

た
り
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
り
し
て
神
様
に
願
い
を
か
け
、
祈
る
。
だ
か
ら
な
の

だ
ろ
う
、
江
戸
時
代
の
誰
が
詠
ん
だ
川
柳
な
の
か
、「
神
様
も
弱
り
果
て
て
る
絵

馬
の
数
」
と
い
う
一
句
が
、
真
実
味
を
放
っ
て
今
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
、
そ
の
理

由
と
て
理
解
さ
れ
よ
う
。

　

日
本
に
は
〝
八や

百お

万よ
ろ
ず〞

と
目
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
の
〝
神
様
〞
が
、
一
人
ひ
と

り
の
願
い
や
祈
り
を
叶
え
る
べ
く
し
て
各
地
の
各
所
に
御お

座わ

し
ま
す
と
い
う
。

〝
八
百
万
の
神
様
〞
は
、
連
日
昼
夜
を
分
か
た
ず
多
忙
を
極
め
な
が
ら
も
、
人
だ

け
で
は
な
く
、こ
の
世
の
動
向
を
見
つ
め
て
お
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
だ
か
ら〝
神

様
〞
は
、
多
く
の
人
々
の
心
に
宿
り
、
農
山
漁
村
や
都
市
都
会
な
ど
と
い
う
場
所

の
違
い
や
、
民
家
や
マ
ン
シ
ョ
ン
の
別
な
く
祀
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
し

て
、〝
八
百
万
〞
の
数
は
、
ま
ん
ざ
ら
誇
張
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
を
教
え
ら
れ

た
の
だ
っ
た
。

（
ち
ば　

み
つ
ぎ
・
高
崎
経
済
大
学
地
域
政
策
学
部
教
授
）

〈
注
〉

（
１
）
佐
伯
啓
思
『
日
本
の
宿
命
』（
新
潮
新
書　

五
〇
二
）
の
な
か
の
、
特
に
「
第
六
章　

開
国
と

い
う
強
迫
観
念
」（
一
二
〇
頁
以
下
）
を
参
照
し
た
。

（
２
）「
村
祭
」
は
明
治
四
十
五
年
三
月
発
行
の
『
尋
常
小
学
唱
歌
（
三
）』
に
発
表
さ
れ
た
文
部
省
唱

歌
。
三
番
の
歌
詞
は
割
愛
し
た
。

（
３
）『
地
域
政
策
学
事
典
』（
勁
草
書
房
、
八
十
七
頁
）
に
よ
れ
ば
、
平
成
十
一
年
三
月
三
十
一
日
現

在
の
市
町
村
数
は
、
三
二
三
二
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
現
在
で
は

一
七
三
〇
と
な
り
、
約
半
減
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
４
）
三
木
清
『
人
生
論
ノ
ー
ト
』（
新
潮
文
庫
）
六
十
五
頁
。

（
５
）
国
分
功
一
郎
『
来
る
べ
き
民
主
主
義
』（
幻
冬
舎
新
書　

三
一
五
）
二
〇
四
〜
二
〇
五
頁
に
か

け
て
引
用
し
た
。

（
６
）
宮
沢
賢
治
は
「
羅
須
地
人
協
会
」
を
立
ち
上
げ
、
そ
の
理
念
を
「
農
民
芸
術
概
論
綱
要
」
と
題
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し
て
ま
と
め
て
い
る
。
こ
の
な
か
に
「
永
久
の
未
完
成
、
こ
れ
完
成
で
あ
る
」
と
い
う
一
文
が

あ
る
。

（
７
）
平
成
二
十
五
（
二
〇
一
三
）
年
五
月
四
日
（
土
曜
日
）
付
け
「
読
売
新
聞
」
よ
り
写
真
と
共
に

引
用
し
た
。

（
８
）「
隅
田
川
神
社
縁
起
記
」
よ
り
引
用
し
た
。

（
９
）
注
８
に
同
じ
。

（
10
）「
三
囲
神
社
」
の
「
由
来
記
」
よ
り
引
用
し
た
。

（
11
）「
牛
島
神
社
縁
起
」
よ
り
引
用
し
た
。

（
12
）
昭
和
三
十
八
年
（
一
九
六
三
）
に
発
売
さ
れ
た
「
美
し
い
十
代
」
と
い
う
流
行
歌
。
作
詞　

宮

川
哲
夫
、
作
曲　

吉
田
正
、
歌　

三
田
明
。
す
で
に
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
っ
た
「
十
代
」
な
の
で

「
○
代
」
と
し
た
。

（
13
）
淡
島
寒
月
は
「
文
人
。
本
名
、
宝
受
郎
。
号
、
梵
雲
庵
。
江
戸
日
本
橋
生
ま
れ
。
蒐
書
に
つ
と

め
、
西
鶴
の
価
値
を
紅
葉
・
露
伴
に
教
え
、
小
説
を
書
き
、
画
技
に
長
じ
、
考
古
を
好
む
。
著

「
梵
雲
庵
雑
話
」。
一
八
五
九
〜
一
九
二
六
」。『
新
村
出
編　

広
辞
苑　

第
四
版
』
九
十
五
頁
。

（
14
）
神
崎
宣
武
『
し
き
た
り
の
日
本
文
化
』（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
）
四
十
九
頁
、
及
び
五
十
頁
よ

り
引
用
し
た
。

（
15
）
島
田
裕
巳
『
神
道
は
な
ぜ
教
え
が
な
い
の
か
』（
ベ
ス
ト
新
書　

三
九
五
）
の
な
か
の
、「
第
九

章　

神
主
は
、
要
ら
な
い
」
と
し
、「
仏
教
の
僧
は
修
行
を
実
践
す
る
が
、
神
主
は
儀
礼
の
執

行
者
で
あ
る
。」（
一
〇
八
頁
以
下
）
と
い
う
説
明
に
興
味
を
覚
え
た
。

　
　
　
　
　

附
記 　

本
誌
『
地
域
政
策
研
究
』
第
十
六
巻
第
三
号
に
、
筆
者
の
拙
稿
も
載
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
関
係
各
位
に
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　

 　

当
拙
稿
は
、
今
年
度
を
も
ち
ま
し
て
御
退
職
さ
れ
ま
す
原
田
寛
明
先
生
の
益
々

の
御
健
勝
と
御
活
躍
を
祈
念
申
し
上
げ
な
が
ら
、
御
礼
に
代
え
ら
れ
る
何
も
の
も

あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
浅
学
を
省
み
ず
謹
ん
で
捧
げ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　

 　

原
田
先
生
に
は
本
学
部
の
新
設
以
来
、
同
僚
と
し
て
お
近
づ
き
を
い
た
だ
い
て

参
り
ま
し
た
。
時
に
は
先
生
よ
り
中
央
省
庁
の
実
務
経
験
や
学
識
の
一
部
を
拝
聴

し
、
御
教
示
や
御
鞭
撻
を
も
賜
り
ま
し
た
。
世
の
定
め
と
は
言
え
、
在
り
し
日
を

振
り
返
り
、
感
謝
の
意
を
込
め
て
拙
文
を
添
え
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

原
田
先
生　

長
い
間
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

千
葉　

貢　

拝


