
             

太
郎
坊
宮
の
神
様 

 



一
、
太
郎
坊
宮
の
神
様 

 
 

主
祭
神‐

正
哉
吾
勝
勝
速
日
天
忍
穂
耳
大
神‐

 

 

「
太
郎
坊
宮

た
ろ
う
ぼ
う
ぐ
う

の
神
様
は
、
太
郎
坊
さ
ん
だ
」
と
、
お
っ
し
ゃ
る
方

は
非
常
に
多
い
。
尊
崇

そ
ん
す
う

の
念
、
或
い
は
親
し
み
を
込
め
て
「
太
郎
坊

さ
ん
」
と
称
さ
れ
る
神
様
の
お
名
前
は
、

正
哉
吾
勝
勝
速
日
天
忍
穂
耳
大
神

ま
さ
か
あ
か
つ
か
ち
は
や
ひ
あ
め
の
お
し
ほ
み
み
の
お
お
か
み

と

い

う
。
天
忍
穂
耳
大
神
は
伊
勢
神
宮

い

せ

じ

ん

ぐ

う

に
お
祀 ま

つ

り
さ
れ
る
天 あ

ま

照
て
ら
す

大 お
お

神 か
み

の
第
一
皇
子
神
で
、

あ
ら
ゆ
る
困
難
を
打
ち
払
い
、
勝
利
と
幸

福
を
授
け
る
大
神
と
し
て
大
昔
か
ら
崇

敬
を
集
め
て
い
る
。 

伊
勢
神
宮 

 

三
重
県
伊
勢
市
に
鎮
座

ち
ん
ざ

す
る
神
社
。

皇
大
神
宮

こ
う
た
い
じ
ん
ぐ
う

（
内
宮

な
い
く
う

）
を
始
め
と
す
る
諸

社
で
構
成
さ
れ
る
。
全
国
の
神
社
の
中
心

的
存
在
と
し
て
崇あ

が

め
ら
れ
る
。 

 

天
照
大
神 

 

最
高
至
貴
の
神
と
し
て
讃た

た

え
ら
れ
る

太
陽
の
神
。
皇
室

こ
う
し
つ

の
祖
先
神
と
し
て
伊
勢

神
宮
に
祀
ら
れ
る
。 

 

第
一
皇
子
神 

第
一
番
目
の
皇
子
神
。
ご
長
男
の
神
。 

  



太
郎
坊
宮
が
建
つ
東
近
江
市
小
脇

お

わ

き

町
の
地
名
に
つ
い
て
、
天
照
大

神
が
天
忍
穂
耳
大
神
を
常
に
脇
に
抱
い
て
大
切
に
養
育
さ
れ
た
た
め

に
「
此
の
脇
の
子
」
と
称
さ
れ
、
後
に
こ
れ
が
転
じ
て
地
名
の
「
小

脇
」
に
な
っ
た
と
い
う
俗
信
が
あ
る
ほ
ど
、
天
照
大
神
の
寵
愛

ち
ょ
う
あ
い

を
受

け
ら
れ
た
神
で
あ
っ
た
。
こ
の
天
忍
穂
耳
大
神
が
お
生
ま
れ
に
な
っ

た
際
の
様
子
は
、
『
古
事
記

こ

じ

き

』
や
『
日
本

に

ほ

ん

書
紀

し

ょ

き

』
に
詳
し
く
記
さ
れ
て

い
る
。 

 

―
 

母
神
で
あ
る
伊
弉
冉
尊

い
ざ
な
み
の
み
こ
と

を
失
っ
た
悲
し
み
に
暮
れ
る

素
戔
嗚
尊

す
さ
の
お
の
み
こ
と

は
、
父
神
で
あ
る
伊
弉
諾
尊

い
ざ
な
ぎ
の
み
こ
と

の
命
令
に
も
従
わ
ず
、

大
人
に
な
っ
て
も
た
だ
泣
き
わ
め
く
日
々
が
続
い
た
。
も
と

も
と
粗
暴
で
、
い
つ
ま
で
も
治
世
を
か
え
り
み
な
い
素
戔
嗚

尊
に
怒
っ
た
伊
弉
諾
尊
は
、
遂
に
素
戔
嗚
尊
を
地
底
に
あ
る

古
事
記 

 

現
存
す
る
日
本
最
古
の
歴
史
書
。
和
銅

五
年
（
七
一
二
）に
太
安
万
侶

お
お
の
や
す
ま
ろ

が
撰せ

ん

し
た
。 

 

日
本
書
紀 

 

六り
っ

国
史

こ
く
し

の
一
つ
で
、
最
古
の
正
史
。 

養
老
四
年
（
七
二
〇
）
に
舎
人
親
王

と
ね
り
し
ん
の
う

ら
が

撰
し
た
。 

  

伊
弉
諾
尊
・
伊
弉
冉
尊

い
ざ
な
み
の
み
こ
と 

 

日
本
国
土
を
創
造
し
た
夫
婦
神
。 

伊
弉
諾
尊
は
天
照
大
神
や
素
戔
嗚
尊
ら

の
親
神
で
も
あ
る
。
多
賀
大
社
等
に
祀
ら

れ
る
。 



遠
い
根
之
国

ね

の

く

に

へ
と
追
放
す
る
こ
と
に
し
た
。 

追
わ
れ
た
素
戔
嗚
尊
は
素
直
に
命
令
に
従
い
、
根
之
国
へ

と
向
う
こ
と
に
し
た
。
し
か
し
、
最
後
に
姉
神
で
あ
る
天
照

大
神
に
一
言
別
れ
を
告
げ
る
こ
と
を
思
い
立
ち
、
高
天
原
を

訪
れ
る
こ
と
に
し
た
。 

素
戔
嗚
尊
は
と
て
も
荒
々
し
い
神
で
、
一
歩
一
歩
と
歩
み

を
進
め
る
た
び
に
天
地
は
鳴
り
響
き
、
海
は
大
荒
れ
に
な
っ

た
。
こ
れ
を
見
た
天
照
大
神
は
、
い
よ
い
よ
素
戔
嗚
尊
が

高
天
原

た
か
ま
の
は
ら

を
奪
う
た
め
に
侵
略
し
て
き
た
と
思
わ
れ
た
。
天
照

大
神
は
男
の
よ
う
な
戦
装
束
を
身
に
つ
け
て
武
器
を
持
ち
、

須
佐
之
男
命
を
待
ち
受
け
て
厳
し
い
態
度
で
詰
問
さ
れ
た
。

別
れ
を
告
げ
る
た
め
に
や
っ
て
き
た
素
戔
嗚
尊
は
、
天
照
大

神
か
ら
激
し
く
問
い
質
さ
れ
て
大
い
に
驚
い
た
。 

素
戔
嗚
尊 

 

伊
弉
諾
尊
の
子
で
、
天
照
大
神
の
弟

神
。
乱
暴
な
行
い
が
多
く
、
天
照
大
神
が

天
岩
戸

あ
め
の
い
わ
と

に
こ
も
る
原
因
を
作
る
。
ヤ
マ

タ
ノ
オ
ロ
チ
を
退
治
し
た
英
雄
譚

え
い
ゆ
う
た
ん

等
が

残
る
。 

 

高
天
原 

 

天あ
ま

つ
神か

み

が
い
る
天
上
の
国
。天
照
大
神

が
治
め
る
。 



素
戔
嗚
尊
は
自
分
に
侵
略
の
意
図
が
無
い
こ
と
や
、
最
後

に
別
れ
を
告
げ
て
去
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
こ
と
を
説
明
さ

れ
た
。
し
か
し
、
素
戔
嗚
尊
が
行
い
の
正
し
く
な
い
乱
暴
者

で
あ
る
こ
と
を
ご
存
知
だ
っ
た
天
照
大
神
は
、
噓
偽
り
の
な

い
誠
の
心
を
証
明
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
。 

そ
こ
で
素
戔
嗚
尊
は
、
天
照
大
神
と
自
分
の
持
ち
物
を
交

換
し
、
自
分
が
清
ら
か
な
心
で
あ
れ
ば
男
の
神
が
生
ま
れ
出

る
は
ず
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
誠
の
心
を
証
明
致
し
ま
す

と
言
わ
れ
た
。 

天
照
大
神
は
こ
れ
を
承
知
し
、
ま
ず
素
戔
嗚
尊
の
持
っ
て

い
た
十
握
剣

と
つ
か
の
つ
る
ぎ

を
受
け
取
り
、
そ
れ
を
砕
い
て
清
ら
か
な
水
で

す
す
ぎ
、
霧
の
よ
う
に
吹
か
れ
た
と
こ
ろ
、
三
女
神
が
お
生

ま
れ
に
な
っ
た
。 

十
握
剣 

 

長
大
な
剣
の
意
味
。
長
さ
が
握
り
こ
ぶ

し
十
個
程
度
で
あ
る
こ
と
か
ら
付
け
ら

れ
た
名
と
い
わ
れ
る
。 

 



             

瑞み
ず

珠
た
ま
の

盟
約

め
い
や
く 

 

素
戔
嗚
尊
は
己
の
心
が
清
ら
か
で
あ

る
こ
と
を
証
明
す
べ
く
、
天
照
大
神
と
互

い
の
持
ち
物
を
交
換
す
る
。 

 
 

天
照
大
神
は
弓
を
手
に
し
、
多
数
の
矢

を
背
負
っ
て
武
装
し
て
い
る
。
険
し
い
眼

差
し
を
向
け
る
先
に
は
素
戔
嗚
尊
の
姿

が
あ
る
。天
照
大
神
の
首
周
り
に
は
勾
玉

ま
が
た
ま

飾
り
ら
し
き
も
の
も
描
か
れ
て
い
る
。
天

照
大
神
の
脇
に
控
え
る
神
々
も
鎧

よ
ろ
い

を
ま

と
っ
た
り
、
弓
矢
や
鉾ほ

こ

を
手
に
し
た
り
し

て
武
装
し
て
い
る
。 

こ
れ
ら
の
神
々
に
対
面
す
る
素
戔
嗚

尊
の
手
に
は
、
長
い
剣
が
握
ら
れ
て
い

る
。 



             

こ
の
図
版
は
寛
政
九
年
（
一
七
九

七
）
『
伊
勢

い

せ

参
宮

さ
ん
ぐ
う

名
所

め
い
し
ょ

図
会

ず

え

』（
国
立
国

会
図
書
館
よ
り
）
か
ら
の
抜
粋
。 

『
伊
勢
参
宮
名
所
図
会
』
は
伊
勢
神
宮

へ
参
拝
す
る
た
め
の
案
内
書
と
し
て
発

行
さ
れ
た
。
合
計
八
冊
か
ら
な
り
、
京
都

か
ら
伊
勢
神
宮
に
至
る
ま
で
の
名
所
旧

跡
に
つ
い
て
図
版
を
交
え
て
紹
介
す
る

他
、
伊
勢
神
宮
の
祭
祀

さ
い
し

や
遷
宮
に
つ
い
て

も
解
説
し
て
い
る
。
江
戸
時
代
の
人
々
が

伊
勢
神
宮
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た

か
、
当
時
の
伊
勢
参
り
は
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
か
を
知
る
上
で
貴
重
な
資

料
と
い
え
る
。 



こ
の
女
神
は
そ
れ
ぞ
れ
田
心
姫

た

こ

り

ひ

め

、
湍
津
姫

た

ぎ

つ

ひ

め

、
市
杵
嶋
姫

い
つ
き
し
ま
ひ
め

と

い
い
、
宗
像

む
な
か
た

大
社

た
い
し
ゃ

等
に
お
祀
り
さ
れ
て
い
る
。 

次
い
で
、
素
戔
嗚
尊
が
天
照
大
神
の
勾
玉
飾
り
を
受
け
取

り
、
同
じ
よ
う
に
砕
い
て
清
ら
か
な
水
で
す
す
ぎ
、
霧
の
よ

う
に
吹
か
れ
た
。 

す
る
と
、
今
度
は
五
男
神
が
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
。
そ
れ

ぞ
れ
正
哉
吾
勝
勝
速
日
天
忍
穂
耳
大
神
、
天
穂
日
命

あ
め
の
ほ
ひ
の
み
こ
と

、

天
津
彦
根
命

あ
ま
つ
ひ
こ
ね
の
み
こ
と

、
活
津
彦
根
命

い
く
つ
ひ
こ
ね
の
み
こ
と

、
熊
野
櫲
樟
日
命

く
ま
の
の
く
す
び
の
み
こ
と

と
い
う
お
名

前
で
あ
る
。 

三
女
神
は
素
戔
嗚
尊
の
持
っ
て
い
た
剣
か
ら
お
生
ま
れ

に
な
っ
た
の
で
、
素
戔
嗚
尊
の
子
と
し
た
。
ま
た
、
五
男
神

は
天
照
大
神
の
持
っ
て
い
た
勾
玉
飾
り
か
ら
お
生
ま
れ
に

な
っ
た
の
で
、
天
照
大
神
の
子
と
し
た 

―
 

天
穂
日
命 

 

出
雲
大
社
の
祭
祀
を
司
る
出
雲

い

ず

も

国
造

こ
く
そ
う

の
祖
先
神
と
し
て
祀
ら
れ
る
。 

 

天
津
彦
根
命 

 

三
重
県
桑
名
市
の
多
度

た

ど

大
社

た
い
し
ゃ

等

に
祀
ら
れ
る
。 

 

活
津
彦
根
命 

 

現
在
の
滋
賀
県
彦
根
の
地
名
の

由
来
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
神
。 

 

熊
野
櫲
樟
日
命 

出
雲
の
熊
野
大
社
や
紀
伊
の
熊

野
三
山
に
所
縁
の
あ
る
神
と
い
わ

れ
る
が
明
ら
か
で
は
な
い
。 



天
照
大
神
の
勾
玉
飾
り
か
ら
生
れ
出
た
五
男
神
の
う
ち
、
天
忍
穂

耳
大
神
は
第
一
番
目
の
神
で
あ
っ
た
の
で
、
天
照
大
神
の
長
子
神
と

さ
れ
た
。 

天
忍
穂
耳
大
神
の
よ
う
に
、
神
々
が
あ
る
物
を
材
料
と
し
て
生
成

さ
れ
る
話
は
日
本
の
神
話
に
数
多
く
見
ら
れ
る
。
神
が
生
成
さ
れ
る

素
材
と
な
る
も
の
を
物
実

も
の
ざ
ね

と
い
う
が
、
そ
の
内
容
は
多
岐
に
亘
っ
て

い
る
。
勾
玉
飾
り
や
剣
と
い
っ
た
神
々
の
所
有
物
を
始
め
、
泡
の
よ

う
な
自
然
物
、
或
い
は
血
や
体
の
一
部
な
ど
も
物
実
と
な
っ
て
神
々

を
生
み
出
し
て
い
る
。 

天
忍
穂
耳
大
神
の
物
実
と
な
っ
た
勾
玉
飾
り
に
つ
い
て
、
『
日
本
書

紀
』
は
「
八
尺
瓊

や

さ

か

に

の
五
百
箇

い

お

つ

の
御
統

み
す
ま
る

」
と
い
う
名
で
記
し
て
い
る
。

こ
れ
は
数
多
く
の
勾
玉
や
管
玉
を
緒
に
通
し
て
輪
状
に
し
た
も
の
で
、

首
飾
り
の
よ
う
な
装
身
具
と
さ
れ
る
。 

勾
玉
と
管く

だ

玉た
ま 

 

勾
玉
は
、
材
料
（
ヒ
ス
イ
や
メ
ノ

ウ
等
）
を
く
字
型
や
コ
字
型
に
加
工

し
た
も
の
。
管
玉
は
、
円
筒
状
に
加

工
し
た
も
の
。
ど
ち
ら
も
緒お

を
通

し
、
装
飾
品
と
し
て
用
い
た
。 

（
図
は
古
墳
時
代
の
勾
玉
と
管
玉
） 

 

 

八
尺
瓊
の
五
百
箇
の
御
統 

 

「
八
尺
瓊
」
は
大
き
な
玉
の
こ
と
。

「
五
百
箇
」
は
数
が
多
い
こ
と
。「
御

統
」
は
一
つ
に
ま
と
ま
る
こ
と
。 



 

            

宇う

気
比

け

ひ 

 

『
古
事
記
』
は
こ
の
出
来
事
を
「
宇

気
比
」
と
し
て
記
す
。
こ
の
語
は

神
々
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
証
明
事

や
誓
約
の
こ
と
を
指
す
と
い
う
。 

 

こ
の
「
宇
気
比
」
に
よ
り
、
太
郎

坊
宮
に
お
祀
り
す
る
天
忍
穂
耳
大

神
は
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
。 

  

下
は
国
宝『
真
福
寺

し
ん
ぷ
く
じ

本
古
事
記
』部
分
。

同
本
は
応
安
四
年
（
一
三
七
一
）
に
書
写

さ
れ
た
も
の
で
、
現
存
す
る
『
古
事
記
』

最
古
の
写
本
。
大
須
観
音
宝
生
院
真

福
寺
文
庫
蔵
。
図
版
は
国
立
国
会

図
書
館
よ
り
。
括
弧
と
ル
ビ
は
編
纂

委
員
会
で
付
し
た
。 



同
様
の
形
の
も
の
は
剣
や
鏡
と
共
に
「
三
種

さ
ん
し
ゅ

の
神
器

じ

ん

ぎ

」
の
一
つ
に

数
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
各
地
の
神
社
で
は
神
前
の
装
飾
具
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
る
。 

こ
の
天
忍
穂
耳
大
神
の
お
名
前
の
由
来
に
つ
い
て
、
『
日
本
書
紀
』

は
「
則
称
之
曰
正
哉
吾
勝
故
因
名
之
曰
二

勝
速
日
天
忍
穂
耳
尊
一

」
と

い
う
一
文
を
載
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
正
に
勝
っ
た
、
私
が
勝
っ
た
。

朝
日
が
昇
る
よ
う
に
、
鮮
や
か
に
、
速
や
か
に
、
勝
利
を
得
た
」
と

い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
さ
に
勝
利
を
確
信
し
た
雄
叫

お

た

け

び

の
よ
う
な
お
名
前
と
言
え
る
。 

さ
て
、
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
に
記
さ
れ
て
い
る
神
話
の
重
要

な
一
節
に
「
天
孫

て
ん
そ
ん

降
臨

こ
う
り
ん

」
が
あ
る
。
天
照
大
神
の
御
孫
神
に
あ
た
る

天
津
彦
彦
火
瓊
瓊
杵
尊

あ
ま
つ
ひ
こ
ひ
こ
ほ
の
に
に
ぎ
の
み
こ
と

が
、
地
上
界
を
高
天
原
と
同
じ
よ
う
に
素
晴

ら
し
い
世
と
す
る
た
め
、
三
種
の
神
器
を
受
け
て
地
上
界
に
降
臨
さ

三
種
の
神
器 

 

皇
位

こ

う

い

の
象
徴
と
さ
れ
る
三
つ
の

神
宝
。
天
照
大
神
よ
り
邇
邇
芸
命
が

授
か
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
鏡
は
天
照

大
神
の
分
身
と
し
て
伊
勢
神
宮
に

祀
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
剣
は
熱
田

あ

つ

た

神
宮

じ
ん
ぐ
う

に
、
勾
玉
は
宮
中
に
祀
ら
れ
て

い
る
。 

   

天
孫 

 

天
照
大
神
の
御
孫
神
で
あ
る
瓊

瓊
杵
尊
を
指
す
。
瓊
瓊
杵
尊
は
天
照

大
神
の
子
で
あ
る
天
忍
穂
耳
大
神

の
子
で
あ
り
天
照
大
神
の
孫
に

あ
た
る
。 



れ
る
と
い
う
内
容
の
神
話
で
あ
る
。
こ
の
神
話
を
紐
解
く
と
、
当
初
、

天
照
大
神
よ
り
地
上
界
へ
降
臨
し
て
統
治
す
る
よ
う
命
を
受
け
た
の

は
天
忍
穂
耳
大
神
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

―
 

天
照
大
神
は
、
第
一
皇
子
神
の
天
忍
穂
耳
大
神
に
対
し
、

地
上
界
へ
降
臨
し
て
治
め
る
よ
う
命
令
を
出
さ
れ
た
。 

そ
こ
で
、
さ
っ
そ
く
天
忍
穂
耳
大
神
は
地
上
界
を
ご
覧
に

な
っ
た
が
、
と
て
も
騒
が
し
く
、
な
に
や
ら
乱
れ
て
い
る
気

配
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
降
臨
す
る
前
に
こ
れ
ら
を
鎮
め
る

必
要
性
が
あ
る
こ
と
を
天
照
大
神
に
ご
報
告
に
な
っ
た
。 

 
 

騒
乱
は
諸
神
に
よ
っ
て
鎮
め
ら
れ
た
の
で
、
天
照
大
神
は

天
忍
穂
耳
大
神
に
宝
の
鏡
を
渡
さ
れ
、
自
分
の
分
身
と
し
て

地
上
界
で
お
祀
り
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
稲

鏡 

 
日
本
で
は
弥
生
時
代
以
降
の
遺

跡
か
ら
発
掘
さ
れ
て
い
る
が
、
鏡
は

古
く
か
ら
祭
祀
の
道
具
と
し
て
使

用
さ
れ
て
い
た
。
現
代
の
鏡
の
よ

う
に
、
単
純
に
物
の
姿
を
映
し
出

す
道
具
と
し
て
の
用
途
は
な
か

っ
た
と
い
わ
れ
る
。 

（
図
は
滋
賀
県
東
近
江
市
の
雪ゆ

き

野の

山や
ま

古
墳
出
土
品
の
鏡
。
重
要
文

化
財
。
） 

 



穂
を
お
渡
し
に
な
り
、
地
上
界
に
植
え
て
育
て
、
稔
り
を
得

よ
と
も
言
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
万
幡
豊
秋
津
姫
命

よ
ろ
ず
は
た
と
よ
あ
き
つ
ひ
め
の
み
こ
と

と
い
う

女
神
を
妻
と
し
、
共
に
降
臨
せ
よ
と
い
わ
れ
た
。 

そ
の
後
、
天
忍
穂
耳
大
神
は
全
て
の
用
意
を
整
え
、
い
よ

い
よ
地
上
界
に
降
臨
さ
れ
よ
う
と
し
た
。
す
る
と
そ
の
時
、

天
忍
穂
耳
大
神
に
皇
子
神
で
あ
る
瓊
瓊
杵
尊
が
お
生
ま
れ

に
な
っ
た
。 

天
忍
穂
耳
大
神
は
色
々
と
お
考
え
に
な
っ
た
結
果
、
自
分

よ
り
も
年
が
若
く
、
生
命
の
力
に
満
ち
溢
れ
た
瓊
瓊
杵
尊
の

ほ
う
が
降
臨
に
相
応
し
い
と
思
わ
れ
た
。
そ
こ
で
、
地
上
界

へ
の
降
臨
統
治
の
務
め
は
皇
子
神
の
瓊
瓊
杵
尊
に
譲
ら
れ

る
こ
と
と
な
っ
た 

―
 

 

同
床
共
殿

ど
う
し
ょ
う
き
ょ
う
で
ん 

 

宝
鏡
を
祀
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た

際
の
言
葉
。
同
じ
御
殿
に
置
き
、

日
々
大
切
に
祀
る
よ
う
に
と
い
う

こ
と
。 

    

万
幡
豊
秋
津
姫
命 

 

天
忍
穂
耳
大
神
の
妃
。
瓊
瓊
杵
尊

を
含
む
二
男
神
を
産
む
。
幾
つ
も
の

名
前
が
伝
わ
る
が
、
ど
れ
も
織
物
に

関
連
す
る
御
神
名
。
織
物
の
神
と
し

て
信
仰
さ
れ
る
他
、
安
産
や
子
宝

等
の
ご
利
益
が
あ
る
。 



            
狩
野
探
道
筆
『
天
孫
降
臨
』
神
宮
司
庁
提
供 

天
孫
降
臨 

 

多
く
の
随
伴
の
神
々
を
従
え
、
三

種
の
神
器
を
奉
じ
て
降
臨
さ
れ
る

瓊
瓊
杵
尊
。
途
中
、
猿
田
彦
大
神

さ
る
た
ひ
こ
の
お
お
か
み

の

案
内
も
得
て
、
地
上
に
降
ら
れ
た
。 

神
話
で
は
地
上
の
世
界
を
指
し

て
「
豊
葦
原
瑞
穂
国

と
よ
あ
し
は
ら
の
み
ず
ほ
く
に

」
と
記
し
て

い
る
。
こ
れ
は
日
本
を
褒
め
称
え

た
呼
び
名
で
、
「
瑞
々
し
い
稲
穂

が
豊
か
に
実
る
国
」
と
い
う
意
味

を
持
つ
。 

瓊
瓊
杵
尊
が
降
臨
さ
れ
た
地

は
九
州
の
高
千
穂

た

か

ち

ほ

と
伝
わ
る
。 



降
臨
さ
れ
た
瓊
瓊
杵
尊
は
そ
の
地
で
妃
を
得
ら
れ
、
そ
の
曾
孫

ひ

ま

ご

に

あ
た
る
神
日
本
磐
余
彦
尊

か
む
や
ま
と
い
わ
れ
ひ
こ
の
み
こ
と

は
、
奈
良
の
橿
原

か
し
は
ら

の
地
で
初
代
神
武

じ

ん

む

天
皇

て
ん
の
う

と
し
て
即
位
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
天
忍
穂
耳
大
神
は
皇
室
の
遠
祖

に
あ
た
ら
れ
る
神
で
あ
る
。 

 

正
哉
吾
勝
勝
速
日
天
忍
穂
耳
大
神
は
、
そ
の
お
名
前
に
あ
る
通
り
、

勝
利
を
始
め
と
し
て
開
運
厄
除
や
商
売
繁
盛
ほ
か
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ

る
ご
利
益
を
授
け
る
神
様
と
し
て
昔
か
ら
信
仰
を
集
め
て
い
る
。
そ

の
御
神
威
の
尊
さ
は
天
下
に
広
く
知
れ
渡
り
、
「
神
験
即
現

し
ん
げ
ん
そ
く
げ
ん

（
神
様
の

ご
利
益
が
す
ぐ
に
現
れ
る
）
」
と
の
語
を
も
っ
て
尊
崇
さ
れ
た
。 

天
忍
穂
耳
大
神
を
お
祀
り
す
る
太
郎
坊
宮
で
は
、
大
神
の
尊
い
ご

利
益
を
願
う
人
々
が
日
々
誠
の
祈
り
を
捧
げ
て
い
る
。 

 

木
花
開
耶
姫
命

こ
の
は
な
さ
く
や
ひ
め
の
み
こ
と 

 

瓊
瓊
杵
尊
の
妃
。
富
士
山
の

浅
間
神
社

せ
ん
げ
ん
じ
ん
じ
ゃ

等
に
祀
ら
れ
る
神
。
と

て
も
美
し
い
女
神
と
し
て
記
さ

れ
る
。 

 

神
武
天
皇 

 

瓊
瓊
杵
尊
の
曽
孫
。
九
州
を
出
て

東
に
進
み
、
抵
抗
勢
力
を
平
定
。
奈

良
の
橿
原
宮
で
即
位
さ
れ
た
。 

 

橿
原 

 

神
武
天
皇
は
、
奈
良
畝
傍
山

う
ね
び
や
ま

の
東

南
「
橿
原
宮
」
で
即
位
さ
れ
た
。
現

在
、
橿
原

か
し
は
ら

神
宮

じ
ん
ぐ
う

が
祀
ら
れ
て
い
る
。 



相
殿
神

あ
い
ど
の
の
か
み‐

太
郎
坊
宮
に
併
せ
祀
ら
れ
る
神
々‐

 

 

滋
賀
県
蒲
生
郡
役
所
が
発
行
し
た
『
近
江

お

う

み

蒲
生
郡

が

も

う

ぐ

ん

志 し

』
と
い
う
書

籍
に
は
「
太
郎
坊
宮
に
は
多
く
の
神
々
の
お
力
が
加
わ
り
、
御
神
威

が
ま
す
ま
す
尊
く
、
高
ま
っ
て
い
る
」
と
い
う
内
容
の
一
文
が
記
録

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
物
が
い
う
よ
う
に
、
現
在
、
太
郎
坊
宮
に
は

天
忍
穂
耳
大
神
と
と
も
に
、
幾
柱
も
の
神
々
が
併
せ
祀
ら
れ
て
い
る
。 

そ
の
背
景
に
は
、
明
治
新
政
府
が
実
施
し
た
「
神
社

じ
ん
じ
ゃ

合
祀
令

ご

う

し

れ

い

」
が

あ
る
。
政
府
は
神
社
の
護
持

ご

じ

運
営
と
尊
厳
保
持
の
推
進
を
意
図
し
、

明
治
時
代
初
期
か
ら
小
規
模
神
社
や

祠
ほ
こ
ら

の
整
理
を
実
行
し
た
が
、
明

治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）
に
内
務
省
神
社
局
が
設
置
さ
れ
て
以
降
、

神
社
の
統
廃
合
を
国
策
と
し
て
推
進
し
た
。
こ
う
し
た
一
連
の
政
策

を
「
神
社
合
祀
令
」
と
い
い
、
統
計
に
よ
る
と
こ
の
施
策
に
よ
っ
て

近
江
蒲
生
郡
志 

 

大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）、
当

時
の
滋
賀
県
蒲
生
郡
役
所
が
編
纂

し
た
書
籍
。
郡
内
の
歴
史
文
化
、

商
工
産
業
な
ど
を
記
し
た
地
誌
。 

 

合
祀 

 

神
霊

し
ん
れ
い

や
霊
魂

れ
い
こ
ん

を
一
つ
の
社
に
合

わ
せ
て
祀
る
こ
と
。 

 

神
社
局 

 

神
社
行
政
を
司
っ
た
内
務
省
の

一
部
局
。 

 

祠 

 

神
仏
を
祀
っ
た
小
さ
な
社
。 



全
国
で
二
十
万
余
社
を
数
え
た
神
社
が
十
一
万
社
程
に
ま
で
減
少
し

た
と
い
う
。 

全
国
規
模
の
神
社
合
祀
の
中
、
太
郎
坊
宮
で
は
明
治
四
十
二
年
（
一

九
〇
九
）
七
月
に
近
隣
十
社
余
の
神
々
を
併
せ
祀
る
こ
と
と
な
っ
た
。

毎
年
行
わ
れ
る
「
合
祀

ご

う

し

祭 さ
い

」
は
、
そ
の
折
に
併
せ
祀
ら
れ
た
神
々
を

拝
礼
す
る
祭
儀
で
あ
る
。 

こ
の
合
祀
祭
の
祝
詞

の

り

と

に
は
、
「
太
郎
坊
大
神
の
御
同
殿
」
に
「
蛭
子

大
神
」「
天
満
大
神
」「
田
中
大
神
」「
大
将
軍
大
神
」「
日
吉
大
神
」「
五

社
大
神
」
「
清
水
大
神
」
を
始
め
と
す
る
多
く
の
神
々
を
併
せ
祀
っ
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

信
心
第
一
を
旨
に
太
郎
坊
宮
を
お
参
り
さ
れ
る
方
々
が
授
か
っ
て

い
る
尊
い
御
利
益
を
紐
解
く
た
め
、
こ
れ
ら
合
祀
の
神
々
に
つ
い
て

も
辿
り
た
い
。 

明
治
の
神
社
合
祀 

 

国
家
主
導
に
よ
る
画
一
的
な
神

社
整
理
は
反
感
を
招
き
、
南み

な

方か
た

熊く
ま

楠ぐ
す

を
始
め
と
す
る
知
識
人
が
強
く

反
対
し
た
。
こ
の
政
策
に
よ
り
、

多
く
の
祭
礼
習
俗
が
消
失
し
た
。 

  

祝
詞 

 

神
々
を
祀
る
と
き
、
申
し
上
げ
る

言
葉
。 

 

御
同
殿 

 

同
じ
建
物
（
御
殿
）
の
中
。 



蛭
子
大
神

え
び
す
の
お
お
か
み 

 

小
脇
郷
宿
村
の
神
。 

蛭
子
大
神
は
市
場
の
守
り
神
で
あ
る
恵
比
寿
神
で
、
福
徳
や
商
売

繁
盛
を
も
た
ら
す
神
と
し
て
各
地
に
祀
ら
れ
て
い
る
。
豊
作
を
も
た

ら
す
農
業
神
と
し
て
の
面
も
有
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
田 た

の
神 か

み

、
山 や

ま

の

神 か
み

の
信
仰
と
習
合

し
ゅ
う
ご
う

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

こ
の
蛭
子
大
神
が
祀
ら
れ
て
い
た
蛭
子
神
社
は
、
八
日
市
の
地
名

の
由
来
と
な
っ
た
「
八
日
市
場

よ

う

か

い

ち

ば

」
発
祥
地
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。『
源
平

げ
ん
ぺ
い

盛
衰
記

せ

い

す

い

き

』
に
「
小
脇
の
八
日
市
」
と
あ
る
よ
う
に
、
定
期
市
と
し
て

の
「
八
日
市
」
に
接
し
た
市
場
の
守
り
神
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

市
場
の
神
が
祀
ら
れ
る
場
所
は
村
境
や
橋
、
辻
が
多
い
が
、
こ
の
神

社
の
場
合
も
近
く
に
川
と
旧
街
道
が
存
在
す
る
。 

東
近
江
市
が
蛭
子
神
社
跡
の
発
掘
調
査
を
実
施
し
た
結
果
、
神
社

蛭
子
神 

七
福
神
の
一
。
釣
竿
を
手
に
し
て

鯛
を
抱
え
た
姿
が
よ
く
知
ら
れ
る
。 

 

習
合 

 

本
来
は
異
な
る
神
と
神
や
、
宗
教

の
教
え
と
教
え
が
混
同
し
、
同
一
視

さ
れ
る
現
象
。 

 

八
日
市 

 

近
江
国
蒲
生
郡
の
地
名
。
現
在
の

滋
賀
県
東
近
江
市
。
市
場
が
あ
り
、

商
業
地
と
し
て
大
い
に
栄
え
た
。 



が
建
て
ら
れ
た
時
期
は
平
安
時
代
後
期
以
前
と
推
定
さ
れ
た
。
更
に
、

付
近
か
ら
は
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町

時
代
頃
の
掘
立
柱
建
造
物
跡
も
出

土
し
て
い
る
。 

市
場
機
能
は
室
町
時
代
頃
に
別

の
場
所
へ
移
動
し
て
い
た
こ
と
が

土
地
売
券
文
書
群
か
ら
類
推
さ
れ

る
が
、
神
社
は
明
治
時
代
ま
で
同

村
の
氏
神

う
じ
が
み

と
し
て
存
続
し
た
。 

江
戸
時
代
中
頃
の
書
状
に
も

「
ゑ
ひ
す
社
」
と
し
、
宝
暦
八
年

（
一
七
五
八
）
の
『
小
脇
郷
氏
神

等
帳
載
願
書
』
に
は
「
蛭
子
宮
」

源
平
盛
衰
記 

 

中
世
期
に
書
か
れ
た
軍
記
物
語
。

『
平
家
物
語
』
の
異
本
と
い
わ
れ
、

平
安
時
代
末
期
の
源
平
の
争
い
を

描
く
。 

 

氏
神 

 

本
来
は
同
一
氏
族
の
間
で
祀
っ

た
神
を
指
し
た
が
、
時
代
と
と
も
に

そ
の
土
地
を
守
る
鎮
守

ち
ん
じ
ゅ

神し
ん

と
混
同

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

小
脇
郷
氏
神
等
帳
載
願
書 

 

江
戸
時
代
、
公
儀
に
提
出
さ
れ
た

願
い
状
。
何
ら
か
の
理
由
で
帳
面
に

記
載
さ
れ
な
か
っ
た
神
社
や
付
帯

施
設
等
を
届
け
出
た
も
の
。 



と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
社
殿
の
大
き
さ
は
ど
ち
ら
も
「
一
丈
に
一

丈
一
尺
」
と
し
て
記
録
し
て
い
る
。
こ
の
神
は
「
宿
村
の
氏
神
」
で

あ
り
、
そ
の
た
め
「
境
内
も
支
配
」
し
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
神
輿

み

こ

し

仮

屋
が
付
帯
し
た
と
い
う
。 

現
在
、
神
社
跡
に
は
数
基
の
石
灯 と

う

籠 ろ
う

と
石
碑
が
残
さ
れ
て
い
る
。

石
灯
籠
の
う
ち
、
最
も
古
い
も
の
は
江
戸
時
代
中
期
の
天
明
年
間
に

奉
献
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
石
碑
は
新
し
く
、
昭
和
四
十
一
年
に
建

立
さ
れ
て
い
る
。「
蛭
子
神
社
宮
跡
」
の
字
は
西
宮

に
し
の
み
や

神
社

じ
ん
じ
ゃ

の
宮
司
・
吉

井
良
地
氏
の
書
。 

伝
承
に
よ
る
と
、
明
治
初
年
に
台
風
で
祠
が
倒
壊
。
神
霊
を
別
の

所
に
移
し
た
と
い
う
。
ま
た
、
か
つ
て
付
近
に
は
樹
高
二
十
メ
ー
ト

ル
を
超
え
る
巨
大
な
松
が
あ
り
、
人
々
は
「
天
狗
の
と
ま
り
松
」
と

称
し
て
い
た
。 

灯
籠 

 

神
仏
に
灯
火
を
奉さ

さ

げ
る
た
め
の

道
具
。
仏
教
伝
来
と
と
も
に
日
本

に
輸
入
さ
れ
た
。 

 

西
宮
神
社 

 

兵
庫
県
西
宮
市
に
鎮
座
す
る
神

社
。
全
国
の
蛭
子
神
社
の
総
本
社
と

し
て
崇
敬
さ
れ
る
。 

 

吉
井
氏 

 

西
宮
神
社
に
代
々
仕
え
る
社
家
。

藤
原
鎌
足
の
子
孫
と
い
う
。 



天
満
大
神

て
ん
ま
の
お
お
か
み 

 

旧
小
脇
郷
成
願
寺
村
に
鎮
座
し
た
神
。 

天
満
宮

て
ん
ま
ん
ぐ
う

は
、
天
神

て
ん
じ
ん

信
仰
に
基

づ
い
て
天
満

て

ん

ま

天
神

て
ん
じ
ん

と
称
さ
れ
る

菅
原
道
真

す
が
わ
ら
の
み
ち
ざ
ね

を
祀
る
神
社
で
あ
る
。 

菅
原
氏
は
代
々
学
者
の
家
柄

で
、
道
真
は
当
代
一
流
の
学
者

ま
た
詩
人
と
し
て
高
名
で
あ
っ

た
。
宇
多

う

だ

天
皇

て
ん
の
う

の
信
任
厚
く
、

蔵
人
頭

く
ろ
う
ど
の
と
う

を
経
て
右
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
藤
原
氏
全
盛
の
時
代
に
あ

っ
て
異
例
の
出
世
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
妬 ね

た

ん
だ
左
大
臣
藤
原
時
平

ふ
じ
わ
ら
の
と
き
ひ
ら

の
讒
言

ざ
ん
げ
ん

に
よ
っ
て
大
宰
権
帥

だ
ざ
い
ご
ん
の
そ
つ

に
左
遷
さ
れ
、
悲
憤
の
内
に
赴
任
先
で

没
し
た
。 

菅
原
道
真
（
八
四
五
～
九
〇
三
） 

 

平
安
時
代
の
貴
族
。
学
者
出
身
と

し
て
は
異
例
の
出
世
を
遂
げ
た
が
、

偽
言
に
よ
っ
て
罪
を
着
せ
ら
れ
た

（
図
版
は
『
前
賢
故
実
』
よ
り
）。 

 

宇
多
天
皇
（
八
六
七
～
九
三
一
） 

 

平
安
時
代
の
天
皇
。
菅
原
道
真
を

起
用
し
て
政
治
刷
新
に
努
め
た
。 

 

蔵
人
頭 

 

天
皇
の
秘
書
官
的
な
役
務
を
担

っ
た
非
常
に
重
要
な
職
。 

 

左
大
臣
・
右
大
臣 

 

朝
廷
の
政
務
を
司
る
実
質
的
な

総
裁
。
職
務
は
ど
ち
ら
も
同
じ
。 



道
真
憤
死
の
後
、
京
中
に
不
穏
な
出
来
事
が
重
な
り
、
道
真
を
陥

れ
た
藤
原
時
平
が
死
没
。
更
に
は
宮
中
に
落
雷
が
あ
る
な
ど
皇
室
に

も
凶
事
が
続
き
、
社
会
的
に
不
安
定
な
事
件
が
続
い
た
。
人
々
は
こ

れ
を
道
真
の
怨
霊

お
ん
り
ょ
う

に
よ
る
と
噂
し
、
こ
れ
を
憂
い
た
朝
廷
は
怨
霊
を

鎮
め
る
た
め
に
道
真
を
流
罪
前
の
身
分
に
戻
し
、
よ
り
高
い
位
を
贈

与
す
る
処
置
を
取
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
を
背
景
に
、
今
度
は
道
真

の
怨
霊
を
天
神
と
し
て
崇
拝
す
る
動
き
が
現
れ
る
。 

元
々
は
天
候
を
司
る
雷
雨
神
を
「
天
神
」
と
呼
ん
だ
が
、
道
真
の

御
霊
や
仏
教
思
想
な
ど
と
習
合
し
、
天
満

て

ん

ま

大
自
在

だ

い

じ

ざ

い

天
神

て
ん
じ
ん

と
い
う
神
格

が
形
成
さ
れ
た
。
道
真
自
身
も
後
に
は
正
一
位
太
政
大
臣

だ
い
じ
ょ
う
だ
い
じ
ん

の
極
位
極

官
と
な
り
、
遂
に
は
怨
霊
か
ら
転
じ
て
国
家
の
守
護
神
と
し
て
の
地

位
を
得
た
。 

中
世
に
な
る
と
道
真
の
生
前
死
後
に
関
す
る
逸
話
を
基
と
し
、
天

大
宰
府

だ

ざ

い

ふ 

 

九
州
に
あ
る
官
庁
。
外
国
と
折
衝

す
る
重
要
な
役
所
で
、
権
帥
は
そ
の

実
質
的
長
官
。
位
の
高
い
貴
族
が
流

罪
に
な
っ
た
際
の
行
き
先
で
も
あ

っ
た
。 

 

藤
原
時
平
（
八
七
一
～
九
〇
九
） 

 

平
安
時
代
の
貴
族
。
道
真
を
左
遷

し
、
藤
原
政
権
を
確
立
さ
せ
た
。 

 

怨
霊 

 

恨
み
を
持
ち
、
祟
り
を
な
す
悪

い
霊
魂
の
こ
と
。 

 



神
に
は
学
問
、
至
誠
、
孝
道
、
国
家
鎮
護
、
交
通
守
護
、
詩
文
、
和

歌
、
書
道
と
い
っ
た
多
種
多
様
な
ご
利
益
が
あ
る
と
し
て
信
仰
さ
れ

た
。 当

地
に
天
満
宮
が
祀
ら
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
定
見
を
得
な
い
が
、

天
神
信
仰
は
歴
史
上
、
盛
り
上
が
り
を
見
せ
た
時
期
が
幾
度
か
あ
る
。

こ
れ
を
「
流
行
神
信
仰

は
や
り
が
み
し
ん
こ
う

」
と
い
う
が
、
中
世
以
降
、
折
々
の
世
相
を

反
映
し
て
日
本
各
地
に
天
満
宮
が
作
ら
れ
て
い
る
。
神
仏
に
祈
る
こ

と
が
唯
一
の
救
い
で
あ
っ
た
時
代
、
多
種
多
様
な
天
神
様
の
ご
利
益

を
願
い
、
村
落
の
福
利
増
進
を
祈
っ
て
祀
っ
た
こ
と
に
端
を
発
す
と

思
わ
れ
る
。
現
在
で
も
天
神
や
菅
原
道
真
を
祀
る
神
社
は
一
万
社
を

超
え
て
い
る
。 

明
治
三
十
三
年
に
発
行
さ
れ
た
『
近
江
國
赤
神
山
阿
賀
神
社
全
圖
』

に
は
、
太
郎
坊
宮
に
合
祀
さ
れ
る
前
で
あ
っ
た
た
め
「
天
神
」
と
い

太
政
大
臣 

 

朝
廷
の
最
高
職
。
道
真
の
死
後
、

そ
の
怨
霊
を
鎮
め
る
た
め
に
朝
廷

が
最
高
位
の
正
一
位
と
と
も
に
贈

っ
た
。 

    

天
満
宮 

 

京
都
の
北
野
天
満
宮
と
九
州
の

太
宰
府
天
満
宮
を
中
心
と
す
る
神

社
。
祭
神
の
菅
原
道
真
に
縁
故
が
あ

る
土
地
に
祀
ら
れ
た
が
、
後
に
は
日

本
各
地
に
建
立
さ
れ
た
。 



う
記
載
が
み
ら
れ
る
。 

現
在
、
跡
地
に
は
明
治
四
十
二
年
の
合
祀
を
記
念
し
て
建
立
さ
れ

た
石
碑
が
残
さ
れ
て
い
る
。
今
で
も
天
神
講

て
ん
じ
ん
こ
う

と
い
う
名
の
信
者
の
団

体
が
あ
り
、
毎
年
一
月
に
こ
の
宮
跡
に
詣
で
る
と
い
う
。 

         

講 

 

同
じ
信
仰
で
結
ば
れ
た
人
々
に

よ
っ
て
組
織
さ
れ
る
団
体
。
神
明

講
、
稲
荷
講
な
ど
、
多
様
な
形
態
が

あ
る
。 



大
将
軍
大
神

た
い
し
ょ
う
ぐ
ん
の
お
お
か
み 

旧
小
脇
郷
小
脇
村
に
鎮
座
す
る
神
。 

御
神
名
か
ら
、
道
祖
神

ど

う

そ

し

ん

の
一
種
と

も
思
わ
れ
る
。
大
将
軍
信
仰
は
村
の

要
所
に
大
将
軍
神
を
祀
る
こ
と
で
、

村
内
へ
様
々
な
災
い
が
侵
入
す
る
こ

と
を
防
ぐ
と
い
う
も
の
。 

陰
陽
道

お
ん
み
ょ
う
ど
う

の
伝
来
と
と
も
に
日
本

に
伝
わ
っ
た
と
い
わ
れ
、
平
安

へ
い
あ
ん

京
き
ょ
う

造

営
に
際
し
て
も
四
方
に
大
将
軍
神
社

が
創
建
さ
れ
て
い
る
。 

大
将
軍
神
は
か
つ
て
近
江
国
内
で

広
く
信
仰
さ
れ
て
い
た
が
、
時
代
の

道
祖
神 

 

集
落
の
外
部
か
ら
侵
入
し
て
く

る
災
い
を
防
ぐ
た
め
に
祀
ら
れ
た

神
。
明
治
時
代
に
入
る
と
、
道
祖
神

の
祭
り
は
禁
止
さ
れ
た
。 

 

大
将
軍 

 

暦
こ
よ
み

の
神
や
方
位
の
神
と
さ
れ
る

こ
と
も
あ
る
。
名
前
か
ら
混
同
さ
れ

が
ち
だ
が
、
武
将
を
祀
っ
た
も
の
で

は
な
い
。 

 

 

平
安
京 

 

桓か
ん

武む

天
皇

て
ん
の
う

に
よ
っ
て
現
在
の
京

都
に
造
営
さ
れ
た
都
。 



推
移
と
と
も
に
次
第
に
廃 す

た

れ
て
い
っ
た
。
後
世
、
跡
地
に
数
本
の
木

を
残
し
て
地
名
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
が
多
く
、
小
脇
の
よ

う
に
残
さ
れ
た
も
の
は
稀
な
例
と
い
え
る
。 

『
小
脇
郷
氏
神
等
帳
載
願
書
』
に
は
「
字
里
之
中 

大
将
軍
宮
」

と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
社
殿
の
大
き
さ
は
「
八
尺
四
方
」
で
あ
っ

た
。
「
脇
村
の
氏
神
」
で
あ
り
、
そ
の
た
め
「
境
内
も
支
配
」
し
て
い

た
と
い
う
。 

跡
地
に
は
空
殿
と
な
っ
た
社
殿

と
神
輿
蔵
、
石
灯
籠
が
残
る
。
石

灯
籠
に
は
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）

と
文
政
十
三
年
（
一
八
三
〇
）
の

銘
が
あ
る
。
後
に
空
殿
に
は
観
音

か
ん
の
ん

菩
薩

ぼ

さ

つ

を
祀
っ
た
と
い
う
。 

大
将
軍
跡 

 

現
在
で
は
祠
も
失
わ
れ
、
「
シ
ョ

ウ
グ
ン
」
「
ダ
イ
ジ
ョ
ウ
ゴ
」
と
い

っ
た
地
名
と
な
っ
て
名
残
を
留
め

る
も
の
が
多
い
。 

    

観
音
菩
薩 

 

観
世
音
菩
薩
。
救
い
を
求
め
る
人

の
心
に
応
じ
て
姿
を
変
え
る
と
い

わ
れ
、
日
本
の
民
俗
信
仰
に
深
く
根

付
い
て
い
る
。 



日
吉

ひ
よ
し
の

大
神

お
お
か
み

・

十
じ
ゅ
う

禅
師

ぜ
ん
じ
の

大
神

お
お
が
み

・
清
水

し
み
ず
の

大
神

お
お
が
み 

小
脇
郷
中
に
広
く
祀
ら
れ
た
神
々
。
い
ず
れ
も
滋
賀
県
大
津
市
に

鎮
座
す
る
日
吉

ひ

よ

し

大
社

た
い
し
ゃ

の
御
分
霊
。
日
吉
大
社
は
八
世
紀
頃
に
創
始
さ

れ
た
と
さ
れ
る
神
社
で
、
「
日
枝
」
「
比
叡
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ

る
。
日
吉
大
神
は
伝
教

で
ん
ぎ
ょ
う

大
師

だ

い

し

最
澄

さ
い
ち
ょ
う

が
比
叡
山

ひ

え

い

ざ

ん

に
延
暦
寺

え
ん
り
ゃ
く
じ

を
開
山
し
た

後
に
延
暦
寺
の
鎮
守
と
な
り
、
天
台
宗
の
守
護
神
と
も
さ
れ
た
。
最

盛
期
に
は
境
内
に
百
八
社
、
境
内
外
に
百
八
社
の
神
社
を
有
す
る
巨

大
な
神
社
群
で
あ
っ
た
と
い
う
。
数
多
く
あ
る
社
の
う
ち
、
特
に
主

要
な
二
十
一
社
を
「
山
王

さ
ん
の
う

二
十
一
社
」
と
呼
ん
で
尊
崇
し
た
。
こ
の

二
十
一
社
の
中
か
ら
更
に
「
山
王
七
社
」
と
呼
ば
れ
る
、
よ
り
重
要

な
社
が
あ
っ
た
。
山
王
七
社
は
、
日
吉
大
社
の
中
心
と
も
い
う
べ
き

「
大
宮
」
か
ら
順
に
、
「
二
宮
」
「
聖
真
子
」
「
八
王
子
」
「
客
人
」
「
十

禅
師
」
「
三
宮
」
の
七
つ
の
社
の
名
称
で
あ
る
。 

比
叡
山
延
暦
寺 

 

天
台
宗
の
総
本
山
。
最
澄
に
よ
っ

て
創
建
さ
れ
た
大
寺
院
で
、
大
い
に

栄
え
た
。
元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）
、

織
田
信
長
に
焼
き
討
ち
さ
れ
た
。 

   

最
澄
（
七
六
七
～
八
二
二
） 

 

平
安
時
代
の
僧
。
近
江
国
の
生

ま
れ
。
唐
に
渡
っ
て
学
び
、
比
叡

山
延
暦
寺
を
開
い
た
。
太
郎
坊
宮

山
麓
の
寺
院
創
建
に
関
す
る
伝
承

も
残
る
。
伝
教
大
師
。 



日
吉
大
社
は
『
延
喜
式

え

ん

ぎ

し

き

』
で
「
名
神
大
社

み
ょ
う
じ
ん
た
い
し
ゃ

」
と
い
う
高
い
格
式
が

付
さ
れ
、
中
世
二
十
二
社
に
も
選
定
さ
れ
て
い
る
。
延
久
三
年
（
一

〇
七
一
）
に
は
時
の
天
皇
の
ご
参
拝
が
あ
り
、
以
降
、
公
家
や
将
軍

家
の
参
拝
も
盛
ん
に
な
さ
れ
た
。
平
安
時
代
末
期
頃
か
ら
、
延
暦
寺

の
僧
兵

そ
う
へ
い

は
日
吉
大
社
の
神
輿
を
担
い
で
朝
廷
に
強
訴
す
る
こ
と
が

度
々
あ
っ
た
。
神
輿
を
持
ち
出
し
、
日
吉
大
社
の
威
光
を
用
い
て
要

求
を
押
し
通
し
た
延
暦
寺
は
、
時
の
政
治
を
左
右
す
る
ほ
ど
の
権
勢

を
有
し
た
。 

さ
て
、
こ
の
日
吉
大
社
に
関
連
し
た
神
々
が
祀
ら
れ
た
理
由
は
、

荘
園

し
ょ
う
え
ん

領
地

り
ょ
う
ち

の
関
係
に
よ
る
。
荘
園
と
は
社
寺
や
貴
族
が
所
有
す
る
私

的
な
領
地
を
い
う
。
日
本
で
は
大
化
の
改
新
以
来
公
地

こ

う

ち

公
民

こ
う
み
ん

の
制
が

取
ら
れ
た
が
、
そ
れ
が
徐
々
に
崩
壊
し
、
私
有
領
地
で
あ
る
荘
園
が

増
加
す
る
。
平
安
時
代
中
期
以
降
、
各
地
の
有
力
な
社
寺
は
全
国
各

延
喜
式 

 

律

令

り
つ
り
ょ
う

の
施
行
細
則
。
延
長
五
年

（
九
二
七
）
に
撰
進
さ
れ
た
。 

 

中
世
二
十
二
社 

 

朝
廷
が
折
に
触
れ
て
捧さ

さ

げ
物も

の

を

供
え
て
祈
願
す
る
二
十
二
の
神
社
。

室
町
時
代
ま
で
続
い
た
。 

 

僧
兵 

 

武
装
し
た
僧
侶
。 

 

公
地
公
民 

 

全
て
の
土
地
や
人
民
は
朝
廷
に

属
す
と
定
め
、
私
有
を
禁
じ
た
制

度
。 



地
に
荘
園
を
有
し
、
自
社
を
経
営
す
る
上
で
の
財
政
基
盤
と
し
た
。

荘
園
は
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
太
閤

た
い
こ
う

検
地

け

ん

ち

で
否
定
さ
れ
る
が
、
数
百
年
の

長
き
に
亘
っ
て
荘
園
を
支
配
し
た
社
寺
は
領
地
内
に
自
社
の
神
を
分

け
て
祀
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
れ
を
世
に
「
分
祀

ぶ

ん

し

」
や
「
勧
請

か
ん
じ
ょ
う

」

と
い
う
。 

前
述
の
通
り
日
吉
大
社
は
延
暦
寺
と
強
い
結
び
つ
き
を
有
し
て
お

り
、
僧
兵
の
武
力
を
背
景
に
し
て
近
江
国
各
地
に
多
数
の
荘
園
を
有

し
た
。
鎌
倉
時
代
中
期
に
は
「
八
日
市
場
」
も
延
暦
寺
の
支
配
下
に

あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
現
在
で
も
東
近
江
市
内
に
は
日
吉
大
社
の

御
分
霊
を
祀
る
神
社
が
数
多
く
存
在
す
る
。 

『
小
脇
郷
氏
神
等
帳
載
願
書
』
に
は
「
字
中
嶋 

山
王
権
現
宮

さ
ん
の
う
ご
ん
げ
ん
の
み
や

」「
字

田
之
中 

十
禅
師
宮

じ
ゅ
う
ぜ
ん
じ
の
み
や

」「
字
大
宮 

十
禅
師
権
現
宮

じ
ゅ
う
ぜ
ん
じ
ご
ん
げ
ん
の
み
や

」「
字
八
王
子 

山 さ
ん

王 の
う

権 ご
ん

現
げ
ん
の

宮 み
や

」
と
、
日
吉
大
神
を
祀
る
神
社
が
多
数
記
さ
れ
て
い
る
。 

豊
臣
秀
吉
（
一
五
三
六
～ 

一
五
九
八
） 

 

戦
国
時
代
の
武
将
。
最
初
織
田

信
長
の
武
将
で
あ
っ
た
が
、
後
に

天
下
統
一
を
成
し
遂
げ
た
。 

 

太
閤
検
地 

 

豊
臣
秀
吉
が
全
国
規
模
で
実
施

し
た
検
地
。
村
境
を
決
定
し
、
年
貢

の
基
準
と
な
る
田
畑
量
等
を
調
べ

た
。 

 

分
祀 

 

分
け
て
祀
る
こ
と
。 

 

勧
請 

 

神
霊
を
迎
え
て
祀
る
こ
と
。 



             

日
吉
大
社 

 

全
国
の
日
吉
神
社
、
日
枝
神
社
の

総
本
社
。
元
官
幣
大
社
。
平
安
京
の

鬼
門

き

も

ん

（
凶
の
方
角
）
を
守
護
し
、
ひ

い
て
は
国
家
を
守
護
す
る
大
社
と

し
て
尊
崇
さ
れ
た
。
比
叡
山
延
暦
寺

と
も
強
い
結
び
付
き
を
有
し
、
仏
教

思
想
と
融
合
し
て
隆
盛
し
た
。
強
力

な
武
力
を
背
景
に
し
た
権
勢
は
絶

大
で
、
俗
に
山
門

さ
ん
も
ん

勢

力

せ
い
り
ょ
く

と
呼
ば
れ

た
。
朝
廷
の
権
威
を
も
の
と
も
し
な

い
「
天
下
三
不ふ

如
意

に

ょ

い

（
思
い
通
り
に

な
ら
な
い
三
つ
の
も
の
）
」
の
一
つ

と
さ
れ
た
。 

 

し
か
し
、
織
田
信
長
に
よ
る
比
叡

山
焼
き
討
ち
に
よ
り
、
一
帯
は
廃
墟

と
化
し
て
昔
日
の
力
を
失
っ
た
。 



           

『
秘
密
山
王
曼
荼
羅
』
日
吉
大
社
提
供 

 

江
戸
時
代
に
入
り
、
多
く
の
社
殿

が
位
置
や
形
態
を
ほ
と
ん
ど
保
っ

た
ま
ま
再
建
さ
れ
た
。 

 

図
版
は
『
秘
密

ひ

み

つ

山
王

さ
ん
の
う

曼
荼
羅

ま

ん

だ

ら

』
と

い
い
、
日
吉
大
社
の
所
蔵
品
。
製
作

年
代
は
不
明
な
が
ら
、
神
仏
が
融
和

し
た
日
吉
大
社
を
描
い
て
い
る
。
七

重
塔
を
始
め
と
す
る
仏
教
建
造
物

が
立
ち
並
び
、
建
造
物
が
境
内
を
埋

め
尽
く
し
て
い
る
様
子
は
圧
巻
で

あ
る
。 

日
吉
大
社
は
、
長
ら
く
神
仏
一
体

の
霊
場
と
し
て
栄
え
た
が
、
明
治
時

代
の
神
仏
分
離
に
い
ち
早
く
反
応
。

仏
教
関
係
の
文
物
の
多
く
が
破
却

さ
れ
た
。 



こ
れ
ら
の
中
に
は
明
治
初
年
の
神
仏
分
離
に
よ
っ
て
社
名
変
更
を

強
い
ら
れ
た
も
の
が
あ
る
。
総
本
社
で
あ
る
日
吉
大
社
で
も
明
治
時

代
以
降
に
各
社
名
が
変
更
さ
れ
、
更
に
は
御
祭
神
の
入
れ
替
え
ま
で

な
さ
れ
た
と
い
う
。 

 

        

清
水
神
社
（
写
真
上
） 

 

太
郎
坊
宮
の
境
内
外
に
あ
る
管

轄
社
。
山
王
権
現
を
祀
る
。 

 

金
柱
宮
跡
（
写
真
左
下
） 

 

金
柱
宮
に
は
五
社
が
あ
り
、
そ
の

内
の
一
社
が
十
禅
師
権
現
を
祀
っ

た
と
い
う
。 

 

十
禅
師
跡
（
写
真
右
下
） 

 

十
禅
師
権
現
を
祀
っ
た
。 



五
社
大
神

ご
し
ゃ
の
お
お
か
み 

旧
小
脇
郷
の
神
。
『
近
江
蒲
生
郡
志
』
は
五
社
大
神
に
つ
い
て
「
金 か

な

柱
は
し
ら

宮
の
み
や

」
と
の
注
記
を
付
し
て
い
る
。 

金
柱
宮
に
祀
ら
れ
た
神
は
「
天
皇
宮
」
「
十
禅
師
権
現
宮
」
「
神
明

宮
」
「
岩
神
宮
」
「
八
幡
宮
」
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
一
方
、
主
祭
神

は
牛
頭
天
王

ご

ず

て

ん

の

う

で
あ
っ
た
と
い
う
説
も
あ
る
。
金
柱
宮
は
『
梁
塵
秘
抄

り
ょ
う
じ
ん
ひ
し
ょ
う

』

に
「
新
羅

し

ら

ぎ

が
建
て
た
り
し
持
佛
堂

じ

ぶ

つ

ど

う

の
金
の
柱
」
と
記
載
さ
れ
、
元
暦

元
年
（
一
一
八
四
）
の
『
山
塊
記

さ

ん

か

い

き

』
に
「
金
柱
、
古
麻

こ

ま

長
者
持
仏
な

り
」
と
あ
る
。
「
持
仏
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
こ
と
と
併
せ
て
も
、
元

来
は
大
陸
や
朝
鮮
か
ら
渡
っ
て
き
た
神
仏
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ

れ
ら
外
来
の
神
仏
を
蕃
神

ば
ん
し
ん

と
い
う
が
、
時
代
が
経
つ
に
つ
れ
て
日
本

の
神
々
と
融
合
し
、
郷
土
の
神
と
し
て
崇
敬
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
五

社
大
神
も
、
そ
う
し
た
例
の
一
つ
と
類
推
さ
れ
る
。 

梁
塵
秘
抄 

 

後
白
河
天
皇
（
一
一
二
七
～
一
一

九
二
）
が
撰
し
た
歌
謡
集
。 

 

山
塊
記 

内
大
臣
中
山
忠
親
（
一
一
三
二
～
一

一
九
五
）
の
著
。
平
安
時
代
末
期
か

ら
鎌
倉
幕
府
成
立
期
に
か
け
て
の

日
記
録
。 

 

牛
頭
天
王 

 

本
来
は
イ
ン
ド
の
神
と
い
う
。
厄

疫
を
払
う
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
る
。 



こ
の
「
古
麻
長
者
」
の
正
体
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
「
狛

長

者

こ
ま
の
ち
ょ
う
じ
ゃ

」

或
い
は
「
高
麗
長
者

こ
ま
の
ち
ょ
う
じ
ゃ

」
と
表
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
「
新
羅
」
と
と
も

に
外
国
か
ら
移
り
住
ん
だ
人
々
を
指

し
た
言
葉
と
思
わ
れ
る
。
狛
長
者
の

一
族
は
太
郎
坊
宮
近
郊
の
地
を
本
拠

と
し
、
一
帯
を
開
拓
し
た
と
推
定
さ

れ
て
い
る
。
金
柱
宮
の
跡
地
か
ら
は

須
恵
器

す

え

き

や
土
師
器

は

じ

き

が
出
土
し
、
付
近

か
ら
は
太
い
柱
の
一
部
が
発
掘
さ
れ

て
い
る
ほ
か
、
古
墳
も
存
在
す
る
こ

と
か
ら
、
既
に
五
世
紀
に
は
人
が
生

活
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。 

金
柱
宮
は
『
梁
塵
秘
抄
』
や
『
山

新
羅
・
高
麗 

 

ど
ち
ら
も
古
代
の
朝
鮮
半
島
に

あ
っ
た
国
。 

 

土
師
器
・
須
恵
器 

 

須
恵
器
は
渡
来
系
の
技
術
を
用

い
た
土
器
で
、
土
師
器
に
比
べ
て
高

度
な
技
術
が
必
要
と
さ
れ
た
。 



塊
記
』
に
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
平
安
時
代
後
期
に
は
既
に
有
名

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。『
太
平
記

た

い

へ

い

き

』
に
も
「
金
柱
大
御
堂

か
な
は
し
ら
の
お
お
み
ど
う

」
と
記
さ

れ
て
お
り
、
中
世
に
は
社
殿
や
堂
宇
が
軒
を
並
べ
て
大
い
に
栄
え
た
。

ま
た
、
境
内
に
は
商
人
の
宝
物
と
さ
れ
た
「
院
宣

い
ん
ぜ
ん

」
を
納
め
ら
れ
た

蔵
も
あ
っ
た
と
伝
わ
る
。
今
は
他
の
寺
院
に
安
置
さ
れ
て
い
る
が
、

白
鳳
時
代
の
作
と
さ
れ
る
聖
観
音
金
銅
像
が
金
柱
宮
に
祀
ら
れ
て
い

た
と
い
う
伝
承
も
残
さ
れ
て
い
る
。 

金
柱
宮
は
近
隣
数
村
が
氏
子
と
し
て
協
同
で
護
持
し
た
が
、
江
戸

時
代
に
な
っ
て
彦
根
藩
井
伊
氏
領
、
仙
台
藩
伊
達
氏
領
、
宇
治
の
御

用
茶
師
上
林
氏

か
ん
ば
や
し
し

領
と
、
各
々
の
村
の
支
配
が
分
か
れ
る
と
次
第
に
軋

轢
が
生
じ
る
よ
う
に
な
り
、
遂
に
は
村
々
の
間
で
衝
突
が
生
じ
、
分

立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

現
在
、
跡
地
に
は
石
碑
が
残
さ
れ
て
い
る
。 

太
平
記 

 

南
北
朝
時
代
の
動
乱
を
描
い
た

軍
記
物
語
。 

 

院
宣 

 

上
皇
（
先
の
天
皇
）
や
法
王
（
出

家
し
た
先
の
天
皇
）
の
命
を
奉
じ
て

出
さ
れ
る
文
書
。 

 

白
鳳
時
代 

 

飛
鳥
時
代
か
ら
天
平
時
代
の
中

間
を
い
う
。
六
〇
〇
年
代
後
半
頃
か

ら
七
〇
〇
年
代
前
半
頃
。 

 

茶
師 

 

抹
茶
や
茶
葉
を
精
製
し
、
詰
め

る
こ
と
を
生
業
と
し
た
家
。 

 



さ
て
、
「
太
郎
坊
宮
」
「
阿
賀
神
社
」
と
い
う
神
社
名
の
由
来
で
あ

る
が
、
太
郎
坊
宮
は
原
初
的
な
自
然
崇
拝
が
創
祀
の
端
緒
と
考
え
ら

れ
て
お
り
、
詳
細
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
従
っ
て
神
社
名
の
由
来
に

つ
い
て
も
数
説
を
挙
げ
る
に
留
め
た
い
と
思
う
。 

ま
ず
、
現
在
の
太
郎
坊
宮
の
正
式
名
称
で
も
あ
る
阿
賀
神
社

あ

が

じ

ん

じ

ゃ

の
「
阿

賀
」
の
名
に
つ
い
て
は
、「
あ
が
る
（
上
が
る
、
登
る
）
」「
あ
が
む
（
拝

む
、
崇
む
）
」
が
原
型
と
す
る
説
や
、
「
あ
が
何
々
（
吾
が
何
々
、
我

が
何
々
）
」
と
い
う
語
が
略
化
し
た
と
す
る
説
が
あ
る
。
ま
た
、
御
祭

神
の
名
の
一
部

「
吾
勝
」
を
も

っ
て
阿
賀
と
称

し
た
説
も
あ
る
。

そ
の
他
、
神
社

自
然
崇
拝 

 

自
然
物
や
自
然
現
象
を
崇
拝
対

象
と
す
る
原
始
的
な
宗
教
形
態
。
太

陽
、
月
、
山
、
川
、
巨
岩
な
ど
を
崇

拝
す
る
例
が
あ
る
。 

   

阿
賀
神
社
扁
額

へ
ん
が
く 

 

阿
賀
神
社
の
名
を
記
し
た
額
。
神

社
の
社
殿
や
鳥
居
、
神
輿
等
に
掲
げ

た
も
の
。
裏
に
享
保
八
年
（
一
七
二

三
）
の
銘
が
あ
る
。 



が
建
つ
「
あ
か
が
み
や
ま
」
の
語
が
略
転
訛
し
た
と
い
う
説
も
あ
る
。 

赤
神
山
の
名
の
由
来
に
つ
い
て
も
諸
説
あ
り
、
「
あ
が
か
み
の
や
ま

（
我
が
神
の
山
）
」
が
転
じ
た
と
す
る
説
や
、
赤
色
や
朱
色
が
呪
術
的

な
意
味
合
い
を
有
す
る
と
の
信
仰
か
ら
発
し
た
と
す
る
説
が
あ
る
。 

他
に
も
穀
物
の
神
で
あ
る
「
宇
賀
神

う

が

じ

ん

」
が
転
訛
し
た
説
も
あ
る
。
更

に
、
最
澄
が
嘘
偽
り
の
な
い
心
を
表
す
「
赤
心

せ
き
し
ん

」
の
語
を
受
け
て
感

得
し
、
赤
心

せ
き
し
ん

明
神

み
ょ
う
じ
ん

と
い
う
神
を
祀
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
い
う
説
。

ま
た
、
山
の
険
し
い
姿
を
大
陸
に
あ
る
泰
山

た
い
ざ
ん

に
な
ぞ
ら
え
、
同
山
に

祀
る
赤
山
大
明
神

せ
き
さ
ん
だ
い
み
ょ
う
じ
ん

か
ら
名
を
戴
し
た
と
い
う
説
も
あ
る
。
こ
の
赤
山

大
明
神
は
泰
山
府

た

い

ざ

ん

ふ

君 く
ん

や
東
岳
大
帝

と
う
が
く
た
い
て
い

と
も
称
さ
れ
る
神
で
、
寿
命
を
司

る
と
い
う
。
日
本
に
は
平
安
時
代
頃
に
伝
わ
り
、
陰
陽
道

お
ん
み
ょ
う
ど
う

等
で
盛
ん

に
信
仰
さ
れ
て
い
る
。
阿
賀
神
社
の
名
の
由
来
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て

い
る
主
だ
っ
た
説
は
、
以
上
で
あ
る
。 

宇
賀
神 

 

穀
物
を
司
る
神
。 

 

泰
山 

 

大
陸
五
岳
の
一
つ
に
数
え
ら
れ

る
名
山
。
霊
魂
の
集
う
場
所
と
さ
れ

た
。

 



次
い
で
太
郎
坊
宮
と
い
う
名
称
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
太
郎
坊
と
い

う
名
の
天
狗

て

ん

ぐ

が
守
護
す
る
神
社
（
所
謂
「
お
宮
さ
ん
」
）
で
あ
る
こ
と

に
よ
る
と
い
う
。
天
狗
に
関
す
る
伝
承
は
太
郎
坊
宮
に
数
多
く
あ
り
、

最
澄
が
赤
神
山
に
社
殿
建
立
を
発
願
さ
れ
た
と
き
、
山
奥
か
ら
現
れ

て
助
力
し
た
と
い
う
逸
話
も
あ
る
。 

一
方
で
、
勝
利
を
も
た
ら
す
と
し
て
尊
信
さ
れ
る
勝
軍
地
蔵
菩
薩

し
ょ
う
ぐ
ん
じ
ぞ
う
ぼ
さ
つ

が
姿
を
変
え
て
太
郎
坊

た

ろ

う

ぼ

う

権
現

ご
ん
げ
ん

と
な
り
、
最
澄
を
こ
の
地
に
導
い
て
祭

祀
を
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
る
と
い
う
説
話
も
あ
る
。
こ
の
説
話
は
太

郎
坊
宮
を
護
持
し
た
寺
院
の
僧
侶
を
中
心
に
説
か
れ
た
も
の
で
、
平

安
時
代
末
期
に
起
こ
っ
た
神
仏
習
合
思
想

し
ん
ぶ
つ
し
ゅ
う
ご
う
し
そ
う

に
基
づ
く
本
地

ほ

ん

ち

垂
迹
説

す
い
じ
ゃ
く
せ
つ

を

取
り
入
れ
て
い
る
。 

本
地
垂
迹
説
は
、
仏
や
菩
薩
が
姿
を
変
え
て
神
と
な
り
、
人
々
を

救
済
し
に
現
れ
る
と
す
る
思
想
で
、
明
治
時
代
の
神
仏
分
離
ま
で
広

天
狗 

 

山
の
奥
深
く
に
住
み
、
神
通
力
を

有
す
る
神
の
使
い
。
顔
が
赤
く
て
鼻

は
高
く
、
翼
が
あ
っ
て
空
を
飛
ぶ
と

さ
れ
る
。 

 

勝
軍
地
蔵 

 

軍
神
と
し
て
尊
崇
さ
れ
る
地
蔵

尊
。
甲
冑
を
身
に
付
け
、
軍
馬
に
乗

る
。 

 

本
地
垂
迹
説 

 

神
の
本
来
の
姿
は
仏
で
、
仏
が

人
々
を
救
う
た
め
に
神
の
姿
を
か

り
て
現
れ
た
と
い
う
思
想
。 



く
浸
透
し
て
い
た
。
太
郎
坊
権
現
と
い
う
尊
称
に
含
ま
れ
る
権
現
と

い
う
語
も
、
仏
や
菩
薩
が
人
々
を
救
う
た
め
に
本
来
と
は
異
な
る
姿

で
権
（
か
り
）
に
現
れ
る
と
い
う
意
味
を
持
つ
。
神
仏
習
合
思
想
は

千
年
に
及
ぶ
歴
史
が
あ
る
た
め
に
類
例
も
多
く
、
日
吉
大
社
が
山
王

権
現
と
称
し
た
他
、
熊
野
三
社
は
熊
野
三
所

く
ま
の
さ
ん
し
ょ

権
現

ご
ん
げ
ん

、
春
日

か

す

が

大
社

た
い
し
ゃ

は
春

日
権
現
と
い
わ
れ
た
。 

太
郎
坊
宮
の
場
合
も
阿
賀
神
社
と
記
し
た
江
戸
時
代
の
扁
額
が
現

存
す
る
一
方
で
、
文
書
類
に
は
「
太
郎
坊
権
現
」
「
太
郎
坊
権
現
宮
」

と
い
う
呼
称
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
境
内
に
点
在
す
る
同

時
代
の
石
灯
籠
に
も
「
太
郎
坊
権
現
」
「
太
郎
坊
大
権
現
」
と
記
銘
し

た
も
の
が
多
く
、
そ
の
他
一
部
に
「
太
良
坊
大
権
現
」
銘
が
あ
る
。「
太

良
坊
」
の
文
字
に
何
か
の
意
味
を
込
め
た
の
か
、
今
と
な
っ
て
は
定

か
で
は
な
い
が
、
文
字
に
厳
格
で
は
な
か
っ
た
時
代
な
ら
で
は
の
異

熊
野
三
社 

 

和
歌
山
県
に
あ
る
熊
野

く

ま

の

本
宮

ほ
ん
ぐ
う

大
社

た
い
し
ゃ

、
熊
野
速

く
ま
の
は
や

玉た
ま

大
社

た
い
し
ゃ

、
熊
野

く

ま

の

那
智

な

ち

大
社

た
い
し
ゃ

の
三
社
。 

 

春
日
大
社 

 

奈
良
県
に
あ
る
神
社
。
藤
原
氏
の

氏
神
と
し
て
栄
え
た
。 

 

嘉
永
七
年
石
灯
籠 

 

太
郎
坊
の
「
郎
」
が
「
良
」
に
な

っ
て
い
る
石
灯
籠
の
一
つ
。
建
立
は

江
戸
時
代
末
期
の
嘉
永
七
年
（
一
八

五
四
）
。 

 



風
と
も
思
わ
れ
る
。
太
郎
坊
権
現
の
尊
称
は
明
治
時
代
の
神 し

ん

仏 ぶ
つ

分 ぶ
ん

離 り

令 れ
い

に
よ
っ
て
制
限
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
神
社
名
は
阿
賀
神
社
へ

と
統
一
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
現
在
の
太
郎
坊
宮
の
正
式
名
称
も
阿

賀
神
社
で
あ
る
。 

「
太
郎
」
と
い
う
語
に
は
最
も
優
れ
た
も
の
や
秀
で
た
も
の
と
い

う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
が
、
今
な
お
人
々
か
ら
は
畏
敬
と
親
し

み
を
込
め
て
「
太
郎
坊
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。 

神
社
名
の
変
更 

 

明
治
初
年
、
神
と
仏
を
切
り
離
す

分
離
令
が
出
て
、「
太
郎
坊
宮
」「
太

郎
坊
権
現
」
の
名
は
仏
教
的
だ
と
し

て
禁
止
さ
れ
た
。 

 

太
郎 

 

東
大
寺
の
鐘
を
奈
良
太
郎
と
い

っ
た
り
、
利
根
川
を
坂
東
太
郎
と
い

っ
た
り
し
た
例
。
長
男
を
意
味
す
る

場
合
も
あ
る
が
、
最
も
優
れ
た
も
の

を
尊
ぶ
名
で
も
あ
っ
た
。 


