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は
じ
め
に  

  
明
治
十
四
年
に
諏
訪
神
社
︵
現
海
老
神
社
︶
の
氏
子
で
あ
っ
た
松
下
新
八
氏
は
﹁
諏
訪
神
社
記
﹂
を
記
し
て
、
当
時
の
諏
訪
神

社
の
記
録
を
後
世
に
託
し
ま
し
た
。
そ
の
著
作
を
百
三
十
五
年
後
の
海
老
神
社
の
氏
子
諸
氏
に
お
伝
え
し
た
く
て
現
代
訳
を
付
し

て
発
行
し
た
の
が
本
書
で
す
。  

  

原
文
は
手
書
き
で
、
漢
字
と
仮
名
ま
じ
り
の
文
章
で
す
。
漢
字
も
当
て
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
箇
所
も
多
く
、
万
葉
仮
名
と
ひ

ら
が
な
が
混
在
し
て
い
る
た
め
、
原
文
を
出
来
う
る
限
り
損
な
わ
な
い
よ
う
に
現
代
文
に
近
づ
け
て
い
ま
す
。
ま
た
、
句
読
点
は

私
が
適
宜
付
け
加
え
て
い
ま
す
。
本
文
中
の
原
文
は
一
行
の
文
字
数
が
ま
ち
ま
ち
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
原
文
に
沿
っ
て
改�

行
し
て
い
る
た
め
、
読
み
づ
ら
く
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
ご
了
承
く
だ
さ
い
。  

  

本
書
の
目
的
は
学
術
的
事
実
を
追
い
求
め
る
も
の
で
は
な
く
、
海
老
神
社
に
関
わ
る
大
勢
の
方
々
に
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
、

と
い
う
私
の
個
人
的
な
思
い
を
具
現
化
し
た
も
の
で
す
。
多
忙
な
現
代
生
活
の
中
で
神
社
に
足
を
運
ぶ
こ
と
が
疎
く
な
っ
て
し
ま

っ
た
氏
子
崇
敬
者
の
皆
様
に
、
平
穏
な
心
を
海
老
神
社
の
境
内
で
感
じ
る
と
れ
る
余
裕
を
持
っ
て
い
た
だ
け
る
契
機
と
な
っ
て
ほ

し
い
と
い
う
私
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。  

  

私
た
ち
の
遠
き
祖
先
た
ち
が
海
老
神
社
の
地
で
神
々
へ
の
感
謝
を
捧
げ
、
祈
り
や
願
い
を
込
め
て
き
た
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事

実
で
す
。
そ
し
て
、
子
々
孫
々
の
繁
栄
を
願
い
、
こ
の
地
で
育
ま
れ
て
き
た
人
々
に
よ
っ
て
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
歴
史
も

ま
た
真
実
で
す
。
こ
の
時
代
に
、
こ
の
地
に
命
を
授
け
ら
れ
た
私
で
す
。
健
や
か
な
日
々
と
心
の
安
寧
を
神
々
に
感
謝
申
し
上
げ
、

氏
子
崇
敬
者
の
皆
様
が
末
長
く
海
老
神
社
の
祭
神
を
氏
神
様
と
し
て
奉
り
続
け
て
い
け
ま
す
よ
う
に
祈
念
い
た
し
ま
す
。  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

海
老
神
社  

  

宮
司  

松
下
恒
雄  

平
成
二
十
八
年
十
月
九
日  

海
老
神
社  

大
祭  
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原
文  

  

国
郡
里
名
の
初
発  

豊
葦
原
水
穂
国
及
大
日
本
等
稱
へ
る
由
は
、  

古
事
記
日
本
紀
及
古
事
記
傳
等
に
依
り
て
考
へ
し
る
べ
し
。  

東
海
道
と
は
漢
字
に
寄
り
て
し
る
べ
し
。
参
河
国
と
は  

豊
川
矢
作
川
男
川
の
三
筋
の
川
に
よ
れ
り
。  

設
楽
郡
と
は
如
何
成
故
に
や
。
延
喜
の
民
部
式
の
首  

書
云
延
喜
三
年
八
月
十
三
日
割
宝
飫
郡
置
。
設
楽
郡  

云
々
。
す
で
に
大
宮
村
石
座
神
社
及
其
他
に
も
宝
飯
郡
と
記
し  

た
る
あ
り
。
去
れ
ど
昔
は
設
楽
の
里
と
稱
へ
、
今
当
郷
を
黒  

瀬
郷
と
稱
へ
る
は
、
そ
の
時
の
字
名
の
如
く
な
る
か
。
そ
の
字
中
に  

小
名
あ
り
。
開
け
る
に
随
に
村
名
と
成
る
類
、
多
か
る
故
海  

老
村
と
は
い
う
成
ゆ
へ
に
や
。
昔
池
あ
り
。
其
池
蔦
の
滝
よ
り
眞  

蒲
境
に
至
る
。
池
に
海
老
居
れ
り
。
其
池
損
れ
て
海
老
は
西
沢  

に
あ
が
れ
り
。
其
處
を
海
老
あ
げ
と
は
い
う
な
り
。
其
の
池
の
あ
と
を  

池
原
及
池
貝
と
。
後
に
池
貝
津
と
云
う
。
そ
の
傍
を
池
の
平
。
池
の  

御
堂
等
稱
ふ
る
な
り
。
此
池
の
北
の
傍
に
眞
蒲
草
あ
り
。
是
に
よ
り
て  

眞
蒲
村
と
云
う
。
後
菰
と
云
う
文
字
に
改�
む
と
聞
。
蔦
の
滝
と
は
其
時
に
大
成
蔦  
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あ
る
に
よ
れ
り
。
そ
の
億
を
蔦
の
入�
り
と
い
ふ
。
上
件
に
よ
り
て
海
老
村  

と
云
う
書
の
初
発
な
り
。  

  

諏
訪
神
社
記  

  

序  

す
め
ら
御
國
は
神
の
生
成
玉
へ
る
。
御
國
、
人
種
々  

も
神
の
裔
に
し
あ
れ
ば
神
國
と
ぞ
稱
け
る
。  

然
れ
ば
御
代
々
の
天
皇
命
の
神
祇
を
祭
玉
ふ
に  

天
の
下
治
玉
ふ
御
政
の
本
に
て
真
儀
式
の
厳
重  

な
る
こ
と
、
古
典
に
見
へ
た
る
が
如
し
。
一
村
及
び
一
家
を  

治
玉
へ
る
事
も
神
を
祭
を
始
と
す
。
い
わ
ゆ
る
祭
政  

一
致
是
な
り
。
然
る
に
中
世
よ
り
世
の
中
も
乱
れ
に  

乱
れ
て
神
祇
官
も
古
の
如
く
な
ら
ざ
れ
ば
、
庶
人  

の
神
事
の
粗
略
に
な
り
た
る
は
言
も
更
な
り
。  

然
る
に
今
百
二
十
三
代
明
治
天
皇
天
の
下
を
調
へ
玉
ひ
、  

平
げ
玉
ひ
、
う
つ
し
き
公
民
等
を
治
め
玉
ひ
、
撫
玉
ひ  

恵
み
玉
は
む
と
お
も
ほ
し
め
し
て
、
三
條
を
教
の
憲
へ
と  

定
め
玉
ひ
教
え
玉
ひ
。
神
社
を
も
祢
も
ご
ろ
に  

を
あ
ら
た
め
あ
ら
せ
ら
れ
玉
ひ
て
、
お
と
ろ
え
た
る  

小
社
は
合
せ
祀
り
て
、
こ
と
ご
と
く
に
御
祭
り
あ
ら
せ
玉
ひ
、  
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官
幣
社
の
御
祭
の
如
き
は
太
陽
暦
に
ま
で
あ
ら
わ
さ
れ
て  

大
祭
祝
日
に
は
戸
毎
日
章
御
國
籏
を
掲
げ
御  

祭
り
善
し
く
あ
ら
し
め
玉
ひ
て
天
の
下
平
ら
な
り  

た
る
。
爰
に
三
河
の
國
設
楽
郡
海
老
の
里
な
る  

向�
田
の
川
原
に
鎮
り
座
す
諏
訪
大
神
は
、
昔
は  

三
神
座
し
ま
せ
り
。
御
一
新
の
際
、
合
祀
り
て
今
は  

神
々
ま
し
ま
す
な
り
。
然
る
に
此
神
々
等
を
齋
き
奉
り  

し
其
の
さ
た
を
、
今
の
世
で
さ
え
し
る
や
し
ら
ず
や
多  

け
れ
ば
年
月
積
り
行
く
ま
に
ま
に
、
わ
か
り
が
た
き
も  

あ
ら
む
か
と
諏
訪
を
り
︵
か
む
や
し
ろ
︶
ふ
み
と
い
ふ
書
を  

著
し
て
明
治
十
年
あ
ま
り
三
年
と
い
ふ
年
迄
の  

形
を
記
む
と
思
へ
ど
も
、
五
百
年
を
一
時
に
記
す
事  

な
れ
は
、
成
落
る
詞
は
多
け
れ
ど
及
し
ら
ふ
る
人
の
た
よ
り  

に
も
と
古
き
記
み
と
聞
き
伝
へ
と
と
り
ま
ぜ
て
百
千
が  

一
の
し
り
形
を
記
む
と
す
る
。
と
し
は
明
治
十
年
あ  

ま
り
四
年
と
い
う
年
の
九
月
に
諏
訪
大
神
の
氏
子  

松
下
新
八
畏
み
畏
み
も
記
し
て
捧
げ
奉
る
。  

  

諏
訪
神
社
記  
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三
河
國
設
楽
郡
海
老
邨
鎮
座  

  
  
  

村
社
産
土  

  
  
  
  
  

諏
訪
大
神  

一  

祭
神  

  
  

  
  

建
御
名
方
命  

亦
ノ
御
名
ハ
御
穂
須
須
美�
命  

亦
健  

  
  
  
  
  
  
  
  

御
名
方
富
ノ
命  

御
父
大
国
主
命
御
母
沼
河  

  
  
  
  
  
  
  
  

比
賣
命  

  
  

菅
原
神  

  
  

正
二
位
讃
岐
守
道
實
卿  

  
  
  
  
  
  
  
  

御
父
菅
原
是
吉
々  

  
  

市
杵
島
比
賣
命  

亦
名
狭
依
毘
賣
命  

中
津
島
比
賣
命  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

天
照
大
御
神
御
誓
ノ
時
ニ
所
生
之
神
也  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

一
勧
請  

年
号
干
支
詳
な
ら
ず
。
七
月
二
十
七
日
と
聞
傳
ふ
の
み
。
あ
る
人
の  

云
う
に
此
日
は
不
成
就
日
な
り
と
い
ふ
。
古
老
の
曰
く
勧
請
の  

頃
に
は
不
成
就
日
と
い
ふ
は
無
か
り
し
と
語
ぬ
。
扨
大
半
小
前  

の
水
帳
に
宮
の
前
と
い
ふ
字
名
二
筆
あ
り
。
宮
の
こ
し
五  

筆
、
神
田
し
り
六
筆
あ
り
。
そ
の
後
水
野
備
後
守
迄
の
検
地
帳
は  

右
の
名
処
悉
く
で
た
り
。
又
川
向�
旧
双
瀬
村
に
宮
脇
と
云
う
所
あ
り
。  

昔
宮
あ
り
て
こ
そ
宮
の
字
の
字
あ
り
。
字
あ
り
て
こ
そ
太
閤
の  
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代
水
帳
に
記
載
た
り
。
社
も
田
畑
の
跡
と
も
見
え
ざ
れ
ば
土
地  

開
け
る
昔
勧
請
し
た
る
も
の
な
る
か
云
々
。
有
説
に  

昔
産
土
は
白
山
な
り
し
が
罪
穢
あ
る
も
の
に
は
神
變
あ
ら
た  

に
し
て
宮
へ
拝
殿
を
設
け
老
若
男
女
遥
拝
す
。  

白
山
へ
参
詣
す
る
も
の
は
拝
殿
に
て
七
日
の
間
精
進
し
て  

参
詣
す
と
云
ふ
。
尤
も
此
の
例
は
慶
応
年
中
迄
あ
り
。
然
る
後  

諏
訪
を
産
土
と
し
て
白
山
を
奥
の
宮
と
し
た
る
よ
し
で
も  

あ
り
。
又
あ
る
説
に
諏
訪
は
西
海
老
の
産
土
、
天
神
は
東
海
老
、  

弁
天
は
小
野
の
産
土
と
云
う
説
あ
り
。
是
は
産
土
三
柱
に
し
て  

氏
子
三
ケ
村
成
よ
り
談
説
付
し
な
ら
む
。
東
西
分
村
は  

寛
永
の
は
じ
め
か
た
な
り
。
此
時
産
土
を
分
ち
た
る
噺
を
聞
き
、  

小
野
は
本
よ
り
引
分
る
い
は
れ
な
し
。
近
頃
道
理
を
付
し
説
な
ら
む
。
素  

よ
り
何
村
何
神
の
別
ち
は
な
か
る
べ
し
。
併
寛
永  

再
建
棟
札
に
御
長
屋
と
あ
れ
ば
此
は
前
よ
り
三
神
座
す
る
は
著
し
。  

  

一
由
緒  

詳
な
ら
ず
。
諏
訪
大
神
は
古
事
記
に
も
見
へ
た
る
如
く
当
国  

一
の
宮
八
千
矛
の
命
の
御
子
し
て
此
国
事
始
の
時
、
事
代
主  

の
神
と
力
を
合
せ
、
国
を
平
く
拂
ひ
玉
ひ
治
め
玉
ひ
し
。
大
力  

あ
り
し
健
き
神
ゆ
へ
悪
麻
を
拂
ひ
里
を
鎮
め
見
守
り  
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玉
ふ
礎
な
ら
む
。
天
神
は
学
文
を
学
ぶ
為
厳
嶋
祭
り
、  

子
供
に
仕
合
よ
く
守
り
玉
ふ
為
な
る
べ
し  

一
祭
日  

  
  
  

正
月
六
日  

鹿
狩
祭  

  
  
  

正
月
八
日  

田
楽
舞
祭  

此
田
楽
は
天
明
の
年
の
中
に
至
り
乱
て
大
般
若  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

を
読
誦
す
。
御
一
新
の
際
般
若
や
ま
る
。  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

田
楽
道
具
は
今
に
あ
り
。  

一
小
祭
日  

  
  
  

二
月
九
日  

三
月
三
日  
四
月
八
日  

五
月
五
日  

六
月
十
五
日  

  
  
  

七
月
廿
七
日  

八
月
十
五
日  

九
月
九
日  

十
月
九
日  

十
一
月
初
卯
日  

  
  
  

十
二
月
九
日  

  

一
再
建  

  
  
  

寛
永
廿
一
年
甲
申
十
一
月
吉
日  

棟
札
あ
り  

  
  
  

文
化
十
二
年
亥
十
一
月  

  
  
  

此
間
数  

間
口  

二
間
三
尺  

奥
行  

一
間  

一
雨
佐
屋  

  
  

間
口  

三
間
一
尺  

奥
行  

三
間
二
尺  

  
  
  

天
保
六
乙
未
春  

大
工
当
村
原
田
吉
右
衛
門  

神
主
林
為
蔵  

一
拝
殿  
  
  

建
立
詳
な
ら
ず  

  
  
  

再
建  

  
  
  

寛
永
廿
一
年
十
一
月  
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文
化
十
二
亥
十
一
月  

  
  
  

間
数  

間
口  

四
間
三
尺  

奥
行  

三
間  

一
廊
下  

  
  

間
口  

一
間  

奥
行  

四
間  

  
  
  

文
政
十
三
寅
六
月
新
建  

  
  
  

施
主  
林
為
蔵  

小
野
田
与
助  

松
下
与
兵
衛  

原
田
彦
右
衛
門  

一
献
供
物  

  
  
  

毎
祭  

御
酒  
白
餅  

秋  

稲
穂  

正
月
六
日  

社
の  

  
  
  

外
、
東
の
方
に
紙
を
四
角
に
折
り
た
る
幣
を
檜
に
挟
み
て  

  
  
  

七
十
五
本
供
え
る
。
是
は
七
十
五
神
を
祭
る
。
三
月
三
日
十
一
月
卯
日
諏
訪
白
山  

  
  
  

八
幡
へ
小
豆
を
献
る
。
今
も
別
段
変
わ
り
た
る
事
な
し
。  

  
  
  

御
酒
御
饌
海
山
田
畑
に
あ
る
種
々
の
物
を
献
り
ぬ
。  

  

一
鹿
狩
祭
の
式  

  

正
月
六
日
也
産
土
神
を
祭
事
常
の
如
し  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

宮
の
東
の
方
鹿
を
以
て
山
の
神
を
祭
る
祝
詞
左
が
如
し  

  
  
  
  
  

山
の
神
を
祭
事  

東
山
の
御
神
七
十
五
神
の
け
ん
ぞ
く
た
ち
。  

祢
わ
た
り
は
わ
た
り
。
大
と
う
り
う
じ
ん
。  

田
の
神
。
大
な
ん
じ
小
な
ん
じ
の
子
孫
。
木
の  

お
う
。
か
や
の
お
う
。
い
わ
に
は
ち
ゃ
く
せ
ん
神
。  
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南
山
の
御
神
る
い
し
ん
け
ん
ぞ
く
。
西
山
御  

神
る
い
し
ん
け
ん
ぞ
く
。
北
山
の
御
神
る
い
し
ん  

け
ん
ぞ
く
。
中
に
は
中
お
う
の
御
神
一
社
不
残  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

松
下
七
左
衛
門
禮
之  

是
は
御
一
新
前
ま
で
行
な
い
其
の
讀
み
方
は
ヒ
ガ
シ
ヤ  

マ
ノ
ヲ
ン
ガ
ミ
ヒ
チ
ジ
ュ
ウ
ゴ
ジ
ン
ケ
ン
ゾ
ク
タ
チ
と
よ  

み
た
り
。
是
は
両
部
作
な
る
か
。
吾
が
考
に
は
ひ
む
が
し
や
た  

の
お
ほ
か
み
な
な
そ
ま
り
い
つ
ば
し
ら
の
み
つ  

か
い
た
ち
。
以
下
是
に
な
ら
ふ
。
吾
神
通
の
誠
を
し
ら  

さ
れ
ば
わ
か
り
が
た
し
。
尤
数
百
年
行
し
事
な
れ
ば
尊
と  

か
る
べ
き
も
の
な
る
か
。
文
意
は
と
も
角
も
神
を
祭
る  

心
こ
そ
目
出
度
け
れ
ば
そ
し
る
こ
と
な
か
れ
。
時
に
随
ひ  

く
わ
し
き
人
に
文
意
を
か
り
て
拜
す
も
宜
し
。  

右
の
式  

大
幣
帛  

平
年
四
拾
八
本  

閏
年  

五
十
二
本  

  
  
  
  

小
幣
帛  

百
五
十
本  

  

作
る
こ
と  

白
餅
を
杉
の
葉
に
包
み
て
男
女
二
疋
の
鹿
を
作
り
、  

神
前
に
子
供
集
り
て
此
鹿
を
狩
す
。
一
の
鳥
居
へ
追
行
て  

根
宜
祝
部
を
頼
み
に
行
。
其
詞�

︎

ま
き
ば
ら
山
へ
追
込
ま
し  

た
で
頼
み
ま
す︎

と�

︎

申
す
。
是
は
信
濃
国
の
ま
き
の
が
原  

  

根
宜
祝
部  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

の
詞
と
聞
伝
ふ  
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弓
箭
に
て
彼
の
鹿
を
い
る
。
扨
宮
の
東
の
方
に
て
鹿
の
腹  

綿
白
餅
是
を
供
え
て
右
の
祝
詞
を
申
し
て
奉
る
。
此
白
餅
を  

参
詣
の
人
に
く
れ
る
。
次
に
拝
殿
に
て
直
会
す
。
此
時  

楓
の
葉
に
鰯
を
盛
て
玉
は
る
は
天
孫
天
下
り
玉
ふ
時
、  

器
な
く
木
の
葉
に
て
食
し
玉
ふ
形
ち
な
り
。
又
田
作
り
豊  

年
い
わ
い
よ
し
と
儀
な
り
。
煮
豆
は
ま
め
で
ま
し
ま
す  

と
い
ふ
儀
。
鹿
狩
は
世
間
に
て
け
も
の
を
狩
を
総
而
に
鹿
狩  

と
い
ふ
五
穀
豊
饒
の
祭
な
る
べ
し
。  

  

一
田
楽
舞
の
式  

正
月
七
日
諏
訪
社
八
日
大
御
堂
池
御
堂  

  
  
  
  
  
  
  
  
      

九
日
ヨ
ラ
キ
ノ
堂  

  
  
  
  
  

楽
人  

  
  

但  

宮
座
人
片
方
に
祭
の
供
物
此
人
名
な
り  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

奉
る
伊
勢
の
神
と
人
と
同
じ
人
を
廿
一
人
あ
り  

  
  
  

林
惣
兵
衛  
  
  
  
  

松
下
七
右
衛
門  

  
今
泉
六
太
夫  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

小
野
村  

  
  
  

鈴
木
九
郎
右
衛
門  

  

松
下
治
郎
三  

  
  

中
尾
善
左
衛
門  

  
  
  

原
田
吉
右
衛
門  

  
  

松
下
久
治
郎  

  
  

森
田
庄
助  

  
  
  

松
渕
喜
兵
衛  

  
  
  

松
下
与
十
郎  

  
  

今
泉
彦
太
夫  

  
  
  

清
水
平
右
衛
門  

  
  

小
野
田
与
助  

  
  

松
下
徳
治
郎  
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小
野
村  

  
  
  
  

小
野
村  

  
  
  
  

小
野
村  

  
  
  

小
井
戸
利
平
次  

  
  

竹
下
七
左
衛
門  

  

松
下
太
郎
兵
衛  

  
  
  

大
代  

  
  
  

林
治
兵
衛  

  
  
  

五
分
中
根
儀
助  

  

五
分
松
下
与
兵
衛  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

五
分
戸
田
治
平  

  

五
分
小
野
田
与
惣
治  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

同  

鈴
木
勘
兵
衛  

  
  

合
廿
一
人  

但
し
仲
間
持
株
は
潰
門
地
に
付
て
賣
た
る
と
聞
く
。  

  
  

田
楽
の
始
り
は
慥
な
ら
ざ
れ
し
も
凡
寛
永
前
頃
な
る
か
聞
傳
に
、
田
楽  

  
  

舞
の
都
合
に
よ
り
寛
永
年
中
大
御
堂
、
池
の
御
堂
三
間
四
面
に
再
建
し
た
り
と
聞
。  

  
  

田
楽
舞
の
形
は
春
よ
り
秋
迄
農
業
の
形
ち
な
り
。  

  
  

器
械
は
笛
太
鼓
大
鼓
小
鼓
等
也
。
獅
子
駒
翁
等
の  

  
  

面
等
付
て
舞
す
。
宇
た
も
あ
れ
と
長
け
れ
ば
略
ぬ
。  

  
  

前
に
も
記
す
如
く
永
く
久
し
く
行
い
し
が  

  
    

い
つ
と
な
く
乱
れ
て
今
は
な
か
り
し
。
是
は
楽
人
が  

  
  

ま
な
り
て
其
誤
り
な
る
か
考
え
み
る
べ
し
。
又
有
説
に
昔
は
宮
座  

  
  

人
よ
り
他
は
氏
子
な
し
と
い
ふ
は
大
な
る
誤
り
な
り
。
右
の
万
事
を
考
へ
見
て  

  
  

志
る
べ
し
。
時
の
有
志
人
な
る
べ
し
。  

一
氏
子  

  
  
  

海
老
村  

  

旧
小
野
村  

  
  

合
弍
ケ
村  

  

戸
数  

一
愛
知
縣
里
程  
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凡
弍
拾
五
里
三
拾
三
町  

一
根
宜
給
料  

  

但
供
物
料
共  

  

  
  
  
  

字
向�
田
、
田
八
升
蒔
無
年
貢
小
作
米
壱
石
古
よ
り  

  
  
  
  

あ
り
し
が
御
一
新
以
前
売
却
し
て
今
は
な
し  

一
祝
部
給
料  

  
  
  

往
古
は
米
壱
俵  

文
化
十
三
年
御
廻
村
反
別
之
時
よ
り  

  
  
  

替
り
て
金
一
分
づ
つ
集
め
出
す
。
然
る
后
天
保
に
至
り
て  

  
  
  

社
木
を
賣
り
金
弍
両
資
本
と
し
て
此
利
子
を
与
ふ
。
又
文  

  
  
  

久
の
頃
四
両
の
金
を
作
り
此
利
子
金
弍
分
を
給
と
す
。  

一
境
内
反
別
弍
反
八
畝
二
歩  

雑
木
立  

  
  
  
  
  

字
向�
田
二
拾
二
番  

  
  
第
一
種
官
有
地  

  
  

一
上
地
官
有
地
六
畝
歩  

  

雑
木
立  

  
  
  
  
  

字
向�
田
二
拾
二
番  

是
は
明
治
八
、
九
年
の
頃
境
内
を
分
ち
て
上
地
と
す
。  

一
霜
月
卯
の
日
湯
立  

  
  
  

文
政
七
甲
年
始
る  

根
宣  

林
為
蔵
是
を
勤
む
。
今
は
な
し
。  

  

一
霜
月
卯
日
投
餅
資
本
世
話
人  

  
  
  

金
負
別
冊  

  
  
  

安
政
六
年
の
頃
氏
子
奉
加
を
改�
て
投
餅
資
本
を
備
へ
る
此
世
話
人  

  
  
  

今
泉
長
右
衛
門  

  
  

松
下
与
十  

  
  

中
根
儀
助  

  
  
  

加
藤
常
右
衛
門  

  
  

原
田
善
左
衛
門  

松
下
利
平  
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小
野
村  

  
  
  

原
田
利
左
衛
門  

  
  

松
下
清
十  

  
  

弥
左
衛
門  

一
境
内
鎮
座
員
外
社
雨
佐
屋
新
築  

  
  
  
  

明
治
十
一
年  

  
  

月
世
話
人  

  
  
  
  

今
泉
長
久
郎  

  
  
  

竹
下
久
七  

  
  
  

戸
田
治
平  

  
  
  
  

松
下
種
三
郎  

一
境
内
献
納
物  

  
  
  

石
鳥
居  

一
の
鳥
居
な
り  

  
  
  
  
  

正
徳
二
壬
辰
年
八
月
吉
日  

海
老
村  

住
人  

原
田
新
三
郎
重
勝  

  
  
  

石
鳥
居  

二
の
鳥
居
な
り  

  
  
  
  
  

元
禄
十
一
年
戊
寅
四
月
吉
日
建
立  

是
は
人
名
な
し  

氏
子
中  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

な
る
か  

  
  
  

石
螳
篭  

  
  
  
  
  

一
對
神
前
西
脇
に
あ
り  

文
化
十
三
丙
子
十
一
月
吉
日  

  
  
  
  
  

惣
氏
子
敬
白  

世
話
人
鈴
木
弥
助
智
恒  

    

  
  
  

石
蟷
籠  

  
  
  
  
  
  
  

年
号
干
支
不
詳  

向�
田
村  

傳
六
郎
と
あ
り  

  
  
  
  
  

同  

明
和
七
庚
寅
年
月  

松
下
四
嘉
右
衛
門
源
敬
政  
是
は
小
野
村
と  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

聞
傳
ふ  

  
  
  
  
  

同  

宝
永
二
乙
酉
九
月
吉
日
今
文
政
十
一
丁
亥
年
春
二
月
吉
日  
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原
田
新
二
郎
重
行
建
立
同
彦
右
衛
門
重
道
再
建  

  
  
  
  
  

同  

文
政
十
一
丁
亥
春
二
月
吉
日
原
田
彦
右
衛
門
重
道  

  
  
  
  
  

同  

嘉
永
三
庚
戌
年
八
月
吉
祥
日
小
野
田
与
助
高
保
再
建  

  
  
  

鐘
壱
宇  

  
  
  
  
  
  

元
禄
二
己
巳
二
月
池
貝
津
村
松
下
七
左
衛
門
家
重  

  
  
  
  
  
  

是
は
御
一
新
の
前
賣
却
し
て
今
は
な
し  

一
雑
記  

一
文
政
十
二
己
丑
年
地
頭
よ
り
用
金
両
海
老
へ
拾
九
両
三
分
六
年
割
当
り
森
木
賣
出
す  

一
嘉
永
七
寅
年
地
頭
に
て
社
木
拂
三
十
石
不
残  

一
文
政
三
辰
年
洲
原
講
参
り
始
る  

一
文
化
十
二
亥
年
奥
山
立
木
を
賣
宮
建
替  

一
文
政
十
三
寅
年
伊
勢
御
影
げ  
  

一
慶
応
三
丁
卯
九
月
所
々
に
神
札
ふ
る  

御
鍬
様
を
祭
り
祝
ふ  

一
明
治
二
巳
九
月
伊
勢
遷
宮  

一
同
四
年
未
年  

伊
奈
縣
支
廳
足
助
局
に
て
神
々
神
社
取
調  

  

一
同
十
一
年
十
月
報
徳
熱
田
講
社
当
村
に
て
結
ふ
第
六
十
八
号  

  

原
文  

完  
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現
代
訳  

  

国
郡
里
の
名
前
の
始
ま
り  

  

豊
葦
原
の
水
穂
の
国
や
大
日
本
な
ど
と
呼
ぶ
理
由
は
古
事
記
や
日
本
紀
及
び
古
事
記
伝
に
依
っ
て
考
え
れ
ば
知
る
こ
と
が
で

き
る
。
東
海
道
と
は
漢
字
の
並
び
を
考
え
れ
ば
分
か
る
。
三
河
国
と
は
豊
川
、
矢
作
川
、
男
川
の
三
筋
の
川
に
よ
る
。  

  

設
楽
郡
と
は
ど
の
よ
う
に
し
て
名
付
け
ら
れ
た
の
か
。
延
喜
の
民
部
式
の
頭
書
き
に
よ
れ
ば
延
喜
三
年
︵
九
〇
三
︶
八
月
十
三

日
に
宝
飫
︵
ホ
オ
と
読
み
方
が
記
載
さ
れ
て
い
る
︶
郡
か
ら
分
か
れ
た
と
あ
る
。
そ
こ
を
設
楽
郡
と
い
う
。
す
で
に
大
宮
村
の
石

座
神
社
や
そ
の
他
に
も
宝
飯
郡
と
書
い
て
あ
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
昔
は
設
楽
の
里
と
よ
び
、
今
は
こ
の
郷
を
黒
瀬
郷
と
呼
ぶ

の
は
、
そ
の
当
時
の
字
名
︵
あ
ざ
な
︶
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
字
︵
あ
ざ
︶
の
中
に
名
が
あ
る
。
開
け
ゆ
く
間
に
村
の
名

に
な
る
例
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
海
老
村
と
言
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
。  

  

昔
は
池
が
あ
っ
た
。
そ
の
池
は
蔦
の
滝
よ
り
真
蒲
境
に
至
る
。
池
に
は
海
老
が
生
息
し
て
い
た
。
そ
の
池
が
損
な
わ
れ
て
海
老

は
西
沢
に
上
が
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
場
所
を
﹁
海
老
あ
げ
﹂
と
い
う
。
そ
の
池
の
跡
を
池
原
や
池
貝
と
い
う
。
の
ち
に
池
貝
津
と

い
う
。
そ
の
傍
ら
を
池
の
平
。
池
の
御
堂
な
ど
と
呼
ぶ
。
こ
の
池
の
北
の
傍
ら
に
真
蒲
草
が
生
え
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
の
場
所
を

真
蒲
村
と
い
う
。
の
ち
に
菰
と
い
う
文
字
に
改�
め
ら
れ
た
と
聞
く
。
蔦
の
滝
と
は
そ
の
当
時
、
大
き
く
成
長
し
た
蔦
が
あ
っ
た
こ

と
に
よ
る
。
そ
の
奥
を
蔦
の
入�
り
と
言
う
。  

  

以
上
が
海
老
村
と
書
か
れ
た
始
ま
り
で
あ
る
。  

  

諏
訪
神
社
記  

序  
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天
皇
が
お
治
め
に
な
る
こ
の
国
は
神
が
お
造
り
に
な
ら
れ
た
。
こ
の
国
の
人
々
は
神
の
子
孫
で
あ
り
、
神
の
国
と
呼
ば
れ
る
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
歴
代
の
天
皇
命
︵
す
め
ら
み
こ
の
み
こ
と
︶
た
ち
が
神
祇
︵
じ
ん
ぎ
︶
を
お
祭
り
な
さ
り
、
天
下
を
お
治

め
な
さ
る
こ
と
は
政
治
の
基
︵
も
と
︶
で
あ
り
、
真
の
儀
式
を
厳
重
に
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
古
典
を
読
め
ば
わ
か
る
こ
と
で
あ

る
。
一
つ
の
村
や
一
つ
の
家
庭
を
治
め
る
こ
と
も
神
を
祭
る
こ
と
が
始
ま
り
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
祭
り
と
政
︵
ま
つ
り
ご
と
︶
は

同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
世
か
ら
世
の
中
も
乱
れ
て
神
祇
官
も
古
く
か
ら
の
よ
う
に
し
な
く
な
っ
た
た
め
に
庶
民
の
神
事
が
粗

略
に
な
っ
て
し
ま
う
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
今
、
百
二
十
三
代
の
明
治
天
皇
は
天
下
の
乱
れ
を
調
え
ら
れ
、
世
を
お
鎮

め
な
さ
れ
て
い
る
。
清
ら
か
な
心
の
民
た
ち
を
お
治
め
な
さ
り
、
慈
し
み
な
さ
り
、
お
恵
み
を
与
え
よ
う
と
し
て
三
条
の
教
え
を

お
定
め
に
な
ら
れ
、
お
教
え
に
な
ら
れ
た
。
神
社
も
ご
て
い
ね
い
に
改�
め
な
さ
れ
て
、
衰
え
て
い
た
小
さ
な
神
社
は
合
祀
︵
ご
う

し
、
合
わ
せ
て
祀
る
こ
と
︶
し
て
祭
り
、
事
あ
る
毎
に
御
祭
り
を
す
る
よ
う
に
な
さ
っ
た
。
官
幣
社
の
お
祭
り
は
、
変
え
ら
れ
た

太
陽
暦
に
て
発
表
ま
で
な
さ
れ
、
大
祭
、
祝
日
に
は
家
毎
に
御
国
旗
を
掲
げ
、
喜
ば
し
き
を
表
し
、
国
を
平
和
に
な
さ
れ
た
。  

  

こ
こ
三
河
の
国
設
楽
郡
海
老
の
里
の
向�
田
の
河
原
に
鎮
ま
り
ま
す
諏
訪
大
神
も
昔
は
三
神
が
奉
ら
れ
て
い
た
。
明
治
維
新
の
と

き
に
合
祀
し
て
今
で
は
神
々
も
増
え
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
神
々
を
敬
い
奉
る
そ
の
事
を
、
今
の
世
の
中
で
さ
え
知
ら
な
い
こ
と

も
多
い
の
に
年
月
が
経
て
ば
ま
す
ま
す
わ
か
ら
な
く
な
る
事
も
あ
ろ
う
か
と
﹁
諏
訪
神
社
記
︵
原
文
に
は
を
り
ふ
み
・
か
む
や
し

ろ
ふ
み
と
ひ
ら
が
な
で
記
載
さ
れ
て
い
る
︶
﹂
と
い
う
書
を
著
し
て
、
明
治
十
三
年
︵
一
八
八
〇
︶
ま
で
の
事
を
記
し
た
い
と
思

う
が
、
大
変
長
い
年
月
を
ひ
と
時
に
記
す
れ
ば
落
ち
て
し
ま
う
言
葉
は
多
い
と
思
う
け
れ
ど
、
調
べ
る
人
の
手
が
か
り
に
な
れ
ば

と
思
い
、
古
い
書
物
や
聞
き
伝
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
取
り
混
ぜ
て
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
知
る
こ
と
を
記
す
る
こ
と
に
し
た
。
年

は
明
治
十
四
年
の
九
月
に
諏
訪
神
社
の
氏
子
の
松
下
新
八
畏
み
畏
み
も
記
し
て
捧
げ
奉
る
。  

諏
訪
神
社
記  

三
河
国
設
楽
郡
海
老
村  

鎮
座  
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村
社  

産
土  

  
  
  
  
  

諏
訪
大
神  

一
祭
神  

  

建
御
名
方
命
︵
た
け
み
な
か
た
の
み
こ
と
︶  

  
  
  
  
  
  
  

ま
た
の
名
は
御
穂
須
須
美�
命
︵
み
ほ
す
す
み
の
み
こ
と
︶  

  
  
  
  
  
  
  

ま
た
は
健
御
名
方
富
命
︵
た
け
み
な
か
た
と
み
の
み
こ
と
︶  

  
  
  
  
  
  
  

父
は
大
国
主
命
︵
お
お
く
に
ぬ
し
の
み
こ
と
︶  

  
  
  
  
  
  
  

母
は
沼
河
比
売
命
︵
ぬ
な
か
わ
ひ
め
の
み
こ
と
︶  

  

菅
原
神  

  
  

正
二
位
讃
岐
守
道
實
︵
真
︶
卿  

  
  
  
  
  
  
  

父
は
菅
原
是
吉
︵
こ
れ
よ
し
︶
と
言
う  

  

市
杵
島
比
売
命
︵
い
ち
き
し
ま
ひ
め
の
み
こ
と
︶  

  
  
  
  
  
  
  

ま
た
の
名
を
狭
依
毘
賣
命
︵
さ
よ
り
ひ
め
の
み
こ
と
︶  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

中
津
島
比
賣
命
︵
な
か
つ
し
ま
ひ
め
の
み
こ
と
︶  

  
  
  
  
  
  
  

天
照
大
御
神
誓
約
︵
う
け
ひ
︶
の
と
き
に
生
ま
れ
た
神
で
あ
る
。  

一
勧
請  

  

年
号
干
支
は
わ
か
ら
な
い
。
七
月
二
十
七
日
と
聞
き
伝
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
あ
る
人
が
云
う
に
は
こ
の
日
は
不
成
就

日
で
あ
る
と
い
う
。
古
老
が
言
う
に
は
勧
請
の
こ
ろ
に
は
不
成
就
日
と
言
う
日
は
な
か
っ
た
と
語
っ
て
い
る
。  

  

さ
て
、
大
半
︵
た
い
は
ん
︶
の
百
姓
の
水
帳
に
宮
の
前
と
云
う
字
︵
あ
ざ
︶
名
が
二
筆
あ
る
。
宮
の
腰
︵
越
︶
が
五
筆
あ
る
。

神
田
と
い
う
︵
と
こ
ろ
︶
が
六
筆
あ
る
。
そ
の
後
、
水
野
備
後
守
ま
で
の
検
地
帳
に
は
右
の
名
前
の
所
が
こ
と
ご
と
く
残
っ
て
い

る
。
ま
た
、
川
向�
の
旧
双
瀬
村
に
宮
脇
と
い
う
所
が
あ
る
。
昔
、
お
宮
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
宮
の
字
︵
あ
ざ
︶
の
文
字
が
あ
る
。
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字
が
あ
っ
て
こ
そ
太
閤
の
時
代
の
水
帳
に
記
載
さ
れ
た
。
神
社
は
田
畑
の
跡
と
も
見
え
な
い
の
で
こ
こ
の
土
地
が
開
墾
さ
れ
た
昔

の
勧
請
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。  

  

あ
る
説
に
よ
れ
ば
、
昔
の
産
土
神
は
白
山
社
で
あ
っ
た
が
罪
穢
れ
あ
る
も
の
は
神
へ
の
心
を
新
た
に
す
る
よ
う
お
宮
に
拝
殿
を

設
け
、
老
若
男
女
が
遥
拝
︵
よ
う
は
い
︶
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
白
山
社
へ
参
詣
す
る
人
は
拝
殿
に
て
七
日
の
間
ひ
た
す
ら
心
身

を
清
め
て
参
詣
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
も
っ
と
も
こ
の
よ
う
な
例
は
慶
応
年
中
ご
ろ
ま
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
諏
訪
神
社

を
産
土
神
社
と
し
て
白
山
社
を
奥
の
宮
と
し
た
理
由
で
も
あ
る
。  

  

ま
た
、
あ
る
説
で
は
諏
訪
神
社
は
西
海
老
の
産
土
神
、
天
神
様
は
東
海
老
の
、
弁
天
様
は
小
野
の
産
土
神
と
い
う
説
が
あ
る
。

こ
れ
は
産
土
神
が
三
柱
で
あ
り
氏
子
が
三
ケ
村
で
あ
る
と
い
う
話
を
結
び
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。
海
老
が
東
西
の
村
に
分
か
れ
た

の
は
寛
永
の
は
じ
め
の
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
時
、
産
土
神
を
分
け
た
と
い
う
話
を
聞
き
、
小
野
村
は
も
と
も
と
引
き
分
か
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
な
い
。
近
頃
の
道
理
を
も
っ
て
説
明
し
た
説
で
は
な
い
。
元
よ
り
何
村
の
何
の
神
と
い
う
区
別
は
な
い
の

で
あ
る
。
併
せ
て
寛
永
再
建
の
棟
札
に
御
長
屋
と
あ
る
の
で
、
こ
の
時
よ
り
前
か
ら
三
神
座
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。  

一
由
緒  

  

詳
し
く
は
わ
か
ら
な
い
。
諏
訪
の
大
神
は
古
事
記
に
も
で
て
く
る
こ
の
地
の
一
の
宮
の
八
千
矛
命
︵
や
ち
ほ
こ
の
み
こ
と
︶
の

御
子
︵
み
こ
︶
で
あ
り
、
こ
の
国
が
で
き
る
と
き
、
神
の
宣
託
を
受
け
た
神
々
と
力
を
合
せ
て
国
を
平
和
に
お
治
め
い
た
だ
い
た
。

力
持
ち
で
勇
ま
し
い
神
で
あ
っ
た
の
で
悪
魔
を
追
い
払
い
、
代
々
に
渡
り
お
鎮
め
に
な
り
、
お
守
り
い
た
だ
く
礎
︵
い
し
ず
え
︶

と
な
っ
た
。
天
神
は
学
問
を
学
ぶ
為
に
慈
し
み
を
も
っ
て
祭
り
、
子
供
の
幸
せ
を
お
守
り
い
た
だ
く
の
で
あ
る
。  

一
祭
日  

  
  
  

一
月
六
日  

鹿
狩
り
の
祭  

  
  
  

一
月
八
日  

田
楽
の
舞
の
祭  

  

  
  
  

こ
の
田
楽
は
天
明
の
頃
に
乱
れ
て
し
ま
い
、
大
般
若
経
を
読
誦
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。  
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明
治
維
新
の
と
き
般
若
経
は
や
め
た
。
田
楽
の
道
具
は
今
も
あ
る
。  

一
小
祭
日  

  
  
  

︵
日
程
は
原
文
参
照
︶  

一
再
建  

  
  
  

寛
永
二
十
一
年
︵
一
六
四
四
︶
甲
申
十
一
月
吉
日
の
棟
札
が
あ
る  

  
  
  

文
化
十
二
年
︵
一
八
一
五
︶
亥
年  

十
一
月  

  
  

  
  
  

こ
の
建
物
の
間
数  

間
口  

約
四
・
五
米  
  

奥
行
き  

約
一
・
八
米  

一
雨
佐
屋
︵
鞘
︶  

間
口  
約
五
・
八
メ
ー
ト
ル  
  

奥
行
き  

約
六
・
一
メ
ー
ト
ル  

  
  
  

天
保
六
年
︵
一
八
三
五
︶
乙
未
春  

大
工  

当
村  

原
田
吉
右
衛
門  

神
主  

林
為
蔵  

一
拝
殿  

  

建
立
は
不
詳  

  
  
  

再
建  

  
  
  

︵
年
号
は
前
項
の
再
建
を
参
照
︶  

  
  
  

間
口  

約
八
・
二
メ
ー
ト
ル  

  

奥
行
き  

約
五
・
五
メ
ー
ト
ル  

  

一
廊
下
︵
渡
殿
︶  

  
  
  

間
口  

約
一
・
八
メ
ー
ト
ル  

  

奥
行
き  
七
・
三
メ
ー
ト
ル  

  
  
  

文
政
十
三
年
︵
一
八
三
〇
︶
寅  

六
月  

新
建  

  
  
  

︵
施
主
は
原
文
参
照
︶  

一
献
供
物  

  
  
  

お
祭
り
ご
と
に
お
酒
、
白
餅
︵
お
は
た
き
︶
を
用
意
す
る
。  

  
  
  

秋
の
お
祭
り
に
は
稲
穂
を
加
え
る
。  
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正
月
六
日
︵
鹿
狩
祭
の
日
︶
は
神
社
の
外
の
東
に
紙
を
四
角
に
折
っ
た
幣
帛
を
ヒ
ノ
キ
に
挟
ん
で
七
十
五
本
お
供
え
す
る
。  

  
  
  

こ
れ
は
七
十
五
の
神
を
奉
る
の
で
あ
る
。  

  
  
  

三
月
三
日
と
十
一
月
卯
日
は
諏
訪
、
白
山
、
八
幡
に
小
豆
を
お
供
え
す
る
。  

  
  
  

今
で
も
特
に
変
わ
っ
て
は
い
な
い
。  

  
  
  

お
酒
、
お
米
、
海
、
山
、
田
畑
に
あ
る
種
々
の
物
を
お
供
え
す
る
。  

  

一
鹿
狩
り
祭
り
の
式  

  
  
  
  
  
  
  

正
月
六
日
に
行
う
。
産
土
神
を
祭
る
事
は
い
つ
も
通
り
に
行
う
。  

  
  
  
  
  
  
  

神
社
の
東
で
鹿
を
射
っ
て
山
の
神
を
祭
る
。
祝
詞
は
左
の
通
り
。  

  
  
  
  
  

山
の
神
を
祭
る
事  

東
の
山
の
方
の
御
神
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
七
十
五
神
の
眷
属
︵
け
ん
ぞ
く
︶
た
ち
。  

尾
根
を
越
え
。
山
の
端
を
越
え
。
大
頭
龍
神
。  

田
の
大
神
。
大
汝
小
汝
︵
お
お
な
ん
じ
こ
な
ん
じ
︶
の
子
孫
。
木
の
王
。  

萱
の
王
。
岩
に
は
着
せ
ん
神
。  

南
の
山
の
方
の
御
神
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
類
神
眷
属
。  

西
の
山
︵
の
︶
方
の
御
神
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
類
神
眷
属
。  

北
の
山
の
方
の
御
神
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
類
神
眷
属
。  

真
ん
中
に
お
ら
れ
る
こ
の
神
社
の
御
神
、
一
社
残
ら
ず
。  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

松
下
七
左
衛
門
禮
之  

  

こ
れ
は
明
治
維
新
前
ま
で
行
い
、
そ
の
読
み
方
は
ヒ
ガ
シ
ヤ
マ
ノ
ヲ
ン
ガ
ミ
ヒ
チ
ジ
ュ
ウ
ゴ
ジ
ン
ケ
ン
ゾ
ク
タ
チ
と
読
む
。
こ
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れ
は
両
部
︵
り
ょ
う
ぶ
︶
が
作
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
私
が
考
え
る
に
は
東
山
や
田
の
大
神
、
七
色
に
染
ま
る
立
派
な
五
柱
の
神

様
の
御
使
い
た
ち
。
以
下
は
こ
れ
に
倣
う
。
私
は
神
と
通
じ
る
誠
を
持
た
な
い
の
で
理
解
し
が
た
い
。
も
っ
と
も
、
数
百
年
行
っ

て
き
た
こ
と
で
あ
る
か
ら
敬
意
を
は
ら
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
文
章
の
意
味
は
と
も
か
く
も
神
を
祭
る
心
が
し
っ
か
り
し
て
い

れ
ば
文
句
は
言
わ
な
い
で
い
た
だ
き
た
い
。
と
き
に
よ
っ
て
は
精
通
し
て
い
る
人
の
文
章
を
借
り
て
拝
む
の
も
よ
い
の
で
は
な
い

か
。  

右
の
式  

大
幣
帛  
平
年  

四
十
八
本  

閏
年  

五
十
二
本  

  
  
  
  

小
幣
帛  
百
五
十
本
作
る
こ
と  

  

白
餅
を
杉
の
葉
に
包
ん
で
牡
牝
二
匹
の
鹿
を
作
り
、
神
前
に
子
供
が
集
ま
っ
て
こ
の
鹿
を
狩
り
す
る
。
一
の
鳥
居
に
追
い
出
し
、

禰
宜
と
祝
部
に
頼
み
に
行
く
。
そ
の
時
の
言
葉
は
﹁
ま
き
ば
ら
山
に
追
い
込
み
ま
し
た
の
で
頼
み
ま
す
﹂
と
言
う
。
こ
れ
は
信
濃

の
ま
き
の
が
原
の
言
葉
と
聞
き
伝
え
ら
れ
て
い
る
。  

  

禰
宜
と
祝
部
が
弓
矢
で
こ
の
鹿
を
射
る
。
次
に
宮
の
東
の
方
で
鹿
の
腹
か
ら
白
餅
を
取
り
出
し
、
お
供
え
し
て
右
の
祝
詞
を
奏

上
し
て
奉
る
。
こ
の
白
餅
を
参
詣
の
人
に
配
る
。  

  

次
に
拝
殿
に
て
直
会
を
す
る
。
こ
の
時
、
楓
の
葉
に
鰯
を
盛
っ
て
差
し
上
げ
る
の
は
、
天
孫
降
臨
な
さ
れ
た
時
に
器
が
な
く
て

木
の
葉
で
お
食
べ
な
さ
れ
た
こ
と
に
由
来
す
る
。  

  

ま
た
、
稲
が
豊
作
と
な
る
こ
と
を
願
う
儀
式
で
あ
る
。
煮
豆
を
食
べ
る
の
は
マ
メ
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
と
い
う
儀
式
で
あ
る
。

鹿
狩
り
は
世
間
で
の
あ
ら
ゆ
る
獣
の
狩
り
を
、
鹿
狩
り
を
以
っ
て
五
穀
豊
穣
を
祈
る
祭
で
あ
る
。  

  

田
楽
舞
の
式  

  
  
  

正
月
七
日  

諏
訪
社  

  
  
  
  
  

八
日  

大
御
堂  

池
御
堂  
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九
日  

与
良
木
堂  

  
  
  

楽
人  

但
し  

宮
座
人
の
片
方
に
祭
の
供
物
。
こ
の
人
名
で
あ
る
。  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

奉
る
伊
勢
の
神
と
人
と
同
じ
人
が
二
十
一
人
い
る
。  

︵
人
名
に
つ
い
て
は
原
文
参
照
︶  

  

合
わ
せ
て
二
十
一
人
。
但
し
、
仲
間
の
持
ち
株
は
潰
門
地
に
付
け
て
売
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。
田
楽
の
始
ま
り
は
慥
︵
た
し
か
︶

で
は
な
い
が
、
お
お
よ
そ
寛
永
前
の
頃
で
あ
る
と
聞
き
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
田
楽
舞
の
都
合
に
よ
り
寛
永
年
代
に
大
御
堂
、
池
の

御
堂
を
三
間
の
四
面
に
再
建
し
た
と
聞
い
て
い
る
。  

  

田
楽
舞
の
形
は
春
よ
り
秋
ま
で
の
農
業
の
形
で
あ
る
。
器
械
は
笛
・
太
鼓
︵
た
い
こ
︶・
大
鼓
︵
お
お
つ
づ
み
︶・
小
鼓
な
ど
で

あ
る
。
獅
子
駒
や
翁
な
ど
の
面
な
ど
を
付
け
て
舞
う
。
歌
も
あ
っ
た
が
長
い
た
め
に
略
し
て
い
た
。
前
に
も
記
し
た
が
長
く
久
し

く
行
っ
て
い
た
が
、
い
つ
と
は
な
く
乱
れ
て
今
は
行
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
楽
人
が
真
似
を
し
て
い
て
、
そ
れ
が
間
違
っ
て
い
た

の
か
考
え
て
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
あ
る
説
で
は
昔
は
宮
座
人
よ
り
他
に
は
氏
子
が
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
大
き
な
間

違
い
で
あ
る
。
右
の
す
べ
て
の
こ
と
を
考
え
て
み
れ
ば
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
。
時
の
有
志
あ
る
人
で
あ
っ
た
ろ
う
。  

一
氏
子  

  
  
  

海
老
村
、
旧
小
野
村
の
二
村
を
合
わ
せ
た
戸
数  

一
愛
知
県
︵
庁
︶
ま
で
の
距
離  

お
よ
そ
六
十
二
キ
ロ
米  

一
禰
宜
給
料  

但
し
、
供
物
料
も
含
む
。  

  
  

字
向�
田
の
種
籾
八
升
を
蒔
く
田
で
年
貢
米
は
納
め
ず
。
一
名
分
が
昔
か
ら
あ
っ
た
が
明
治
維
新
以
前
に
売
却
し
て
今
は
な
い
。  

一
祝
部
︵
は
ふ
り
べ
︶
給
料  

  
  

昔
は
米
一
俵
。
文
化
十
三
年
︵
一
八
一
六
︶
領
主
が
廻
村
の
時
か
ら
替
わ
り
、
金
一
分
ず
つ
集
め
て
出
す
。  

  
  

そ
の
後
、
天
保
時
代
︵
一
八
三
〇
〜  

四
四
︶
に
な
っ
て
、
社
木
を
売
り
、
金
二
両
を
資
本
と
し
て
こ
の
利
子
を
与
え
る
。  
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ま
た
、
文
久
時
代
︵
一
八
六
一
〜
六
四
︶
の
頃
に
四
両
の
金
を
工
面
し
、
こ
の
利
子
金
二
分
を
給
料
と
す
る
。  

一
境
内
反
別  

  
  

二
反
八
畝
二
歩
︵
お
よ
そ
二
千
平
方
米
︶  

雑
木
が
立
つ
。  

  
  

字
向�
田
二
十
二
番  

第
一
種
官
有
地  

一
上
地
︵
じ
ょ
う
ち
と
読
み
、
国
に
返
納
し
た
土
地
の
こ
と
︶  

  
  

官
有
地
六
畝
歩
︵
お
よ
そ
六
百
平
方
米
︶  

  

雑
木
が
立
つ
。  

  
  

字
向�
田
二
十
二
番  
こ
れ
は
明
治
八
、
九
年
の
頃
、
境
内
を
分
け
て
上
地
と
し
た
。  

一
十
一
月
の
卯
の
日  

  
  

湯
立  

  
  

文
政
七
年
︵
一
八
二
五
︶
甲
年
に
始
ま
る
。
禰
宜
は
林
為
蔵
で
湯
立
を
勤
め
た
。
今
は
や
っ
て
い
な
い
。  

一
十
一
月
卯
の
日
の
餅
投
げ
の
資
本
の
世
話
人  

  
  

資
金
の
負
担
は
別
の
綴  

  
  

安
政
六
年
︵
一
八
五
九
︶
の
頃
、
氏
子
の
寄
進
を
改�
め
て
、
餅
投
げ
の
資
本
を
備
え
る
。  

  
  

こ
の
と
き
の
世
話
人  

  
  

︵
人
名
は
原
文
参
照
︶  

一
境
内
に
鎮
座
し
て
い
る
員
外
社
の
雨
鞘
︵
覆
殿
︶
の
新
築  

  
  

明
治
十
一
年
︵
一
八
七
八
︶  

  
  

月
の
世
話
人  

  
  

︵
人
名
は
原
文
参
照
︶  

一
境
内
献
納
物  
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石
鳥
居  

一
の
鳥
居  

  
  
  
  
  
  

正
徳
二
年
︵
一
七
一
二
︶
壬
辰
八
月
吉
日  

  
  
  
  
  
  

海
老
村
住
人  

原
田
新
三
郎
重
勝  

  
  
  

石
鳥
居  

二
の
鳥
居  

  
  
  
  
  
  

元
禄
十
一
年
︵
一
六
九
八
︶
戊
寅
四
月
吉
日
建
立  

  
  
  
  
  
  

こ
れ
は
人
名
が
な
い
。
氏
子
全
員
か
。  

  
  
  

石
灯
篭  

  
  
  
  
  
  

一
対
、
社
前
の
西
脇
に
あ
る
。  

  
  
  
  
  
  

文
化
十
三
年
︵
一
八
一
六
︶
丙
子  

十
一
月
吉
日  

総
氏
子
敬
白  

世
話
人  

鈴
木
弥
助
智
恒  

  
  
  

石
灯
篭  

  
  
  
  
  
  

年
号
干
支
と
も
不
詳  
向�
田
村  

伝
六
郎
と
あ
る
。  

  
  
  

同  
  

明
和
七
年
︵
一
七
七
一
︶
庚
寅
年
月  

松
下
鹿
右
衛
門
源
敬
政  

こ
れ
は
小
野
村
と
聞
き
伝
わ
る
。  

  
  
  

同  
  

宝
永
二
年
︵
一
七
〇
五
︶
九
月
吉
日
、
今
文
政
十
一
年
︵
一
八
二
八
年
︶
丁
亥
年
春
二
月
吉
日  

  

  
  
  
  
  
  

原
田
新
二
郎
重
行
建
立  

同
彦
右
衛
門
重
道
再
建  

  
  
  

同  
  

文
政
十
一
年
︵
一
八
二
八
︶
丁
亥
春
二
月
吉
日  

原
田
彦
右
衛
門
重
道  

  
  
  

同  
  
  

嘉
永
三
年
︵
一
八
五
〇
︶
庚
戌
年
八
月
吉
祥
日  

小
野
田
与
助
高
保
再
建  

  
  
  

鐘
一
宇  
  

  
  
  
  
  
  

元
禄
二
年
︵
一
六
八
九
︶
己
巳
年
二
月  

池
貝
津
村  

松
下
七
左
衛
門
家
重  

  
  
  
  
  
  

こ
れ
は
、
明
治
維
新
の
前
に
売
却
し
て
今
は
な
い
。  

一
雑
記  
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一
文
政
十
二
︵
一
八
二
九
︶
己
丑
年  

  
  
  
  
  

地
頭
よ
り
用
金
両
海
老
へ
十
九
両
三
分
を
六
年
割
当
り
、
森
木
売
り
出
す
。  

  

一
嘉
永
七
︵
一
八
五
四
︶
寅
年  

地
頭
に
て
社
木
払
う
。
三
十
石
残
ら
ず
。  

  

一
文
政
三
︵
一
八
二
〇
︶
辰
年  

洲
原
講
参
り
が
始
ま
る  

  

一
文
化
十
二
︵
一
八
一
五
︶
亥
年  

奥
山
︵
棚
山
︶
立
木
を
売
り
、
宮
を
建
替  

  

一
文
政
十
三
︵
一
八
三
〇
︶
寅
年  

伊
勢
お
か
げ
参
り  
  

  

一
慶
応
三
︵
一
八
六
七
︶
丁
卯
九
月
所
々
に
神
札
が
ふ
る
。
御
鍬
様
を
祭
り
祝
う
。  

  

一
明
治
二
︵
一
八
六
九
︶
巳
九
月  

伊
勢
遷
宮  

  

一
同
四
年
︵
一
八
七
一
︶
伊
奈
県
支
庁
足
助
局
が
神
々
に
つ
い
て
神
社
を
調
査
す
る
。  

  

一
同
十
一
年
︵
一
八
七
八
︶
十
月  

報
徳
熱
田
講
社
が
当
村
に
て
結
ば
れ
る
。
第
六
十
八
号  

  

現
代
訳  

完  
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あ
と
が
き 

	 

神
は
人
の
敬
に
よ

て
威
を
増
し

人
は
神
の
徳
に
よ

て
運
を
添
う

は
鎌
倉
時

代
の
御
成
敗
式
目

貞
永
式
目

の
冒
頭
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
言
葉
で
す

 
	 

私
は
神
と
人
の
つ
な
が
り
は
人
と
人
の
つ
な
が
り
に
相
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
思

て

い
ま
す

人
と
人
は
互
い
に
信
頼
し
あ
う
こ
と
が
人
間
関
係
の
基
を
築
く
も
の
だ
と
思
い

ま
す

神
と
人
と
の
関
係
も
然
り
だ
と
思
う
の
で
す

信
頼
を
目
に
見
え
る
形
に
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん

契
約
社
会
は
あ
る
意
味
で
人
間
不
信
か
ら
生
ま
れ
た
産
物
か
も
し
れ

ま
せ
ん

神
と
人
間
は
魂
で
つ
な
が
り

人
と
人
は
心
で
つ
な
が

て
い
る
と
も
言
え
る

の
で
は
な
い
で
し

う
か

 
	 

海
老
神
社
の
大
祭
に
大
勢
の
皆
さ
ん
が
集
い

神
へ
の
感
謝
を
奉
り

氏
子
崇
敬
者
が

心
を
同
じ
く
す
る
こ
と
に
よ
り

神
威
が
増
幅
さ
れ

私
た
ち
は
神
か
ら
の
恵
み
と
幸
を

享
受
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
る
と
思

て
お
り
ま
す

 
	 

海
老
神
社
の
大
祭
に
御
参
列
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
を
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ

皆
様

が
健
康
で
豊
か
な
日
常
を
お
過
ご
し
で
き
ま
す
よ
う
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
し
て

あ
と
が

き
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

 
	 

本
書
を
お
読
み
い
た
だ
き

誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

海
老
神
社	 

宮
司 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

松	 

下	 
恒	 
雄 

平
成
二
十
八
年	 

十
月
九
日	 

 


