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申ネ

社
称
呼

に
関
す
る

一
考
察

米

地

実

一

　
神
社
が
む
ら
や
ま
ち
の
祉
会
生
活
に
占
め
た
土
・
崩
昧
は
大
払
・
」
か
つ
た
。
あ
る
と
き
ま
で
は
神
社
を
除
い
て
、
む
ら
や
ま
ち
の
社
会
生
活
は
考
え
ら

れ
な
か
つ
た
。

　
そ
れ
故
に
神
社
は
人
々
の
強
い
関
心
の
集
ま
る
も
の
で
あ
つ
た
。
従
つ
て
、
自
分
達
の
祭
杷
す
る
神
社
を
何
ん
と
称
呼
す
る
か
と
云
う
こ
と

は
、
神
社
に
つ
い
て
の
人
々
の
関
心
の
在
り
方
か
ら
考
え
て
も
、
ど
う
で
も
よ
い
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
つ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
神
を
杷
る
と
云
う
こ
と
は
、
日
本
民
族
の
歴
史
と
共
に
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
．
日
本
人
が
神
を
杷
る
と
は
何
を
意
味
し
た
の
か
、

と
い
う
こ
と
は
簡
単
に
説
明
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
神
を
祖
る
こ
と
は
人
々
の
生
活
の
一
部
で
あ
り
、
人
々
の
生
活
に
と
つ
て
ぜ
ひ
と
も
必

要
な
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
つ
た
。
従
つ
て
神
を
杷
る
場
も
日
本
民
族
の
悠
久
の
歴
史
と
共
に
あ
つ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

こ
で
神
を
杷
る
場
を
何
ん
と
称
呼
し
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
を
間
題
に
す
る
場
合
、
神
を
ど
の
よ
う
に
し
て
、
何
処
で
祖
つ
た
か
の
吟
味
が
無
け
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れ
ば
な
ら
な
い
。
神
を
杷
る
場
が
一
定
の
場
で
あ
つ
た
か
ど
う
か
．
さ
ら
に
は
そ
れ
は
固
定
し
た
場
で
あ
つ
た
か
ど
う
か
も
考
え
な
く
て
は
な
ら

な
い
。

　
日
本
人
が
神
を
杷
る
と
い
う
場
合
、
何
時
で
も
、
何
処
で
も
良
か
つ
た
と
い
う
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
あ
る
特
定
の
時
と
場

所
で
あ
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
現
在
に
つ
な
が
る
意
味
で
、
神
を
杷
る
場
の
一
つ
と
し
て
の
「
神
社
」
と
い
わ
れ
る
場
が
定
め
ら
れ
た
の
は
何
時
頃
の
こ
と
で
あ
つ
た
か
と
い

う
こ
と
も
、
今
こ
こ
で
簡
単
に
結
論
の
出
る
事
柄
で
は
な
い
。

　
神
と
そ
の
神
を
杷
る
場
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
れ
ば
、
そ
こ
に
は
幾
つ
も
の
検
討
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
間
題
が
出
て
く
る
。
た
と

え
ば
、
神
は
何
処
に
い
る
の
か
、
何
処
に
で
も
い
る
の
か
、
特
定
の
場
所
に
い
る
の
か
、
何
時
で
も
そ
こ
に
い
る
の
か
、
特
定
の
時
に
だ
け
来
臨

す
る
の
か
な
ど
の
点
で
あ
る
、
こ
れ
ら
は
一
般
の
人
々
に
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
、
感
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
人
々
の
考
え
方
や

感
じ
方
も
最
初
か
ら
画
一
的
な
も
の
で
は
な
く
、
時
を
経
る
に
つ
れ
て
変
遷
し
て
き
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　
現
在
で
も
、
神
を
杷
る
こ
と
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
の
考
え
方
が
あ
る
の
で
、
一
概
に
は
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
神
を
杞
る
場
の
一
つ
と

し
て
神
社
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
勿
論
、
神
は
現
在
に
お
い
て
も
．
神
社
と
い
わ
れ
る
場
だ
け
で
祖
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ

と
も
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
．
現
在
「
神
社
」
（
じ
ん
じ
ゃ
）
と
称
呼
さ
れ
て
い
る
神
を
杞
る
場
を
悠
久
の
昔
か
ら
「
じ
ん
じ
や
」
と
称
呼
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う

か
、
後
に
改
め
て
触
れ
る
が
、
結
論
と
し
て
は
、
あ
る
一
定
の
時
、
称
呼
法
に
変
化
が
あ
り
、
そ
の
結
果
「
じ
ん
じ
や
」
と
称
呼
す
る
よ
う
に
な

つ
た
、
と
考
え
る
の
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る
、
従
つ
て
、
何
時
頃
、
ど
ん
な
理
由
に
よ
つ
て
神
社
称
呼
法
に
変
化
が
起
つ
た
の
か
と
い
う
問
題
を

考
え
て
み
た
い
。

　
先
ず
、
神
社
と
い
う
表
記
法
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
、
古
代
よ
り
神
社
と
い
う
表
記
法
は
文
献
上
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
　
『
時
代
別
国
語
大
辞



典
－
上
代
編
ー
』
　
（
三
省
堂
発
行
、
昭
和
四
十
二
年
十
二
月
十
日
）
に
は
「
神
社
」
と
い
う
辞
は
含
ま
れ
て
は
い
な
い
。

　
神
社
と
い
う
表
記
法
は
あ
つ
た
が
、
そ
れ
は
多
分
社
号
と
し
て
あ
つ
た
わ
け
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
．
す
な
わ
ち
、
　
「
神
社
」
と
い
う
用
法
は

「
神
の
い
る
処
」
と
い
う
意
味
、
あ
る
い
は
一
層
限
定
さ
れ
て
「
神
を
杷
る
建
造
物
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
た
と
え
ば
、

　
　
弘
仁
六
年
（
八
一
五
）
九
月
二
十
三
日
太
政
官
符

　
　
応
令
三
神
戸
百
姓
修
二
理
神
社
一
事

　
　
右
被
二
右
大
臣
宣
一
称
奉
レ
勅
諸
国
神
戸
例
多
二
課
丁
一
。
供
〆
神
之
外
不
〆
赴
二
公
役
・
宣
〆
役
二
其
身
一
修
二
理
神
祈
随
レ
破
且
修
莫
古
致
二
大
損
一
国
司
毎
〆
年
巡

　
検
修
造

　
　
若
不
遂
改
一
更
致
二
緩
怠
一
者
　
随
レ
状
科
処

延
喜
式
巻
三

凡
諸
国
神
社
随
〆
破
修
理

但
摂
津
国
住
吉
　
下
総
国
香
取

常
陸
国
鹿
嶋
等
神
社
正
殿

　
　
延
喜
式
巻
三

　
　
凡
神
社
四
至
之
内
　
不
〆
得
下
伐
二
樹
木
一
及
中
蔵
死
人
上

　
そ
の
他
に
も
多
く
の
「
神
社
」
と
い
う
表
記
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
が
、

記
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
同
様
に
、
御
成
敗
式
目
に
も
、

　
　
　
一
可
下
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二
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神
社
一
専
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祭
杷
上
事
。
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な
ど
と
神
社
表
記
が
み
ら
れ
る
。
（
傍
点
筆
者
）

　
近
世
、
現
代
を
通
じ
て
、
神
社
仏
閣
と
い
う
用
法
も
あ
る
。
仏
閣
は
本
来
は
寺
の
建
造
物
を
意
味
し
て
お
り
、
こ
の
場
合
の
神
社
も
仏
閣
と
同

じ
意
味
で
用
い
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
こ
で
問
題
に
す
る
の
は
、
神
社
と
い
う
語
を
穿
墾
し
て
、
そ
れ
が
有
つ
た
か
無
か
つ
た
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

　
現
在
、
神
社
と
い
う
表
現
は
た
だ
特
定
の
建
造
物
を
指
す
だ
け
の
語
で
は
な
く
社
号
と
し
て
、
あ
る
い
は
あ
る
実
態
を
指
し
て
一
般
に
用
い
ら

れ
て
い
る
こ
と
は
極
め
て
普
通
の
こ
と
で
あ
る
。

神
社
と
は
如
何
な
る
実
態
で
あ
る
か
を
定
義
す
る
こ
と
は
簡
単
で
は
な
い
が
、
従
来
の
神
社
定
義
を
幾
つ
か
あ
げ
れ
ば
左
に
示
す
通
り
で
あ

る
。
一
般
の
人
々
の
考
え
方
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
神
社
行
政
の
立
場
に
お
け
る
神
社
定
義
に
つ
い
て
ま
ず
示
せ
ば
、

　
法
規
上
に
於
け
る
神
社
の
性
質
を
、
近
来
識
者
の
唱
ふ
る
諸
説
に
綜
合
す
る
と
き
は
．
大
概
ね
左
の
如
く
定
義
を
下
し
得
べ
し
。

　
神
社
は
帝
国
神
社
を
斎
杷
し
、
公
に
祭
典
を
執
行
し
、
公
衆
参
拝
の
用
に
供
す
る
設
備
に
し
て
、
社
殿
井
に
境
内
地
を
具
備
す
る
営
造
物
法
人
な
り
．

尾
詮
・
稲
村
貞
文
『
神
社
行
政
法
講
義
』
九
～
十
頁
。
明
治
四
十
五
年
五
月
十
日
増
訂
再
版
、
東
京
・
集
成
堂
）

（
宮

神
社
ト
ハ
何
ゾ
ト
云
フ
問
題
二
就
テ
ハ
法
制
上
一
モ
之
ヲ
明
ニ
シ
タ
ル
規
定
ナ
ク
一
二
一
般
ノ
社
会
通
念
二
従
フ
、
而
カ
モ
社
会
ガ
神
社
ト
認
ム
ル
ヤ
否
ヤ

ハ
其
ノ
基
ク
所
主
ト
シ
テ
信
仰
二
在
リ
テ
必
ズ
シ
モ
明
確
ナ
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ズ
（
略
）
神
社
ハ
大
約
左
ノ
如
ク
定
義
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
即
チ
実
体
的
ニ
ハ

「
神
社
ハ
帝
国
の
神
抵
ヲ
祭
杷
シ
公
ノ
祭
典
ヲ
執
行
シ
公
衆
参
拝
ノ
用
二
供
ス
ル
設
備
ナ
リ
」
ト
云
フ
ベ
ク
、
形
式
的
ニ
ハ
「
神
社
ト
ハ
神
社
明
細
帳
ナ
ル
公

簿
二
登
録
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
」
ヲ
云
フ
。
　
（
足
立
収
『
神
仕
制
度
綱
要
』
七
頁
．
昭
和
五
年
三
月
八
日
．
東
京
．
中
外
印
刷
K
K
出
版
部
）

　
神
社
は
国
民
生
活
と
切
離
し
得
な
い
ま
で
に
密
接
な
る
関
係
に
あ
つ
て
、
常
識
的
に
は
極
め
て
明
瞭
な
る
観
念
で
は
あ
る
が
、
借
其
の
意
義
を
法
学
的
に
規
定

す
る
と
な
る
と
、
爾
く
容
易
な
問
題
で
は
な
い
（
略
）
神
社
を
形
式
的
に
観
察
す
る
方
法
に
依
り
（
略
）
神
社
の
意
義
を
探
求
す
れ
ば
．
「
神
社
と
は
神
抵
を
奉

斎
す
る
設
備
に
し
て
国
家
の
祭
杷
及
び
国
民
の
奉
饗
の
目
的
た
る
も
の
を
い
ふ
．
」
と
定
義
す
る
こ
と
が
出
来
る
．
　
（
武
若
時
一
郎
『
神
社
法
』
九
頁
、
昭
和
十
八
年



　
七
月
十
日
、
東
京
・
良
書
普
及
会
）

　
他
に
も
幾
つ
か
あ
げ
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
内
容
的
に
は
大
同
小
異
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
諸
定
義
が
戦
前
の
神
社
行
政
上
に
お
け
る
神
社
に
つ

い
て
の
一
般
的
説
明
、
定
義
で
あ
つ
た
よ
5
で
あ
る
。
た
だ
武
若
の
場
合
、
設
備
と
い
う
語
に
具
体
的
に
は
土
地
、
建
物
、
職
員
な
ど
を
含
め
て

考
え
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

　
一
般
社
会
の
通
念
と
し
て
の
包
括
的
意
味
で
は
、
柳
田
国
男
の
説
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。

　
　
神
社
と
は
何
で
あ
る
か
、
と
い
う
質
問
に
対
し
て
は
私
の
答
は
簡
単
で
あ
る
．
人
が
祭
を
す
る
処
な
り
と
答
え
て
、
大
体
に
誤
り
が
な
い
と
思
つ
て
い
る
。

　
　
但
し
こ
の
マ
ッ
リ
と
い
う
日
本
語
に
対
し
て
、
現
在
の
諸
君
の
翻
訳
語
が
正
し
い
か
、
誤
解
を
導
く
恐
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
は
私
に
は
言
え
な
い
．
（
『
定
本
柳

　
　
田
国
男
集
・
七
巻
』
四
六
二
頁
、
東
京
・
筑
摩
書
房
）

　
勿
論
断
る
ま
で
も
な
い
が
、
人
が
マ
ッ
リ
を
す
る
と
こ
ろ
は
必
ず
し
も
神
社
だ
け
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
現
在
の
一
般
の
考
え
方
で
は
そ
う

で
あ
ろ
う
。

　
従
つ
て
、
こ
こ
で
は
現
在
人
々
が
何
ん
の
疑
も
持
た
ず
に
神
社
と
称
呼
し
て
い
る
、
た
と
え
ば
一
般
の
人
々
が
直
接
祭
杞
主
体
と
な
る
「
鎮
守
」

「
産
土
神
」
　
「
氏
神
」
　
「
お
宮
」
な
ど
、
人
々
の
崇
敬
の
対
象
に
な
る
意
味
で
の
神
社
と
そ
の
称
呼
法
と
の
関
係
を
考
え
て
み
る
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
そ
れ
ら
の
い
わ
ゆ
る
神
社
を
そ
の
悠
久
の
歴
史
と
と
も
に
「
じ
ん
じ
や
」
と
称
呼
し
て
き
た
の
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
間
題
で
あ
る
。

そ
し
て
結
論
と
し
て
は
け
つ
し
て
古
く
か
ら
の
称
呼
法
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
神
社
（
じ
ん
じ
や
）
と
い
う
称
呼
は
現
在
極
め
て
一
般
的
に
広
範
に
用
い
ら
れ
て
い
る
称
呼
法
で
あ
る
が
、
神
社
と
い
う
用
語
は
近
代
以
前
に

は
用
い
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
新
ら
し
い
用
語
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
、
原
田
敏
明
に
よ
つ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

　
　
　
神
社
と
い
う
こ
と
も
．
今
日
で
は
広
く
一
般
に
使
つ
て
い
る
が
、
古
く
は
そ
う
使
つ
て
は
お
ら
ず
、
そ
れ
は
む
し
ろ
明
治
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
古
く
「
延

　
　
喜
式
神
名
帳
」
に
出
て
来
る
の
も
、
あ
れ
は
何
某
の
神
の
社
で
あ
つ
て
、
何
某
の
神
社
で
は
な
い
。
同
一
の
神
社
が
「
出
雲
風
土
記
」
で
は
み
な
た
だ
何
某
の

　
　
社
と
な
つ
て
い
る
こ
と
に
よ
つ
て
も
よ
く
判
る
で
あ
ろ
う
．
　
（
略
）
「
日
本
書
紀
」
に
も
二
、
三
ヵ
所
は
神
社
と
書
か
れ
た
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
こ
れ
を
果
し
て

　
　
　
神
社
称
呼
に
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す
る
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考
察
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何
と
訓
ん
だ
か
、
今
様
に
神
社
と
訓
ん
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
後
の
文
献
に
も
も
つ
と
多
く
．
か
つ
普
通
に
用
い
ら
れ
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
ろ
う
．
す
る
と

　
林
羅
山
の
「
本
朝
神
社
考
」
な
ど
は
、
は
つ
き
り
用
い
た
も
の
と
し
て
、
む
し
ろ
古
い
方
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
神
社
と
い
う
こ
と
が
普
通
に
用
い
ら

　
れ
た
の
は
、
至
極
新
し
い
こ
と
で
明
治
の
初
期
、
国
家
の
管
理
と
な
つ
た
時
か
ら
で
あ
る
．
そ
れ
ま
で
は
普
通
に
は
社
（
や
し
ろ
）
と
い
つ
て
、
宮
（
み
や
）
と

　
　
い
う
よ
う
な
こ
と
は
ま
た
よ
ほ
ど
特
殊
の
場
合
で
あ
つ
た
．
」
（
原
田
敏
明
「
宮
座
の
歴
史
性
」
『
社
会
と
伝
承
』
第
十
一
巻
第
一
号
、
三
三
～
三
四
頁
、
昭
和
四
±
二
年
六
月
）

　
原
田
の
場
合
に
は
こ
こ
で
は
、
普
通
名
詞
と
し
て
の
神
社
と
社
号
と
し
て
の
「
神
社
」
称
呼
法
と
を
特
に
意
識
し
て
区
分
は
し
て
い
な
い
よ
う

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
延
喜
式
神
名
帳
」
に
つ
い
て
、
「
あ
れ
は
何
某
の
神
の
社
で
あ
つ
て
、
何
某
の
神
社
で
は
な
い
．
」
と
し
、
「
出
雲
風
土
記
」

の
記
載
を
そ
の
例
証
と
し
て
い
る
。
ま
た
「
日
本
書
紀
」
所
載
の
「
神
社
」
に
つ
い
て
も
何
と
訓
ん
だ
か
、
現
在
の
よ
う
に
「
神
社
」
と
訓
ん
だ

か
ど
う
か
を
、
後
の
文
献
で
の
使
用
頻
度
か
ら
の
推
定
に
よ
り
疑
問
を
呈
し
、
た
ぶ
ん
「
神
社
」
と
訓
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
と
推
定
し
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。

　
右
の
箇
所
は
社
号
と
し
て
の
神
社
称
呼
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
続
け
て
、
林
羅
山
の
「
本
朝
神
社
考
」

を
神
社
と
は
つ
き
り
用
い
た
も
の
と
し
て
．
む
し
ろ
古
い
方
で
は
な
か
ろ
う
か
と
述
べ
て
い
る
、
こ
れ
は
普
通
名
詞
と
し
て
の
神
社
称
呼
に
関
し

て
述
べ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
結
論
と
し
て
、
　
「
神
社
」
と
い
う
こ
と
が
普
通
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
の
は
至
極
新
ら
し
い
こ
と
で
明
治
の
初
期
、
神
社
が

国
家
の
管
理
と
な
つ
た
時
か
ら
で
あ
る
と
明
確
に
結
ん
で
い
る
。

　
し
か
し
、
本
稿
で
は
「
神
社
」
と
い
う
普
通
名
詞
と
し
て
の
用
法
に
つ
い
て
は
触
れ
な
い
．
本
稿
の
目
的
は
政
権
の
交
替
と
神
社
社
号
の
変
更

と
の
関
連
の
意
味
を
提
示
す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
．

　
社
号
と
し
て
「
某
々
神
社
」
と
一
般
的
に
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
を
祭
杞
す
る
人
達
に
よ
つ
て
も
、
通
常
に
お
い
て
称
呼
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た

時
期
に
つ
い
て
は
原
田
の
見
解
に
賛
意
を
示
し
た
い
。

　
但
し
、
社
号
と
し
て
神
社
と
称
呼
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
後
で
も
、
そ
れ
を
祭
杷
す
る
一
般
の
人
々
は
、
神
社
と
称
呼
す
る
の
は
改
ま
つ
て
用



い
る
と
き
に
だ
け
そ
の
よ
う
に
称
呼
し
た
の
で
あ
り
、
　
「
鎮
守
さ
ま
」
　
「
う
ぶ
す
な
さ
ま
」
　
「
氏
神
さ
ま
」
　
「
お
宮
さ
ん
」
　
「
某
々
さ
ま
」
な
ど

と
称
呼
す
る
の
が
普
通
で
あ
つ
た
、
こ
れ
は
現
在
で
も
変
つ
て
は
い
な
い
。
特
に
自
分
達
の
直
接
祭
杷
す
る
も
の
に
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
右
の
よ

う
に
称
呼
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
そ
れ
ら
に
特
に
親
し
み
を
感
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
あ
る
人
々
は
「
某
々
神
社
」

と
い
つ
た
称
呼
法
を
普
通
の
場
合
に
も
用
い
な
か
つ
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
原
田
の
指
摘
以
前
に
も
．
柳
田
国
男
も
同
様
の
事
実
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

　
　
長
野
県
町
村
誌
に
よ
る
と
、
明
治
以
前
の
神
社
に
は
、
各
地
思
い
思
い
の
名
称
が
附
い
て
い
た
。
そ
う
し
て
村
々
の
小
さ
な
も
の
は
、
大
抵
は
社
又
は
ヤ
シ

　
　
・
の
名
を
以
つ
て
呼
ば
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
い
よ
い
よ
台
帳
に
登
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
て
、
村
持
の
も
の
は
ど
ん
な
無
格
社
で
も
、
す
べ
て
神
社
と
い
う
こ

　
と
に
な
つ
た
の
だ
か
ら
大
悦
び
で
あ
つ
た
．
」
（
『
定
本
柳
田
国
男
集
・
第
十
一
巻
』
四
〇
九
－
四
一
〇
頁
．
筑
摩
書
房
）

　
柳
田
の
説
明
も
よ
く
分
か
ら
な
い
点
も
あ
る
．
例
え
ば
、
村
々
の
小
さ
な
神
社
は
「
ヤ
シ
ロ
」
と
か
「
社
」
と
か
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う
の
は

「
某
々
ヤ
シ
ど
　
「
某
々
社
」
と
称
呼
さ
れ
て
い
た
の
が
、
　
「
某
々
神
社
」
と
称
呼
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い

は
個
々
の
神
社
の
称
呼
は
「
某
々
ヤ
シ
・
」
　
「
某
々
社
」
と
い
う
こ
と
は
そ
の
ま
ま
で
「
神
社
台
帳
」
に
登
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
か
ら
、
そ

れ
ら
は
「
神
社
」
と
称
呼
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
と
い
う
よ
う
に
考
え
た
の
で
あ
る
か
、
そ
の
点
は
明
確
で
は
な
い
。

　
さ
ら
に
．
　
「
台
帳
」
と
い
わ
れ
る
も
の
が
神
社
明
細
帳
の
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
も
の
は
「
村
持
」
の
も
の
と
ぎ
ま
つ
た

わ
け
で
は
な
く
、
　
「
衆
庶
参
拝
」
す
る
社
は
神
社
と
し
て
登
録
す
る
か
、
従
つ
て
神
社
と
し
て
公
認
し
て
も
ら
う
か
、
衆
庶
参
拝
を
止
ど
め
る

か
、
い
ず
れ
か
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
例
え
ば
村
持
の
社
以
外
に
も
、
長
野
県
の
諏
訪
で
は
「
マ
キ
」
（
同
族
）
の
祝
神
な
ど
も
神
社
と
し

て
神
社
明
細
帳
に
載
せ
る
こ
と
の
で
き
た
こ
と
は
神
社
明
細
帳
に
こ
れ
ら
が
登
載
さ
れ
て
い
る
は
つ
ぎ
り
と
し
た
事
実
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
柳
田

の
い
う
台
帳
が
ど
の
よ
う
な
台
帳
を
指
す
の
か
、
は
つ
き
り
と
し
て
い
な
い
の
で
何
と
も
断
定
は
で
き
な
い
。

　
柳
田
の
説
明
は
極
め
て
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
い
る
．
　
「
す
べ
て
神
社
と
い
う
こ
と
に
な
つ
た
の
だ
か
ら
、
大
悦
び
で
あ
つ
た
．
」
と
。
こ
の
こ
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と
の
意
味
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
、
柳
田
の
理
解
の
仕
方
は
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、
大
悦
び
し
た
一
つ
と
し
て
、
次
の
こ
と
を

考
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

　
　
　
神
社
と
き
ま
れ
ば
社
地
が
無
税
地
と
な
る
．
是
が
大
き
な
特
典
と
認
め
ら
れ
、
地
租
を
非
常
に
重
く
見
た
百
姓
た
ち
は
、
た
だ
是
一
つ
の
為
に
も
神
社
と
な

　
　
る
事
に
力
を
入
れ
た
の
で
、
　
（
同
書
、
四
一
〇
頁
）

　
右
の
事
実
も
「
大
悦
び
」
し
た
内
容
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
な
ら
ば
「
大
悦
び
」
を
し
た
理
由
と
し
て

は
、
ど
う
も
弱
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
こ
の
こ
と
は
「
神
社
」
と
い
う
称
呼
が
何
か
人
々
の
目
か
ら
見
て
高
い
価
値
あ
る
位
置
を
占
め
て
い
た
と

い
う
こ
と
が
あ
つ
た
か
ら
「
大
悦
び
」
と
い
う
感
情
が
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
考
え
る
と
神
社
と
新
し
く
称
呼
す
る
よ
う
に
な
つ
た
村
々

の
神
社
に
つ
い
て
、
人
々
に
そ
の
よ
う
に
感
じ
さ
せ
た
も
の
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
一
つ
と
し
て
、
明
ら
か
に
村
や
町
の
神
社
よ
り
も
高

位
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
神
社
が
あ
つ
て
、
そ
れ
が
先
ず
神
社
と
称
呼
す
る
よ
う
に
な
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
つ
て
両
者

の
変
更
に
つ
い
て
の
意
味
は
ま
つ
た
く
同
じ
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
、
社
号
変
更
は
時
期
的
に
は
両
老
の
間
に
ず
れ
は
あ
る

が
、
し
か
し
共
通
に
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
原
因
は
存
在
し
な
か
つ
た
の
で
あ
ろ
う
か
．
有
つ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
社
号
を
変
更
し
た
そ
の

・
点
が
当
然
、
問
題
に
な
る
の
で
官
国
幣
社
に
列
格
さ
れ
た
よ
う
な
神
社
の
社
号
変
更
の
意
味
も
問
題
に
な
る
。
原
田
の
指
摘
の
よ
う
に
明
治
期
に

入
つ
て
神
社
社
号
の
一
般
的
変
更
が
あ
つ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
、
し
た
が
つ
て
、
何
時
、
ど
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
つ
て
如
何

な
る
原
因
で
と
い
う
こ
と
が
当
然
問
題
と
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
神
社
の
称
呼
法
が
変
つ
た
か
否
か
と
云
う
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
た
い
し
た
間
題
で
は
な
い
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
称

　
　
　
　
　
　
　
智

呼
法
が
変
化
し
た
こ
と
と
神
社
の
社
会
的
性
格
の
変
化
、
あ
る
い
は
神
社
の
社
会
に
占
め
る
位
置
付
け
の
変
化
と
が
何
ら
か
の
点
に
お
い
て
関
連

あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
称
呼
法
の
変
更
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
神
社
の
社
会
的
性
格
ま
た
、
こ
れ
を
祭
杷
す
る
人
々
の
社
会
的
性
格
を
理
解
す

る
た
め
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。



　
す
な
わ
ち
、
神
社
と
い
う
社
号
が
従
来
存
在
せ
ず
、
あ
る
い
は
一
般
に
は
存
在
せ
ず
、
そ
れ
が
神
社
と
一
般
に
改
ま
つ
た
た
め
に
、
何
ら
か

の
、
人
々
に
よ
る
神
社
に
対
す
る
態
度
、
取
扱
い
方
、
意
識
の
上
に
お
い
て
変
化
が
あ
つ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
改
め
て
検
討
し
て
お
か
な

く
て
は
な
ら
な
い
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
神
社
と
い
う
称
呼
法
は
明
治
以
後
に
お
い
て
神
社
行
政
上
に
お
い
て
神
社
と
公
認
さ
れ
た

も
の
に
限
つ
て
用
い
ら
れ
た
と
い
う
事
実
が
あ
つ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
つ
た
．
そ
こ
で
は
神
社
と
神
社
以
外
の
社
桐
と
は
明
ら
か
に
区
別

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。

　
明
治
以
降
に
お
い
て
第
二
次
大
戦
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
い
わ
ゆ
る
神
社
の
国
家
管
理
期
間
は
、
神
社
と
公
称
さ
れ
る
も
の
は
必
ず
神
社
明

細
帳
に
登
載
さ
れ
た
も
の
て
あ
つ
た
。
し
か
し
神
社
明
細
帳
に
登
載
す
る
に
は
「
某
々
神
社
」
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
　
「
某
々
社
」
で
も
一
向
に

差
支
え
は
な
か
つ
た
、
す
な
わ
ち
社
号
に
つ
い
て
は
二
、
三
の
制
約
は
あ
つ
た
が
、
神
社
、
社
と
い
う
社
号
に
つ
い
て
は
特
に
定
つ
た
規
則
は
無

か
つ
た
よ
う
で
あ
る
。

二

　
大
正
二
年
四
月
二
十
一
日
内
務
省
令
第
六
号
第
三
四
条
中
に
「
私
祭
神
桐
」
と
あ
り
、
「
私
祭
神
杷
ヲ
神
社
ト
為
ス
場
合
二
」
の
条
規
が
あ
る
．

そ
こ
で
前
三
ケ
条
を
準
用
す
る
場
合
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
私
祭
神
桐
は
明
ら
か
に
神
社
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。

　
明
治
九
年
十
二
月
十
五
日
教
部
省
達
書
第
三
八
号
に
は
「
従
来
人
民
私
邸
内
等
二
自
祭
ス
ル
神
桐
仏
堂
へ
衆
庶
参
拝
為
致
候
向
モ
有
之
自
然
一

般
社
寺
同
様
之
姿
二
相
成
不
都
合
候
条
（
略
）
」
と
あ
り
、
「
神
桐
」
と
示
さ
れ
、
神
社
と
は
称
さ
れ
て
い
な
い
．
椙
杜
吉
次
は
本
達
書
の
「
解
釈
」

に
お
い
て
、

　
　
私
邸
内
神
社
、
私
祭
の
神
社
と
称
し
て
公
け
の
神
社
と
区
別
す
。
　
（
略
）
之
を
非
公
認
神
社
と
も
称
し
て
、
一
般
公
認
神
社
と
区
別
す
。
さ
て
公
認
神
社
と

　
　
は
い
か
な
る
も
の
を
い
ふ
か
と
い
ふ
に
（
略
）
神
社
台
帳
〔
神
社
明
細
帳
と
い
ふ
〕
に
登
載
せ
ら
れ
た
る
も
の
を
い
ふ
、
即
ち
普
通
に
所
謂
神
社
と
は
総
て
こ

　
　
　
神
社
称
呼
に
関
す
る
一
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察
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の
公
認
神
社
を
い
ふ
な
り
．
　
（
椙
杜
吉
次
『
現
行
神
社
法
規
逐
条
講
義
』
エ
ハ
一
貢
、
明
治
四
±
二
年
九
月
十
七
日
、
東
京
・
誠
之
堂
書
店
）

　
と
あ
り
、
普
通
、
神
社
と
は
形
式
的
に
は
神
社
明
細
帳
に
登
載
さ
れ
た
神
社
だ
け
を
指
し
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
椙
杜
は
そ
れ

以
外
の
神
社
も
非
公
認
神
社
と
し
て
い
る
。
断
わ
る
ま
で
も
な
く
、
達
書
中
に
は
神
桐
と
あ
り
神
社
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
．
同
様
の
こ
と
は
．
宮
尾
詮
・
稲
村
貞
文
に
も
み
ら
れ
る
．
す
な
わ
ち
、

　
　
現
行
法
規
の
上
に
於
て
も
、
人
民
私
邸
内
等
に
自
祭
す
る
神
桐
は
公
衆
の
参
拝
を
禁
止
せ
ら
れ
た
り
．
之
に
依
て
之
を
見
る
時
は
、
荷
も
国
家
が
神
社
と
認

　
む
る
も
の
は
〔
国
家
の
認
め
て
神
社
と
な
す
も
の
を
公
認
神
社
と
い
ひ
、
之
に
対
し
て
然
ら
ざ
る
も
の
を
非
公
認
神
社
と
い
ふ
〕
公
衆
の
参
拝
を
な
す
べ
き
も

　
　
の
た
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
（
略
）
（
前
掲
書
、
一
二
頁
）

　
両
者
と
も
に
、
そ
こ
で
は
神
社
称
呼
に
つ
い
て
、
特
に
注
意
を
払
つ
て
い
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
社
号
に
関
し
て
、
宮
尾
・
稲
村
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
現
行
法
規
上
明
文
を
以
て
示
せ
る
は
宮
号
と
社
号
と
の
軽
重
に
止
ま
り
、
其
他
に
就
て
は
未
だ
之
を
示
し
た
る
も
の
あ
る
を
聞
か
ざ
れ
ば
、
明
確
に
其
軽
重

　
を
説
明
し
難
し
．
さ
れ
ど
実
際
に
於
て
神
宮
号
は
現
今
の
社
号
中
最
も
尊
重
な
る
称
号
に
し
て
、
宮
号
之
に
亜
ぎ
、
現
今
の
制
度
上
狼
り
に
之
を
称
呼
せ
し
め

　
ず
、
又
神
社
号
は
尤
も
一
般
に
使
用
せ
ら
る
る
称
号
に
し
て
単
に
社
と
称
す
る
も
の
と
は
素
よ
り
大
な
る
区
別
な
き
が
如
し
。
　
（
前
掲
書
、
一
二
七
頁
）

　
宮
号
と
社
号
と
は
「
法
規
上
明
文
を
以
て
」
そ
の
軽
重
が
示
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
神
社
と
社
と
は
「
素
よ
り
大
な
る
区
別
な
き
」
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
．
こ
れ
は
「
現
行
法
規
上
」
に
お
い
て
は
確
か
に
そ
う
で
あ
つ
た
が
、
当
時
お
そ
く
も
、
明
治
後
期
の
一
般
の
人
々
の
感
じ

方
の
上
で
は
神
社
号
と
社
号
の
区
別
は
簡
単
に
「
法
規
上
」
云
々
の
問
題
と
し
て
、
区
別
の
無
い
も
の
で
あ
つ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
、
あ
る
い

は
考
え
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
傾
向
は
あ
つ
た
。
と
に
か
く
、
そ
の
と
き
に
は
す
で
に
法
規
上
は
公
認
さ
れ
な
い
限
り
神
社
と
称
す
る
こ
と
が
で

き
な
か
つ
た
と
い
う
事
実
が
あ
つ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
つ
た
。

　
さ
ら
に
、
社
号
に
つ
い
て
二
、
三
の
引
例
を
し
て
お
き
た
い
。
武
若
時
一
郎
に
よ
る
と
、

　
　
　
一
般
神
社
の
名
称
を
、
行
政
上
の
用
語
に
於
て
は
、
神
社
名
と
い
ふ
。
　
（
略
）
神
社
名
を
分
析
す
れ
ば
、
社
名
と
社
号
と
に
区
分
す
る
こ
と
が
出
来
る
。



靴
槻
鮪
“
灘
縫
甥
卿
錨
犠
鰹
聾
陣
慾
．
（
略
）

　
一
般
神
社
の
社
号
に
は
、
叙
上
の
神
宮
・
宮
・
大
社
・
神
社
の
外
に
、
社
・
桐
等
が
存
す
る
。
こ
れ
等
の
中
で
、
官
国
幣
社
を
始
め
と
し
て
、
最
も
広
く
用

ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
社
号
は
神
社
で
あ
つ
て
、
之
に
亜
ぐ
も
の
は
社
で
あ
る
．
　
（
略
）
社
号
の
中
、
神
宮
号
及
び
宮
号
は
、
制
度
上
特
殊
の
取
扱
を
受
け
る
。
（
略
）

普
通
の
神
社
は
、
神
宮
号
及
び
宮
号
の
外
は
、
神
社
、
社
其
の
他
適
当
の
社
号
を
選
択
す
る
自
由
を
有
す
る
．
　
（
略
）
　
（
武
若
時
一
郎
『
神
社
法
』
第
三
章
神
社
の

名
称
、
昭
和
十
八
年
七
月
十
日
、
東
京
．
良
書
普
及
会
）

　
　
　
一
般
神
社
の
社
号
は
大
多
数
神
社
と
称
す
る
け
れ
共
、
そ
の
内
若
干
に
は
、
神
宮
・
大
社
・
宮
・
社
等
の
社
号
が
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
．
此
等
の
社
号
は
制
度

　
上
に
於
て
は
何
等
の
区
別
を
示
す
も
の
で
は
な
い
が
（
略
）
（
岡
田
包
義
『
神
社
制
度
大
要
』
七
九
頁
．
昭
和
＋
七
年
三
月
十
日
．
東
京
．
政
治
教
育
協
会
）

　
な
お
、
現
在
、
神
社
関
係
者
の
理
解
は
次
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
『
神
道
辞
典
』
（
昭
和
四
±
二
年
八
月
士
ハ
目
、
大
阪
．
堀
書
店
）
に
よ

る
と
、

　
　
社
号
、
神
社
の
号
称
、
神
社
は
多
く
存
す
る
の
で
各
々
の
神
社
に
は
夫
々
の
固
有
の
称
呼
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
社
号
と
い
う
。
祭
神
名
、
鎮
座
の
地
名
、
祭
場
、

　
祭
杞
の
由
来
等
に
よ
つ
て
名
付
け
た
も
の
が
多
い
．
（
略
）
明
治
に
入
る
と
改
革
さ
れ
、
整
理
さ
れ
て
社
号
に
一
定
の
規
準
が
確
立
し
た
．
現
在
の
社
号
は
、

　
と
し
て
、
一
神
宮
、
二
某
神
宮
、
三
某
宮
、
四
某
大
社
、
五
某
神
社
、
六
某
社
、
七
某
大
神
宮
の
七
種
を
あ
げ
、
他
に
俗
社
号
の
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。

　
こ
の
神
道
辞
典
の
説
明
に
よ
る
と
、
明
治
に
入
る
と
改
革
さ
れ
、
整
理
さ
れ
て
社
号
に
一
定
の
規
準
が
確
立
し
た
と
い
う
が
、
そ
の
意
味
は
よ
く

わ
か
ら
な
い
、
武
若
の
い
う
と
こ
ろ
の
社
号
が
神
社
の
格
付
け
に
何
等
か
関
係
す
る
も
の
と
し
て
序
列
付
け
ら
れ
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
の
か
、

ま
た
は
戦
後
の
社
格
制
度
の
廃
止
に
伴
つ
て
、
新
た
な
神
社
の
格
付
け
に
社
号
を
用
い
よ
う
と
す
る
考
え
方
か
ら
、
む
し
ろ
戦
後
に
考
え
出
さ
れ

た
も
の
か
よ
く
分
ら
な
い
。
あ
る
い
は
ま
つ
た
く
別
に
神
仏
分
離
の
過
程
で
従
来
の
仏
教
風
の
称
呼
法
を
変
え
、
神
社
独
自
の
称
呼
法
（
社
号
）
を

創
り
出
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
と
に
か
く
、
神
社
の
格
付
け
と
社
号
は
、
官
国
幣
社
に
お
い
て
は
社
号
は
法
制
的

に
も
規
整
は
で
き
た
が
、
諸
社
に
お
い
て
は
当
初
、
社
格
区
別
帳
、
神
社
明
細
帳
整
備
の
と
き
、
当
否
を
行
政
官
庁
で
き
め
た
と
き
以
外
に
は
、

　
　
　
神
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す
る
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考
察
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一
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社
号
変
更
申
請
の
あ
る
場
合
以
外
は
、
法
規
上
で
ぎ
な
か
つ
た
の
で
、
社
号
と
神
社
の
格
付
と
が
直
接
結
び
つ
く
と
い
う
も
の
で
も
な
か
つ
た
と

思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
当
時
に
お
い
て
も
、
神
道
関
係
者
に
お
い
て
、
社
号
が
神
社
の
格
付
け
と
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
そ

れ
が
一
般
の
人
々
の
考
え
方
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
か
つ
た
と
い
う
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
と
思
わ
れ
る
。

三

　
神
社
由
緒
記
の
類
を
見
て
も
、
近
代
以
前
に
は
一
般
に
は
神
社
と
い
う
社
号
は
存
在
し
な
か
つ
た
。
小
山
田
與
清
の
「
神
社
称
号
考
」
（
神
道
叢

書
第
一
巻
、
京
都
・
思
文
閣
所
収
）
に
も
、
神
宮
、
大
社
、
宮
号
、
社
、
神
桐
な
ど
の
項
は
あ
る
が
、
「
神
社
」
の
項
は
無
い
．
し
か
し
ど
う
訓
む
か

は
別
と
し
て
「
某
々
神
社
」
と
い
う
も
の
は
あ
り
．
も
ち
ろ
ん
社
号
と
し
て
の
神
社
称
呼
が
皆
無
で
あ
つ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
原
田
の

指
摘
の
よ
う
に
、
一
般
に
某
々
神
社
と
称
呼
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
の
は
明
治
以
後
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
明
治
以
前
に
お
い
て
も
某
々
神
社
と
い
う
社
号
と
し
て
の
称
呼
法
が
な
か
つ
た
わ
け
で
は
な
い
の
は
次
に
示
す
例
を
見
て
も
分
か
る
。
少
な
く

と
も
近
世
に
お
い
て
は
確
か
に
存
在
し
た
。
普
通
名
詞
と
し
て
の
神
社
は
先
に
示
し
た
例
以
外
に
も
、
村
明
細
帳
の
類
に
も
「
神
社
何
ケ
所
」
と

い
う
記
載
例
は
確
か
に
存
在
し
た
（
中
村
正
夫
「
天
草
の
杜
明
細
帳
」
．
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
第
十
二
号
』
、
昭
和
四
十
二
年
三
月
）
。
こ
の
場
合
も
多

分
「
じ
ん
じ
や
」
或
い
は
類
似
の
表
音
で
熟
語
と
し
て
訓
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
か
の
　
と
め
か
ん
み
ゃ
し
ろ

　
社
号
と
し
て
も
、
『
菅
江
真
澄
遊
覧
記
』
（
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
第
三
巻
』
所
収
）
に
「
氷
鈍
斗
売
神
社
に
ぬ
さ
と
り
た
い
ま
つ
り
」
　
（
一
五

頁
）
と
あ
り
、
神
社
は
社
号
と
し
て
「
か
ん
み
や
し
ろ
」
と
訓
ま
れ
て
い
る
．
他
に
も
示
さ
れ
て
い
る
が
、
特
に
こ
れ
に
は
振
仮
名
が
あ
り
確
実
で

あ
ろ
う
。
ま
た
「
ふ
る
き
と
こ
ろ
ふ
る
ぎ
と
こ
ろ
の
か
ん
み
や
し
ろ
に
」
（
五
頁
）
、
　
「
近
き
辺
に
箭
根
社
の
か
ん
や
し
ろ
と
て
」
（
四
六
頁
）
と
あ

り
、
普
通
名
詞
と
し
て
も
、
社
号
と
し
て
も
「
か
ん
み
や
し
ろ
」
と
訓
ま
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
高
山
彦
九
郎
『
北
行
日
記
』
（
前
掲
書
所
収
）
に
も
、
「
九
日
晴
れ
て
暑
し
。
行
水
し
礼
服
し
て
社
参
す
。
飯
富
の
神
社
南
に
向
ふ
稲
倉



霊
を
杷
る
．
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
「
飯
富
神
社
祭
礼
夕
方
に
て
社
よ
ゆ
北
の
原
に
御
輿
を
だ
し
、
」
（
一
二
五
頁
）
と
明
記
さ
れ
て
い
る
．
他
に
も
例

を
あ
げ
れ
ば
多
く
あ
げ
ら
れ
る
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
、
菅
江
真
澄
に
し
て
も
、
高
山
彦
九
郎
に
し
て
も
彼
ら
の
も
つ
教
養
の
内
容
の
問
題
も
あ

り
、
簡
単
に
こ
れ
を
一
般
化
す
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
し
、
そ
れ
ら
の
称
呼
法
が
現
地
の
人
々
の
称
呼
法
で
あ
つ
た
か
ど
う
か
も
問
題
に
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
が
、
と
に
か
く
、
某
々
神
社
と
い
う
称
呼
法
が
明
治
期
以
前
に
お
い
て
も
存
在
し
た
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
近
代

以
前
に
お
い
て
社
号
と
し
て
の
神
社
称
呼
が
ま
つ
た
く
な
か
つ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

　
本
稿
で
問
題
と
す
る
の
は
、
神
社
称
呼
法
を
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
と
し
て
、
そ
う
い
う
用
法
が
あ
つ
た
か
、
な
か
つ
た
か
（
勿
論
こ
の
こ
と
自

体
に
も
意
味
が
無
い
訳
で
は
な
い
が
）
を
検
討
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
神
社
と
い
う
称
呼
法
は
あ
つ
た
が
、
神
社
と
い
5
称
呼
法
が
明
治
以
後
に
お

い
て
、
神
社
が
国
家
制
度
の
中
に
編
入
さ
れ
、
神
社
制
度
の
整
備
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
で
、
神
社
称
呼
の
意
味
が
従
前
と
異
な
り
、
国
家
に
よ
つ
て

公
認
さ
れ
た
神
社
の
公
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
の
確
認
の
上
に
立
つ
て
、
多
く
の
神
社
の
社
号
変
更
の
意
味
を
考
え
て
ゆ
く
の

で
あ
る
。
多
く
の
神
社
に
お
い
て
何
故
社
号
変
更
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
か
と
い
う
問
題
と
し
て
把
え
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
本

稿
で
は
社
号
と
し
て
の
神
社
称
呼
法
の
変
更
の
意
味
を
考
え
る
の
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

　
先
に
あ
げ
た
諸
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
現
在
大
多
数
の
神
社
の
社
号
は
神
社
で
あ
る
．
現
在
府
県
の
宗
教
法
人
名
簿
類
を
見
て
も
そ
う
で

あ
る
し
証
明
す
る
必
要
も
な
い
事
柄
で
あ
る
。
し
か
し
神
社
の
由
緒
記
の
類
を
み
る
と
社
号
と
し
て
の
神
社
号
は
近
代
以
前
に
は
ほ
と
ん
ど
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
め
　
　
　
め

つ
た
．
し
た
が
つ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
社
が
明
治
以
降
に
お
い
て
、
新
た
に
創
設
さ
れ
た
と
し
な
い
限
り
、
当
然
神
社
の
社
号
の
改
称
が
行
な
わ

れ
た
筈
で
あ
る
．
問
題
は
そ
の
改
称
が
ど
の
よ
う
な
必
要
か
ら
行
な
わ
れ
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
、
何
時
頃
行
な
わ
れ
た
か
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

　
神
社
と
い
う
称
呼
法
が
政
府
、
官
庁
に
よ
つ
て
提
出
を
求
め
ら
れ
た
い
ろ
い
ろ
の
書
類
の
書
式
に
示
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
左
に
示
す
と
、

　
　
明
治
三
年
閏
十
月
二
八
日
布
告
「
大
小
神
社
ノ
規
則
ヲ
一
定
シ
府
藩
県
二
令
シ
之
二
照
シ
テ
査
核
録
上
セ
シ
ム
」
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神
社
称
呼
に
関
す
る
一
考
察

某
国
某
郡
某
村
鎮
座

某
社

明
治
四
年
四
月
四
旦
斥
籍
法
（
書
式
）

第
一
号
　
区
内
戸
籍
書
式

内
社
何
十

第
四
号
　
戸
籍
書
式

氏
神
某
社

明
治
五
年
正
月
日
閾
神
社
省
布
達
第
一
号
「
府
県
郷
村
社
取
調
雛
形
ヲ
頒
ッ
」
　
（
別
紙
）

一
某
極

明
治
五
年
十
月
七
日
教
部
省
達
番
外
官
幣
社
「
官
幣
社
ノ
摂
社
ヲ
録
上
セ
シ
ム
」
　
（
別
紙
）

一
何
神
社

明
治
六
年
十
一
月
十
八
日
教
部
省
第
三
十
二
号
国
幣
社
有
之
府
県
「
各
府
県
内
国
幣
社
摂
社
取
調
ノ
儀
」

何
神
社
摂
社

一
何
神
社

明
治
七
年
二
月
二
日
教
部
省
甲
第
一
号
達
官
国
幣
社
宮
司

社
務
取
扱
所
称
呼
各
社
異
称
候
趣
今
後
一
般
某
神
社
社
務
所
ト
唱
へ
可
申
此
旨
為
心
得
相
達
候
事

（
別
紙
）

四
〇
八

（
八
九
四
）



明
治
七
年
六
月
二
九
日
教
部
省
達
第
二
八
号
「
神
明
牒
纂
定
二
付
諸
社
ノ
縁
由
及
ヒ
考
証
書
類
ヲ
録
上
セ
シ
ム
」
　
（
別
紙
）

某
禅
極

明
治
七
年
九
月
二
五
日
内
務
省
達
乙
第
五
七
号
「
官
国
幣
社
等
官
営
二
関
ス
ル
地
名
坪
数
及
ヒ
存
廃
ノ
見
込
ヲ
録
上
セ
シ
ム
」
　
（
別
紙
雛
形
）

何
神
祉

明
治
八
年
六
月
七
日
教
部
省
達
甲
第
七
号
国
幣
社
「
官
国
幣
社
古
書
宝
器
雛
形
ニ
ョ
リ
取
調
教
部
省
へ
差
出
サ
シ
ム
」
　
（
別
紙
）

某
神
社
古
文
書
宝
物
目
録

明
治
八
年
六
月
二
四
目
大
蔵
省
達
乙
第
八
八
号
「
旧
朱
印
地
除
地
ノ
社
寺
ニ
シ
テ
廃
合
セ
シ
者
ヲ
録
上
セ
シ
ム
」
　
（
雛
形
）

何
々
祖

明
治
八
年
六
月
二
九
日
地
租
改
正
事
務
局
達
乙
第
四
号
府
県
「
社
寺
境
内
外
区
画
取
調
規
則
ヲ
定
ム
」
　
（
雛
形
）

何
極

明
治
八
年
七
月
八
日
教
部
省
達
第
二
八
号
官
国
幣
社
有
之
府
県
「
官
国
幣
社
ヨ
リ
東
京
ヘ
ノ
里
程
ヲ
録
上
セ
シ
ム
」
　
（
別
紙
）

某
ノ
神
社

明
治
九
年
一
二
月
一
五
日
教
部
省
達
第
三
六
号
「
神
明
牒
纂
定
二
付
社
格
未
定
ノ
神
社
ハ
見
込
ヲ
立
テ
上
申
セ
シ
ム
」
　
（
明
細
書
雛
形
）

某
椰
極

明
治
十
年
六
月
八
日
東
京
府
達
乙
第
五
四
号
区
戸
表
「
東
京
府
下
ノ
神
仏
分
社
遙
拝
所
出
張
説
教
所
講
社
等
新
設
ノ
願
書
式
ヲ
定
ム
」
　
（
書
式
）

　
神
社
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に
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る
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察
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四
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八
九
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某
極

　
　
明
治
一
一
年
一
月
一
七
日
東
京
府
達
丙
第
二
号
「
区
戸
長
社
寺
境
内
借
地
料
収
入
方
ヲ
定
ム
」
　
（
別
紙
書
式
）

　
　
某
極

　
　
明
治
一
二
年
五
月
内
務
省
達
乙
第
二
二
号
府
県
「
社
寺
宝
物
古
文
書
等
取
調
書
式
」
　
（
別
紙
）

　
　
某
神
極

　
　
明
治
一
二
年
五
月
一
九
日
内
務
省
達
乙
第
二
二
号
「
社
寺
ノ
宝
物
古
文
書
等
保
護
ノ
為
メ
其
品
目
ヲ
録
上
セ
シ
ム
」
　
（
別
紙
）

　
　
某
神
祖

　
　
明
治
一
二
年
五
月
一
九
日
内
務
省
達
乙
第
二
三
号
「
大
社
古
社
名
山
巨
刹
ノ
文
庫
経
蔵
及
ヒ
其
儲
書
ノ
数
目
ヲ
録
上
セ
シ
ム
」
　
（
書
式
）

　
　
何
何
神
社

　
　
明
治
ご
一
年
六
月
二
八
日
内
務
省
達
乙
第
三
一
号
府
県
沖
縄
県
除
之
『
社
寺
明
細
帳
更
二
精
査
ヲ
加
ヘ
テ
開
申
セ
シ
ム
」
　
（
別
紙
．
神
社
明
細
帳
書
式
）

　
　
某
神
極

右
に
示
し
た
よ
う
に
、
政
府
機
関
へ
の
提
出
書
類
の
書
式
類
に
某
々
神
社
と
い
う
も
の
が
み
え
て
お
り
、
そ
れ
も
神
社
称
呼
法
を
変
更
せ
し
め

た
原
因
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
、
す
な
わ
ち
、
村
や
町
で
そ
の
書
式
の
例
を
受
け
入
れ
て
、
自
分
達
の
産
土
神
、
氏
神
、
鎮
守
等

の
社
号
を
公
式
の
称
呼
と
し
て
某
々
神
社
と
届
け
出
た
と
い
う
場
合
も
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
、
こ
の
場
合
の
意
味
も
簡
単
に
は
見
過
せ
な
い
、
し

か
し
、
た
だ
何
ん
と
な
く
書
式
に
し
た
が
つ
た
と
い
う
よ
う
な
事
柄
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
た
と
え
、
書
式
が
神
社
で
あ
つ
て
も
某
々
社
と
届
け
て
も
一
向
差
支
え
の
な
か
つ
た
こ
と
は
多
く
の
事
実
ー
た
と
え
ば
、
明
治
五
年
の
社
格



区
別
帳
の
場
合
に
多
く
見
ら
れ
る
－
1
が
示
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
時
某
々
神
社
と
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
．
し
か
し
書
式
や
法
規
類
に
お
い

て
も
ま
ち
ま
ち
で
あ
つ
た
こ
と
は
書
式
例
の
通
り
で
あ
る
。
省
に
よ
つ
て
異
な
つ
た
表
記
法
を
と
つ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
は
別
に
考

え
た
い
。
と
に
か
く
、
順
次
政
府
機
関
で
は
神
社
と
い
う
表
記
へ
と
統
一
さ
れ
て
ゆ
く
傾
向
は
あ
つ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　
新
政
府
へ
提
出
す
る
書
類
の
書
式
に
某
々
神
社
と
あ
る
が
故
に
、
ど
う
で
も
い
い
が
書
式
に
合
わ
せ
て
、
た
だ
便
宜
的
に
神
社
号
を
改
称
し
て

し
ま
つ
た
と
い
う
ふ
う
に
は
、
氏
神
鎮
守
や
そ
の
他
の
社
に
対
す
る
人
々
の
心
情
か
ら
お
し
は
か
つ
て
み
て
、
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
感

じ
が
す
る
．
そ
れ
で
は
多
く
の
人
々
に
自
分
達
の
祭
杷
す
る
神
社
を
某
々
神
社
と
改
称
す
る
こ
と
に
踏
切
ら
せ
た
積
極
的
な
原
因
は
何
で
あ
つ
た

の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
を
解
明
す
る
に
は
ま
ず
人
々
の
神
社
と
い
う
称
呼
に
対
す
る
価
値
評
価
を
吟
味
す
る
こ
と
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
柳
田
の

述
べ
た
よ
う
に
、
神
社
と
い
う
称
呼
に
変
え
る
こ
と
が
人
々
に
と
つ
て
大
変
悦
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
と
し
た
ら
、
何
故
悦
ば
し
い
こ
と
な
の
で
あ

る
か
の
意
味
を
探
究
す
る
こ
と
で
あ
る
．
こ
れ
は
基
本
的
に
は
、
神
社
と
い
う
称
呼
法
が
新
政
府
の
神
社
称
呼
に
関
し
て
の
公
称
で
あ
つ
た
と
考

え
た
人
々
の
態
度
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
法
規
分
類
大
全
賞
憧
門
目
録
に
示
さ
れ
て
い
る
左
に
示
す
よ
う
な
事

実
も
人
々
に
社
号
と
し
て
の
神
社
号
に
魅
力
を
感
じ
さ
せ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、

　
　
　
明
治
六
年
四
月
日
閾
茨
城
県
へ
達

　
　
徳
川
光
国
同
斎
昭
ノ
桐
堂
二
常
盤
神
社
ノ
号
ヲ
賜
フ

　
　
　
明
治
九
年
五
月
七
日
教
部
省
へ
達

　
　
新
田
義
貞
霊
社
二
藤
島
神
社
ノ
号
ヲ
賜
ヒ
別
格
官
幣
社
二
列
シ
新
田
義
宗
脇
屋
義
助
ヲ
配
杷
ス

　
人
々
は
神
社
と
称
呼
で
き
る
こ
と
に
な
つ
た
こ
と
を
悦
ん
だ
。
そ
れ
は
彼
ら
の
祭
杷
す
る
村
や
町
の
氏
神
鎮
守
や
同
族
団
や
そ
の
他
の
集
団
が

祭
杷
す
る
神
社
ま
で
が
神
社
と
称
呼
す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
政
府
に
よ
つ
て
、
す
な
わ
ち
新
た
な
最
高
の
オ
オ
ヤ
ケ
（
公
）
に
よ
つ
て
、
認
め
ら

　
　
　
神
社
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る
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七
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神
社
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す
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一
考
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れ
た
と
い
う
感
じ
を
持
つ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
ま
た
各
地
の
官
国
幣
社
や
、
県
社
、
郷
社
に
列
格
さ
れ
た
由
緒
あ
る
と
さ
れ

た
社
が
神
社
と
公
称
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
と
同
じ
神
社
と
称
呼
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
人
々
に
と
つ
て
は
誠
に
悦
ば
し
い
こ
と

で
あ
つ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
れ
は
自
分
達
の
祭
杞
す
る
社
の
格
が
昇
つ
た
よ
う
に
も
感
じ
、
ま
た
両
者
が
本
質
的
に
は
同
性
格
の
も
の
で
あ
る
証
拠
と
も
思
わ
れ
、
上
級

の
神
社
と
の
つ
な
が
り
を
明
確
に
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
つ
た
。
こ
れ
は
上
級
の
も
の
に
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
つ
て
、
安
堵
を
得
る
と
い
う

社
会
構
造
が
基
盤
と
し
て
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
領
主
よ
り
臣
下
が
領
主
の
名
の
一
字
を
与
え
ら
れ
る
慣
行
、
賜
姓
と
い
う
古
代
よ

り
の
慣
行
に
も
通
ず
る
心
情
が
そ
こ
に
は
あ
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
こ
と
は
伊
勢
神
宮
を
頂
点
と
す
る
神
社
の
階
統
構
造
に
自
分
達
の
祭
杷
す
る
神
社
が
位
置
付
け
ら
れ
た
と
い
う
意
識
に
も
つ
な
が
る
も
の

で
あ
つ
た
．
し
た
が
つ
て
、
氏
神
鎮
守
を
統
合
の
表
象
と
し
て
き
た
人
々
は
自
分
達
の
村
や
町
が
国
家
の
構
成
部
分
と
し
て
明
確
に
位
置
付
け
ら

れ
た
よ
う
に
も
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
神
社
階
統
構
造
に
お
け
る
位
置
付
け
そ
の
も
の
を
明
確
に
示
す
も
の
は
列
格
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合

神
社
称
呼
も
以
上
の
よ
う
な
意
味
で
列
格
と
同
軌
の
意
味
を
持
つ
た
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

四

　
神
社
明
細
帳
に
登
載
さ
れ
た
神
社
以
外
の
社
が
神
社
と
公
称
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
が
基
本
的
な
理
由
と
思
わ
れ
る
が
、
神

社
明
細
帳
に
社
名
を
登
載
さ
れ
て
い
る
も
の
ま
で
が
．
従
前
の
某
々
社
を
某
々
神
社
に
社
号
の
変
更
を
願
い
出
た
事
例
も
あ
つ
た
。

　
た
と
え
ば
、
長
野
県
諏
訪
の
あ
る
氏
神
鎮
守
の
場
合
、
次
に
示
す
神
社
号
訂
正
願
が
大
正
九
年
十
月
十
六
日
附
県
知
事
宛
に
社
司
、
氏
子
惣
代

連
名
に
よ
つ
て
出
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
文
中
に
あ
る
往
昔
よ
り
云
々
は
事
実
で
は
な
い
こ
と
は
他
の
資
料
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
　
神
社
号
訂
正
願



　
　
　
　
　
長
野
県
諏
訪
郡
湖
南
村
字
野
明
沢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷
社
　
習
焼
社

　
　
右
神
社
ハ
往
昔
ヨ
リ
習
焼
神
社
ト
称
へ
来
リ
候
処
明
治
十
五
年
明
細
帳
取
調
上
申
ノ
際
時
ノ
氏
子
惣
代
習
焼
社
ト
誤
記
上
申
仕
リ
置
候
共
氏
子
及
ヒ
信
徒
者

　
　
ハ
一
般
二
習
焼
神
社
ト
旧
慣
ヲ
称
へ
来
リ
敬
神
仕
リ
候
次
第
二
有
之
候
間
何
卒
特
別
ノ
御
詮
議
ヲ
以
テ
郷
社
習
焼
神
社
ト
御
訂
正
御
許
可
相
成
度
此
段
奉
願
候

　
　
也

　
右
の
習
焼
神
社
の
場
合
は
社
名
誤
記
訂
正
願
と
い
う
方
法
を
と
つ
た
が
、
次
に
示
す
東
京
都
府
中
市
の
二
例
は
堂
々
と
「
神
社
ト
シ
テ
ハ
不
都

合
」
と
し
て
訂
正
願
を
出
し
て
い
る
。
し
か
し
習
焼
社
と
次
の
二
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
旧
社
号
（
名
）
で
も
神
社
明
細
帳
に
は
登
載
で
き
た
と

い
う
事
例
と
も
な
ろ
う
。

　
　
　
神
社
明
細
帳
中
神
社
名
訂
正
願

　
　
　
　
東
京
府
武
蔵
国
北
多
摩
郡
西
府
村
大
字
中
河
原
字
間
ノ
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
幡
太
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
幡
神
社
（
朱
書
）

　
　
　
右
神
社
明
治
十
二
年
中
前
書
墨
書
之
称
号
ヲ
以
テ
明
細
帳
書
上
候
所
神
社
名
ト
シ
テ
ハ
不
都
合
二
有
之
候
様
被
存
候
二
付
朱
書
之
通
改
称
仕
度
候
間
御
許
可

　
　
相
成
度
此
段
奉
願
候
也

　
　
　
明
治
二
十
九
年
三
月
廿
一
日

　
右
と
同
趣
旨
の
訂
正
願
が
同
村
村
社
御
嶽
神
社
（
旧
社
名
御
嶽
太
神
）
か
ら
も
出
さ
れ
て
い
る
。
八
幡
神
社
と
は
「
神
社
名
ト
シ
テ
ハ
不
都
合
二

有
之
候
様
二
存
候
二
付
朱
書
之
通
改
称
仕
度
」
と
い
う
よ
う
に
少
し
表
記
法
に
異
動
が
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
神
社
の
場
合
は
神
仏
分
離
施
策
の
一
環
と
し
て
の
諸
達
類
、
特
に
明
治
元
年
四
月
太
政
官
達
、
す
な
わ
ち
、

　
　
　
此
度
太
政
御
一
新
二
付
清
水
宇
佐
筥
崎
等
八
幡
大
菩
薩
大
称
号
被
為
止
八
幡
大
神
ト
奉
候
様
被
　
仰
出
候
事

　
に
よ
つ
て
旧
社
号
を
八
幡
大
神
に
変
更
し
、
さ
ら
に
八
幡
神
社
に
変
更
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
神
社
称
呼
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
二
　
　
　
（
八
九
九
）



　
　
　
神
社
称
呼
に
関
す
る
一
考
察
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他
に
も
右
の
事
例
に
類
す
る
も
の
は
き
わ
め
て
多
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
新
政
府
が
社
号
を
神
社
号
に
変
更
せ
よ
と
直
接
指
令
し
た
事
実
は
見
出
せ
な
い
が
、
元
年
四
月
太
政
官
達
に
類
す
る
も
の
と
し
て
は
、

　
　
　
明
治
元
年
三
月
神
抵
省
達

　
　
　
中
古
以
来
某
権
現
或
ハ
牛
頭
天
皇
杯
ト
称
シ
其
外
仏
語
ヲ
以
テ
神
号
二
相
称
シ
候
神
社
不
少
候
何
レ
モ
某
社
ノ
由
緒
二
基
キ
称
号
相
改
可
申
事

　
と
あ
る
が
、
明
治
二
十
年
十
月
十
三
日
内
務
省
訓
令
は
、

　
　
　
官
国
幣
社
以
下
神
社
及
仏
堂
二
於
テ
、
古
来
ノ
慣
習
ニ
ョ
リ
権
現
等
ヲ
私
称
ス
ル
ハ
禁
止
二
及
バ
ザ
ル
旨
ヲ
令
セ
ラ
ル

　
と
あ
り
旧
慣
称
呼
変
更
の
強
制
に
は
強
い
反
対
が
あ
つ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　
明
治
五
年
十
月
広
島
県
に
お
い
て
社
号
変
更
指
令
と
思
わ
れ
る
次
に
示
す
布
告
が
あ
つ
た
。

　
　
明
治
五
年
十
月
廿
二
日
各
大
区
江
布
告
第
四
十
号

　
　
諸
社
之
額
二
何
々
大
明
神
ト
相
記
シ
候
モ
ノ
折
々
有
之
趣
二
候
処
復
古
之
際
二
当
リ
不
都
合
之
義
二
付
左
様
之
額
イ
ツ
レ
モ
何
々
神
社
ト
相
改
其
由
可
申
出

　
事

　
　
　
壬
申
十
月
　
　
　
　
伊
藤
権
令

　
こ
の
広
島
県
の
場
合
は
、
諸
社
の
額
、
し
た
が
つ
て
正
式
社
号
を
「
何
々
神
社
」
と
改
め
る
よ
う
指
令
し
て
い
る
が
、
他
県
で
は
こ
の
よ
う
な

指
令
が
あ
つ
た
か
な
か
つ
た
か
不
明
で
あ
る
。

　
明
治
十
二
年
九
月
二
十
五
日
付
で
熊
本
県
よ
り
内
務
省
へ
の
伺
が
あ
る
が
、
県
社
以
下
の
社
号
に
つ
い
て
は
成
規
は
無
い
と
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
熊
本
県
ヨ
リ
内
務
省
へ
伺

　
　
社
号
名
称
之
儀
二
付
管
下
神
道
事
務
分
局
副
長
ヨ
リ
別
紙
写
之
通
伺
出
右
ハ
先
年
天
神
七
世
地
神
五
世
以
下
天
孫
相
承
御
歴
代
ヲ
奉
杷
ス
ル
モ
ノ
ヲ
何
々
神

　
宮
ト
シ
神
代
諸
神
且
皇
太
子
親
王
及
人
臣
ヲ
祭
レ
ル
モ
ノ
ヲ
何
々
神
社
ト
シ
応
神
天
皇
ヲ
祭
レ
ル
社
二
限
リ
何
々
八
幡
宮
ト
称
ス
ヘ
キ
旨
御
達
有
之
タ
ル
哉
二

　
相
考
候
篤
ト
牧
調
候
得
共
不
相
見
就
テ
ハ
断
然
難
及
指
図
如
何
相
心
得
可
然
哉
且
自
分
明
細
帳
更
正
二
関
シ
候
儀
二
付
至
急
何
分
之
御
指
揮
有
之
度
候
也

　
　
内
務
省
指
令



　
　
書
面
社
号
之
儀
ハ
一
定
之
条
規
無
之
候
条
渾
テ
従
来
ノ
称
呼
に
任
セ
不
苦
儀
ト
可
心
得
事
（
法
規
分
類
大
全
社
寺
門
一
八
九
頁
）

　
右
の
指
令
は
社
号
は
従
来
の
称
呼
法
で
良
い
と
の
こ
と
で
あ
り
、
社
号
変
更
を
指
示
す
る
内
容
は
含
ま
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
を
追
求
す
る
た
め
に
は
、
社
号
変
更
の
各
地
方
に
お
け
る
多
く
の
事
例
を
蒐
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、
し
か
し
、
筆
者
の
問

題
と
す
る
意
味
で
の
事
例
の
集
積
は
皆
無
に
近
く
、
今
後
の
研
究
の
進
捗
に
待
つ
他
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
こ
で
示
し
た
諏
訪
の
事
例
は
大
正
九

年
、
府
中
の
事
例
は
明
治
二
十
九
年
で
あ
る
。
社
号
の
正
式
訂
正
願
が
出
さ
れ
る
時
期
に
つ
い
て
も
、
明
治
新
政
府
に
対
応
す
る
庶
民
感
情
の
変

化
と
い
う
視
点
か
ら
し
て
も
、
た
と
え
ば
旧
藩
領
単
位
ご
と
に
調
べ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
そ
の
単
位
で
の
傾
向
性
を
分
析
す
る
こ
と
が

新
政
府
と
人
民
の
あ
り
方
、
人
民
の
新
政
府
へ
の
帰
属
意
識
を
知
る
に
有
効
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
は
国
家
の
統
合
性

の
庶
民
レ
ベ
ル
に
お
け
る
成
熟
時
点
も
知
り
得
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

神
社
称
呼
に
関
す
る
↓
考
察

四
一
五

（
九
〇
ご


