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屋
敷
神
と
は
何
か
と
い
う
規
定
は
大
変
む
ず
か
し
い
。
そ
の
名
称
の
元
の
意
味
は
「
屋
敷
の
中
に
あ
る
神
」
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
学
術
用
語
と
し
て
の
「
屋
敷
」
の
意
味
も
曖
昧
で
あ
り
、
そ
し
て
祀
ら
れ
る
場
所
を
特
定
し
た
神
な

の
か
と
い
う
こ
と
も
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。
近
年
の
自
治
体
史
の
民
俗
調
査
で
も
「
屋
敷
神
」
の
項
目
が
設
け
ら
れ
て
い
る

が
、
そ
の
場
合
多
く
は
屋
敷
内
に
祀
ら
れ
て
い
る
神
を
取
り
上
げ
て
報
告
し
て
い
る
。
し
か
し
、
屋
敷
内
に
祀
ら
れ
る
神
と
同

様
な
信
仰
を
持
っ
た
神
が
、
屋
敷
外
の
や
や
離
れ
た
場
所
に
祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
筆
者
が
実
際
に
調
査
し
た
事
例
で

も
様
々
な
形
が
あ
っ
た
。
さ
い
た
ま
市
の
あ
る
地
区
で
も
畑
の
中
に
祀
っ
て
い
る
家
も
あ
れ
ば
、
屋
敷
の
裏
の
林
の
中
に
祀
る

家
も
み
ら
れ
た
。
横
浜
市
都
筑
区
の
ヤ
ト
と
呼
ば
れ
る
丘
陵
地
や
秩
父
山
村
で
は
、
裏
山
の
少
し
登
っ
た
と
こ
ろ
に
祀
ら
れ
る

場
合
が
多
か
っ
た
。
こ
れ
ら
も
「
屋
敷
神
」
と
同
様
な
神
と
し
な
け
れ
ば
信
仰
の
本
質
を
見
落
と
す
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な

い
。
屋
敷
神
は
民
俗
語
彙
と
し
て
も
存
在
す
る
が
、
一
般
に
学
術
用
語
と
し
て
研
究
対
象
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

関
東
や
東
北
地
方
の
「
氏
神
」
と
か
中
部
地
方
の
「
祝
殿
」・「
祝
神
」
な
ど
屋
敷
や
そ
の
周
辺
に
祀
ら
れ
る
神
の
総
称
と
し
て
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用
い
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。

　

屋
敷
神
は
地
域
に
よ
っ
て
祀
ら
れ
る
場
所
や
祭
神
な
ど
様
々
で
あ
る
、
と
い
え
る
か
ど
う
か
、
ま
ず
そ
の
用
語
が
ど
の
よ
う

に
規
定
さ
れ
、
研
究
さ
れ
て
き
た
の
か
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
。
そ
し
て
、
そ
の
屋
敷
神
の
祭
祀
形
態
が
地
域
に
よ
っ
て
異
な

る
と
す
れ
ば
、
当
該
地
域
の
他
の
信
仰
な
ど
、
様
々
な
要
因
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
た
屋
敷
神
祭
祀
の
形
と
し
て
表
出
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
そ
の
地
域
に
お
け
る
屋
敷
神
の
地
域
性
と
い
え
る
の
か
検
討
し
た
い
。

１　
屋
敷
神
信
仰
研
究
の
沿
革

（
１
）
鈴
木
榮
太
郞
の
屋
敷
神
研
究

　

屋
敷
神
の
問
題
を
最
も
早
く
取
り
上
げ
た
の
は
、
社
会
学
の
鈴
木
榮
太
郞
で
あ
っ
た
。
鈴
木
は
、
昭
和
十
年
「
屋
敷
神
考（

（
（

」

に
お
い
て
、
屋
敷
神
の
形
態
を
示
す
と
と
も
に
、
そ
の
信
仰
の
性
格
な
ど
に
つ
い
て
多
く
の
問
題
点
を
提
示
し
た
。
ま
ず
、
鈴

木
は
屋
敷
神
を
「
個
人
の
屋
敷
内
に
木
ま
た
は
石
ま
た
は
陶
製
等
の
小
社
を
営
み
そ
の
家
族
が
祭
祀
す
る
私
祭
の
神
社
で
あ

る
」
と
し
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
屋
敷
内
に
あ
る
の
が
原
則
的
で
あ
る
が
、
比
較
的
住
居
に
近
接
し
た
山
地
等
に
存
す
る
場
合
、
産
土
神
の
境
内
に
存
す
る

場
合
も
あ
る
。
し
か
し
屋
内
に
祀
る
神
棚
と
か
神
明
壇
と
か
御
内
陣
と
称
す
る
も
の
と
は
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
る
。」

し
か
し
、「
一
方
に
屋
敷
神
を
持
つ
と
共
に
、
他
に
某
家
に
て
私
祭
す
る
神
社
が
あ
る
場
合
が
あ
る
」
と
し
、
こ
れ
は
個
人
維

持
で
は
あ
る
が
、
屋
敷
神
で
は
な
い
と
し
て
お
り
、
祠
の
規
模
や
信
者
の
数
な
ど
を
考
慮
し
て
い
る
よ
う
な
、
若
干
あ
い
ま
い

な
点
も
み
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
、
鈴
木
は
、
屋
敷
神
の
名
称
・
祠
の
形
態
・
祭
神
・
祭
祀
す
る
家
等
に
つ
い
て
、
全
国
的
な
分
布
と
祭
祀
状
況
に
つ
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い
て
展
望
し
、
さ
ら
に
自
身
の
実
態
調
査
に
基
づ
い
て
「
岐
阜
県
境
祝
村
」（
現
、
坂
祝
町
（
の
屋
敷
神
に
つ
い
て
報
告
し
て

い
る
。
旧
坂
祝
村
で
は
屋
敷
神
の
こ
と
を
「
氏
神
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
や
、
祭
日
は
正
月
が
多
い
こ
と
、
そ
の
他
大
字
別
の

祭
祀
数
や
形
状
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
屋
敷
神
に
は
家
族
生
活
の
守
護
神
と
、
屋
敷
お
よ
び
家
屋
の
守

護
神
と
い
う
二
つ
の
型
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
地
域
社
会
の
中
で
各
戸
に
祀
ら
れ
て
い
る
場
合
と
、
旧
家
な
ど
特
定
の
家
に
あ

る
場
合
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
屋
敷
神
の
祭
祀
と
「
小
地
域
共
同
神
」（「
地
域
的
共
同
神
」（
と
の
関

連
に
つ
い
て
も
示
唆
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
小
地
域
共
同
神
」
の
多
く
存
在
す
る
地
方
に
は
屋
敷
神
が
少
な
く
、
逆
に
屋
敷

神
が
多
い
と
こ
ろ
で
は
少
な
い
よ
う
だ
と
い
う
。
宗
派
と
の
関
連
で
は
、
浄
土
真
宗
、
日
蓮
宗
が
盛
ん
な
地
域
に
屋
敷
神
は
少

な
い
こ
と
、
屋
敷
神
祭
祀
の
継
続
に
は
「
呪
術
者
」
の
存
在
が
大
き
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
な
ど
を
指
摘
す
る
。

　

社
会
学
者
で
あ
る
鈴
木
が
屋
敷
神
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
屋
敷
神
が
発
展
し
て
「
地
域
の
共
同
守
護
神
」
と
な
る
場
合
が
考

え
ら
れ
る
か
ら
だ
と
い
う
。
た
だ
、
そ
の
点
に
関
し
て
は
そ
れ
以
上
の
言
及
は
な
く
、
若
干
の
資
料
を
提
示
す
る
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
。
も
っ
と
も
、
当
時
に
お
い
て
は
小
祠
に
関
す
る
資
料
は
少
な
く
、
鈴
木
の
論
考
も
そ
の
主
要
部
分
は
自
ら
の
現
地
調

査
資
料
か
ら
論
を
進
め
て
い
る
。
屋
敷
神
の
規
定
も
あ
い
ま
い
な
点
も
あ
る
も
の
の
、
屋
敷
神
の
実
態
を
的
確
に
押
さ
え
て
お

り
、
ま
た
、「
工
場
主
が
工
場
の
守
り
神
と
し
て
稲
荷
社
を
工
場
の
一
隅
に
営
む
場
合
も
こ
れ
を
屋
敷
神
と
い
っ
て
も
よ
い
で

あ
ろ
う（

2
（

」
と
述
べ
て
お
り
、
近
代
的
な
小
祠
の
祭
場
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
鈴
木
の
本
論
は
、
初
め

て
屋
敷
神
信
仰
を
対
象
と
し
た
論
考
と
し
て
注
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

（
２
）
山
村
調
査
に
お
け
る
屋
敷
神
と
そ
の
周
辺

　

民
俗
学
で
は
、
す
で
に
昭
和
九
年
よ
り
三
か
年
に
わ
た
っ
て
柳
田
國
男
を
中
心
に
全
国
山
村
調
査
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
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中
で
屋
敷
神
が
一
つ
の
項
目
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
調
査
成
果
は
、
昭
和
十
二
年
に
『
山
村
生
活
の
研
究
』（
柳
田
國
男

編
、
民
間
伝
承
の
会
（
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
屋
敷
神
は
杉
浦
健
一
に
よ
っ
て
「
屋
敷
神
」
の
項
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　

杉
浦
は
、
屋
敷
神
を
「
屋
敷
の
中
に
木
、
石
、
堂
、
祠
等
を
持
つ
て
神
を
祀
つ
て
ゐ
る
も
の
」
と
し
、
そ
の
中
に
は
別
項
目

と
し
て
立
て
た
同
族
神
も
入
る
こ
と
に
な
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
屋
敷
神
を
次
の
四
つ
に
分
け
て
記
述
す
る
。

（
１
（
部
落
の
う
ち
一
般
に
各
戸
に
あ
る
場
合
。

（
２
（
特
定
の
家
に
の
み
あ
る
も
の
。

　
　

 

こ
れ
に
は
（
イ
（
先
祖
を
祀
っ
た
と
か
、
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
の
事
情
の
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
（
ロ
（
由
来

の
不
明
な
も
の
、
が
あ
る
。

（
３
（
神
主
・
庄
屋
等
特
殊
な
家
柄
の
家
に
あ
る
も
の

（
４
（
先
祖
を
祀
る
も
の
。

　

こ
れ
は
地
域
社
会
を
単
位
と
し
て
項
目
化
し
た
も
の
で
あ
る
が
（
４
（
の
先
祖
を
祀
る
も
の
は
少
し
特
殊
な
感
じ
が
す
る
。

つ
ま
り
、
こ
れ
は
分
類
し
た
も
の
で
は
な
く
、
杉
浦
が
「
調
査
の
経
験
よ
り
見
て
大
切
で
あ
る
と
信
ず
る
も
の
を
事
項
別
に
列

挙
し
て
見
る（

3
（

」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

杉
浦
は
、
こ
れ
ら
の
屋
敷
神
は
本
来
、
本
家
、
旧
家
に
あ
る
の
が
当
然
で
、
一
般
の
い
ず
れ
の
家
に
も
あ
る
の
は
後
代
の
変

化
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
本
家
、
旧
家
の
祀
る
屋
敷
神
は
一
般
の
家
に
あ
る
屋
敷
神
と
別
系
統
の
も
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と

は
大
切
な
問
題
で
は
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
答
え
て
く
れ
る
報
告
は
な
い
と
し
て
い
る
。『
山
村
生
活
の
研
究
』
で
は
項
目
別

に
資
料
を
ま
と
め
て
い
る
た
め
「
同
族
神
」
や
「
先
祖
祭
」
な
ど
と
「
屋
敷
神
」
の
項
目
と
は
別
々
に
扱
う
こ
と
に
な
り
、
関
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連
付
け
た
報
告
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
つ
の
項
目
と
し
て
屋
敷
神
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

こ
の
時
期
は
、
後
に
直
江
廣
治
が
い
っ
た
よ
う
に
い
わ
ば
屋
敷
神
の
「
問
題
発
見
期
」
と
い
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
屋
敷
神
は
、
社
会
学
の
鈴
木
榮
太
郞
、
人
類
学
の
杉
浦
健
一
に
よ
っ
て
問
題
提
起
が
な
さ
れ
、
そ
の
後
柳
田
國

男
が
「
氏
神
」
に
関
心
を
も
つ
と
同
時
に
、
戦
時
中
、
民
俗
学
の
間
で
は
「
氏
神
」「
産
土
神
」「
鎮
守
」「
同
族
神
」
と
い
っ

た
一
連
の
問
題
に
関
心
が
集
ま
り
、
屋
敷
神
に
関
す
る
調
査
や
報
告
が
数
多
く
発
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
る（

4
（

。

　

そ
う
し
た
中
で
の
研
究
と
し
て
特
筆
す
べ
き
な
の
は
、
堀
一
郎
と
和
歌
森
太
郎
の
祝
殿
調
査
で
あ
っ
た
。
柳
田
の
高
弟
で

あ
っ
た
堀
一
郎
と
和
歌
森
太
郎
は
、
昭
和
十
九
年
五
月
、
共
同
で
現
在
の
松
本
市
入
山
辺
・
里
山
辺
の
小
祠
、
祝
殿
の
調
査
を

実
施
し
た
。
堀
は
祝
殿
の
祭
祀
集
団
に
注
目
し
、
同
族
祭
祀
の
事
例
と
し
て
分
析
し
、
祖
霊
信
仰
と
の
関
連
を
指
摘
し
た（

5
（

。
ま

た
和
歌
森
は
、
祝
殿
に
多
く
祀
ら
れ
て
い
る
稲
荷
に
着
目
し
、
田
の
神
や
祖
霊
と
の
関
連
を
指
摘
し
た（

6
（

。

　

こ
れ
ら
の
報
告
は
、
柳
田
國
男
の
主
管
す
る
木
曜
会
で
も
な
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
次
に
取
り
上
げ
る
、
柳
田
の
『
氏
神
と
氏

子
』
が
刊
行
さ
れ
る
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
戦
後
に
な
る
と
柳
田
に
よ
っ
て
氏
神
・
屋
敷
神
に
関
す
る
ひ
と
つ
の
見

解
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
３
）
柳
田
國
男
の
氏
神
論

　

柳
田
は
「
新
国
学
談
」
と
し
て
昭
和
二
十
一
年
十
二
月
に
『
祭
日
考
』、
二
十
二
年
六
月
『
山
宮
考
』、
そ
し
て
二
十
二
年

十
一
月
に
『
氏
神
と
氏
子
』
を
公
表
し
た
。
こ
の
「
新
国
学
談
」
三
部
作
は
、
日
本
の
「
固
有
信
仰
」
を
説
い
た
も
の
と
さ

れ
、
戦
後
に
と
っ
て
神
道
は
ど
う
な
っ
て
ゆ
く
の
か
と
い
う
疑
問
や
不
安
に
対
し
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
知
識
を
提

供
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た（

7
（

。『
祭
日
考
』
は
祭
日
を
通
し
て
氏
神
信
仰
の
変
遷
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。『
祭
日
考
』
の



  70

中
で
柳
田
は
、
氏
神
は
ど
う
い
う
神
社
を
い
う
の
か
と
い
う
と
、
読
ん
で
字
の
ご
と
く
氏
族
の
神
で
あ
り
、
確
か
に
そ
う
で

あ
っ
た
時
代
も
あ
る
が
、
現
在
で
は
区
々
に
な
っ
て
い
る
と
し
、
次
の
三
分
類
を
示
す
。
一
つ
は
農
家
の
屋
敷
隅
に
一
つ
ず
つ

小
さ
く
祀
っ
て
あ
る
氏
神
、
二
つ
め
は
十
戸
十
五
戸
の
一
門
の
家
が
共
同
し
て
、
本
家
で
二
季
の
祭
を
経
営
し
て
い
る
一
家
氏

神
、
第
三
に
大
小
の
部
落
に
ほ
ぼ
一
つ
、
多
数
の
住
民
が
共
同
で
祀
っ
て
い
る
氏
神
が
あ
る
と
い
う
。
柳
田
は
、
こ
の
中
で
第

二
の
「
一
家
氏
神
」
が
「
是
が
何
だ
か
上
代
史
上
の
氏
神
と
最
も
近
い
や
う
に
思
は
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

そ
の
後
の
『
氏
神
と
氏
子
』
で
は
『
祭
日
考
』
の
論
を
発
展
さ
せ
、
氏
神
を
次
の
三
つ
に
分
類
し
て
い
る
。

１
村
氏
神　
　
　

或
一
定
の
地
域
内
に
住
む
者
は
全
部
、
氏
子
と
し
て
其
祭
に
奉
仕
し
て
居
る
氏
神
社
。

２
屋
敷
氏
神　
　
　

屋
敷
即
ち
住
宅
地
の
一
隅
に
斎
き
祀
ら
れ
て
い
る
祠
。
個
々
の
家
の
み
が
祭
っ
て
い
る
。

３
一
門
氏
神
（
マ
キ
氏
神
（　
　
　

特
定
の
家
に
属
す
る
者
ば
か
り
が
、
合
同
し
て
年
々
の
祭
祀
を
営
む
。

こ
の
柳
田
の
分
類
は
、
さ
き
の
『
祭
日
考
』
の
三
つ
の
分
類
と
変
わ
り
な
い
が
、
そ
れ
を
く
く
る
用
語
を
付
け
て
い
る
。
そ
し

て
、
こ
こ
で
は
一
門
氏
神
が
最
も
古
く
、
屋
敷
氏
神
と
村
氏
神
は
共
に
古
い
時
代
は
無
か
っ
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
つ
ま

り
、
一
門
氏
神
は
、
今
で
も
地
方
に
よ
っ
て
は
残
っ
て
い
る
と
い
い
、「
是
が
新
た
に
企
画
せ
ら
れ
た
も
の
で
無
く
、
前
に
述

べ
た
や
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
（
筆
者
注
、
村
氏
神
や
屋
敷
氏
神
に
至
る
変
化
（
を
経
な
い
以
前
の
状
態
の
、
何
か
事
情
が
有

つ
て
連
続
し
て
居
る
も
の
だ
と
い
ふ
こ
と
は
、
私
に
は
証
明
が
出
来
る
と
思
ふ
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

村
氏
神
は
、
も
と
も
と
氏
ご
と
に
一
つ
ず
つ
持
っ
て
い
た
氏
神
が
合
同
し
て
で
き
た
も
の
だ
と
し
、
そ
の
原
因
と
し
て
七
つ

を
あ
げ
て
い
る
。

１　

祭
り
の
期
日
ま
た
は
季
節
が
、
い
ず
れ
の
氏
人
で
も
共
通
に
、
春
は
二
月
か
ら
四
月
、
秋
は
九
月
か
ら
十
一
月
の
う
ち
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の
一
定
の
日
で
あ
っ
た
こ
と
。

２　

祭
場
が
近
接
し
て
い
て
、
し
か
も
常
設
の
建
物
が
無
か
っ
た
こ
と
。

３　

祭
り
の
感
動
は
、
奉
任
者
の
数
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
強
く
深
く
な
る
と
い
う
経
験
。

４　

専
業
神
職
の
進
出
。

５　

以
前
は
人
が
死
ん
で
後
、
あ
る
期
間
を
す
ぎ
る
と
そ
の
霊
を
神
に
祀
る
こ
と
が
で
き
た
の
に
、
家
の
中
に
別
に
み
た
ま

棚
を
設
け
て
い
つ
ま
で
も
供
養
す
る
こ
と
に
な
り
、
氏
子
と
氏
神
と
は
だ
ん
だ
ん
遠
く
、
家
と
の
結
び
つ
き
が
少
し
ず

つ
弛
ん
で
き
て
、
信
仰
の
共
通
性
ば
か
り
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
。
ま
た
、
大
神
勧
請
の
風
習
が
普
及
し

て
、
氏
神
は
親
神
と
い
う
信
仰
が
弱
く
な
っ
て
き
た
こ
と
。

６　

祭
り
の
楽
し
み
を
人
に
分
か
ち
た
い
と
い
う
願
い
は
、
こ
れ
を
社
交
の
上
に
利
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
祭

り
は
多
額
の
費
用
が
か
か
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
を
合
同
に
よ
っ
て
そ
の
重
複
を
避
け
よ
う
と
し
た
。

７　

村
の
統
一
、
住
民
の
親
睦
の
た
め
、
同
じ
日
同
じ
祭
場
で
の
祭
り
を
必
要
と
し
た
こ
と
。

以
上
の
よ
う
な
要
因
に
よ
り
、
一
門
氏
神
は
合
併
さ
れ
村
氏
神
と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
屋
敷
氏
神
は
「
或
は
亦
こ
の

や
ゝ
思
ひ
切
つ
た
改
革
の
、
副
作
用
と
も
見
ら
れ
ぬ
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
さ
ら
に
柳
田
は
氏
神
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
述
べ
る
。

　

氏
神
は
其
文
字
が
示
す
如
く
、
本
来
氏
毎
に
一
つ
あ
る
べ
き
神
の
名
で
あ
つ
た
。
村
に
共
同
の
大
き
な
神
社
を
立
て
る
場

合
に
、
そ
れ
へ
こ
の
名
を
引
継
い
で
し
ま
ふ
こ
と
は
、
ど
う
か
と
思
っ
た
に
も
理
由
は
あ
る
。
そ
れ
で
一
方
を
ウ
ブ
ス
ナ
と
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呼
び
、
別
に
各
家
の
宅
神
の
為
に
、
氏
神
と
い
ふ
名
を
保
留
し
た
だ
け
で
二
者
は
最
初
か
ら
別
々
の
も
の
で
無
か
つ
た
ら
う

か
と
思
は
れ
る
。

つ
ま
り
、
一
門
氏
神
を
合
同
し
、
村
の
神
と
な
り
、
そ
の
副
作
用
と
し
て
屋
敷
神
が
誕
生
す
る
事
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
場

合
、
地
域
に
よ
っ
て
合
同
し
た
村
の
神
に
従
来
の
氏
神
と
い
う
名
称
を
引
き
継
い
だ
所
と
、
柳
田
の
い
う
「
各
家
の
宅
神
」
に

引
き
継
い
だ
所
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
元
々
は
別
々
の
神
で
は
な
く
、
一
門
で
祀
る
氏
神
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

柳
田
の
い
う
「
屋
敷
氏
神
」
と
は
「
屋
敷
即
ち
農
民
の
住
宅
地
の
一
隅
に
、
斎
き
祀
ら
れ
て
居
る
祠
」
で
あ
り
、
近
頃
で
は

石
や
木
の
常
設
の
祠
に
な
っ
て
い
る
が
、
も
と
は
「
春
秋
の
祭
の
日
に
先
だ
ち
、
新
藁
や
柴
の
小
枝
を
以
て
假
屋
を
作
り
、
も

し
く
は
た
ゞ
路
地
に
紙
の
幣
串
を
立
て
ゝ
祭
を
し
た
も
の
で
、
祭
の
場
處
だ
け
が
定
ま
つ
て
居
て
、
建
物
の
無
い
の
が
普
通
で

あ
つ
た
」
と
い
う
。
ま
た
、
そ
の
祭
場
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
呼
べ
て
い
る
。

　

通
例
は
屋
敷
の
一
隅
、
殊
に
乾
の
隅
に
榎
の
木
を
栽
ゑ
た
も
の
な
ど
が
多
い
が
、
土
地
に
よ
つ
て
は
宅
地
内
で
は
無
く
、

接
続
し
た
一
小
区
画
、
も
し
く
は
や
ゝ
離
れ
た
持
地
の
山
林
な
ど
に
祭
つ
た
も
の
も
あ
る
。

つ
ま
り
、
柳
田
は
「
屋
敷
氏
神
」
を
屋
敷
内
に
祀
ら
れ
る
神
と
は
限
定
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
あ
る
い
は
鈴
木
榮

太
郞
の
影
響
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
ず
、
ま
た
、『
民
間
伝
承
』
の
氏
神
特
輯
号
な
ど
の
資
料
か
ら
理
解
し
て
い
た
の
か
も
し
れ

な
い
。『
氏
神
と
氏
子
』
で
は
、
柳
田
は
屋
敷
神
を
「
屋
敷
氏
神
」
と
し
て
考
察
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
柳
田
の
も
と
に
集

ま
っ
た
氏
神
に
関
す
る
資
料
で
、
関
東
か
ら
東
北
一
帯
、
ま
た
九
州
南
部
に
ウ
ジ
ガ
ミ
、
あ
る
い
は
同
系
統
の
ウ
チ
ガ
ミ
、
ウ
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ガ
ン
サ
ー
な
ど
と
い
っ
た
呼
称
が
屋
敷
神
と
し
て
分
布
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
柳
田
は
「
屋
敷
神
」
と

い
う
用
語
も
使
用
し
て
い
る
。『
定
本
柳
田
国
男
集
』
の
総
索
引
を
み
る
と
、「
屋
敷
氏
神
」
の
語
は
三
か
所
し
か
使
用
し
て
お

ら
ず
、
そ
れ
も
『
氏
神
と
氏
子
』
の
中
で
し
か
な
い
。
そ
れ
に
対
し
「
屋
敷
神
」
は
一
〇
か
所
み
ら
れ
る
。『
氏
神
と
氏
子
』

の
な
か
で
も
二
か
所
で
「
屋
敷
神
」
を
使
用
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
屋
敷
神
」
を
「
氏
神
」
か
ら
変
化
し
た
も
の
と
捉
え
る

と
き
、「
屋
敷
神
」
は
氏
神
を
分
類
す
る
用
語
「
屋
敷
氏
神
」
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

柳
田
は
一
門
氏
神
が
合
併
さ
れ
村
氏
神
と
な
っ
た
副
作
用
と
し
て
屋
敷
氏
神
が
成
立
し
た
と
し
た
が
、
さ
ら
に
氏
族
組
織
の

変
化
と
い
っ
た
要
因
も
あ
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
氏
族
の
強
い
結
合
が
必
要
で
な
く
な
っ
た
こ
と
で
、「
戦
国
時
代
の
軍
隊

編
成
法
の
改
定
に
よ
つ
て
氏
が
戦
闘
作
業
の
単
位
で
無
く
な
つ
た
」
こ
と
も
氏
神
の
変
化
の
要
因
だ
と
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
柳
田
は
、
氏
神
を
古
代
の
氏
族
の
神
か
ら
そ
の
変
遷
を
あ
と
づ
け
た
。
そ
れ
は
「
氏
神
」
と
し
て
祭
祀
権
者
と

祭
祀
集
団
を
検
討
し
た
わ
け
で
あ
り
、
家
を
単
位
と
し
て
祀
ら
れ
る
氏
神
が
「
屋
敷
氏
神
」
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
氏
神
論
の

見
解
は
、
氏
神
や
屋
敷
神
に
関
す
る
一
つ
の
大
き
な
仮
説
と
な
り
、
そ
の
後
の
民
俗
学
研
究
者
に
多
大
な
影
響
を
与
え
る
こ
と

に
な
る
。

　

そ
の
当
時
の
民
俗
学
研
究
の
成
果
を
盛
り
込
ん
だ
も
の
と
し
て
、
昭
和
二
十
六
年
に
柳
田
國
男
監
修
の
『
民
俗
学
辞
典
』

（
民
俗
学
研
究
所
編
、
東
京
堂
（
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
屋
敷
神
」
の
項
目
は
、
執
筆
者
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

内
容
や
直
江
廣
治
が
編
纂
委
員
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
直
江
の
執
筆
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
の
屋
敷
神
と
は
「
屋
敷
の
一

隅
や
、
こ
れ
に
接
続
し
た
一
小
区
画
、
も
し
く
は
や
や
離
れ
た
持
地
の
山
林
な
ど
、
屋
敷
の
附
属
地
に
祀
ら
れ
て
い
る
神
を
い

う
。」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
旧
家
に
あ
る
の
が
古
い
形
で
、「
同
族
協
同
体
」
が
崩
れ
、
家
意
識
の
台
頭
に
よ
り
各
家
ご
と

に
屋
敷
神
が
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
旧
家
の
屋
敷
神
が
村
の
神
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
し
、
祖
霊
信
仰
と
の
関
連
な
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ど
も
指
摘
さ
れ
お
り
、
柳
田
の
論
に
そ
っ
た
記
述
と
な
っ
て
い
る
。

（
４
）
直
江
廣
治
の
屋
敷
神
研
究

　

柳
田
が
論
じ
た
『
氏
神
と
氏
子
』
の
見
解
に
導
か
れ
る
よ
う
に
屋
敷
神
の
研
究
を
進
め
た
の
が
直
江
廣
治
で
あ
っ
た
。
直
江

は
、
柳
田
の
氏
神
研
究
の
「
屋
敷
氏
神
」
を
「
屋
敷
神
」
に
置
き
換
え
て
検
討
し
て
い
っ
た
。
昭
和
二
十
七
年
「
屋
敷
神
」
を

『
民
間
伝
承
』（
（6 　

 
（0
（
に
、
昭
和
二
十
九
年
に
は
『
民
俗
学
手
帖（

8
（

』
の
「
屋
敷
神
」
の
項
目
を
担
当
し
、
屋
敷
神
の
分
化

と
拡
大
や
祭
神
の
稲
荷
と
祖
霊
信
仰
と
の
関
連
な
ど
屋
敷
神
信
仰
の
概
要
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
冒
頭
で
、
直
江
は
屋
敷
神

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
屋
敷
の
一
隅
や
こ
れ
と
接
続
し
た
一
小
区
画
、
も
し
く
は
、
や
や
離
れ
た
持
地
の
山

林
な
ど
、
屋
敷
の
附
属
地
に
祀
ら
れ
て
い
る
神
を
わ
れ
わ
れ
は
、
屋
敷
神
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
て
い
る（

9
（

」
と
そ
の
対
象
を
示
し

た
。
た
だ
、
そ
れ
は
『
民
俗
学
辞
典
』
の
規
定
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
さ
ら
に
多
く
の
事
例
を
集
め
、
整
理
し
て
「
分
化
と
拡

大
」
と
い
う
よ
う
に
そ
の
変
遷
を
明
確
化
し
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
昭
和
四
十
年
「
屋
敷
神
の
祭
場
」（『
日
本
民
俗
学
会
報
』
39
（
な
ど
を
公
表
し
、
そ
し
て
、
昭
和
四
十
一
年
、
そ

れ
ま
で
の
研
究
を
集
大
成
し
た
『
屋
敷
神
の
研
究　
　

 
日
本
信
仰
伝
承
論 　

』（
吉
川
弘
文
館
（
を
刊
行
し
た
。

　

直
江
は
、
屋
敷
神
を
、
屋
敷
の
一
隅
や
こ
れ
に
接
続
し
た
一
区
画
、
さ
ら
に
は
屋
敷
か
ら
や
や
離
れ
た
持
地
の
山
林
・
田
畑

な
ど
に
祀
ら
れ
る
神
と
し
、
こ
れ
は
昭
和
二
十
九
年
の
『
民
俗
学
手
帖
』
の
規
定
を
維
持
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
前

者
の
屋
敷
お
よ
び
そ
の
付
属
地
に
祀
ら
れ
る
場
合
を
「
狭
義
の
屋
敷
神
」、
屋
敷
か
ら
や
や
離
れ
た
場
合
の
後
者
を
「
広
義
の

屋
敷
神
」
と
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
屋
敷
内
や
屋
敷
地
近
く
の
井
戸
な
ど
に
祀
ら
れ
る
水
神
な
ど
に
つ
い
て
は
「
こ
れ
も
屋

敷
神
の
一
つ
に
数
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
名
称
、
祭
祀
方
式
、
信
仰
内
容
な
ど
全
国
一
様
で
あ
り
、
こ
れ
を
祀
り
は
じ
め
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た
動
機
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
で
、
本
研
究
か
ら
は
除
外
す
る
こ
と
に
す
る（

（（
（

」
と
し
て
い
る
。「
屋
敷
神
の
一
つ
に
数
え
る

べ
き
」
と
い
う
こ
と
は
屋
敷
神
に
井
戸
の
水
神
も
入
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
『
屋
敷
神
の
研
究
』
で
は
取
り
上
げ
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
が
少
し
あ
い
ま
い
な
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
ま
た
狭
義
・
広
義
と
分
け
た
が
、
本
論
で
は
そ
れ
に

沿
っ
て
資
料
分
類
や
整
理
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
重
要
な
こ
と
は
「
広
義
の
屋
敷
神
」
も
屋
敷
神
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
の
だ
。

　

つ
ま
り
屋
敷
神
は
、
地
方
に
よ
っ
て
祀
ら
れ
る
場
所
も
様
々
で
あ
り
、
家
や
一
門
で
祀
る
神
を
、
直
江
は
そ
の
祭
場
を
「
広

義
」
と
い
う
よ
う
に
広
く
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
屋
敷
神
を
把
握
し
よ
う
と
し
た
結
果
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
さ

ら
に
そ
の
屋
敷
神
を
各
戸
で
祀
ら
れ
て
い
る
「
各
戸
屋
敷
神
」、
本
家
や
本
家
筋
の
家
に
だ
け
祀
ら
れ
て
い
る
「
本
家
屋
敷

神
」、
そ
し
て
本
家
に
属
す
る
屋
敷
神
を
一
族
で
祀
る
「
一
門
屋
敷
神
」
に
分
類
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
一
門
屋
敷
神
が

も
っ
と
も
古
く
、
そ
れ
が
同
族
結
合
の
崩
壊
に
よ
っ
て
本
家
屋
敷
神
に
移
行
し
、
さ
ら
に
家
意
識
の
高
ま
り
か
ら
各
戸
屋
敷
神

に
分
化
し
た
と
考
え
た（

（（
（

。
つ
ま
り
、
柳
田
の
一
門
氏
神
が
一
門
屋
敷
神
に
あ
た
り
、
そ
し
て
屋
敷
氏
神
が
直
江
の
各
戸
屋
敷
神

に
あ
た
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
直
江
は
そ
の
分
類
の
基
準
を
集
落
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
広
く
ま
と
ま
っ
た
地
域
社
会

と
考
え
て
い
る
ら
し
く
、
集
落
の
中
で
一
軒
、
あ
る
い
は
数
軒
だ
け
で
屋
敷
神
を
祀
っ
て
い
て
も
そ
れ
は
各
戸
屋
敷
神
で
は
な

い
。
そ
の
地
域
社
会
で
、
あ
る
一
定
の
傾
向
が
み
ら
れ
な
け
れ
ば
上
記
に
記
し
た
分
類
と
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一

門
屋
敷
神
・
本
家
屋
敷
神
・
各
戸
屋
敷
神
は
、
屋
敷
神
の
祭
祀
形
態
に
よ
る
分
類
で
は
な
く
、
地
域
社
会
の
中
に
お
け
る
屋
敷

神
の
祀
ら
れ
方
を
基
準
と
し
て
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
直
江
は
屋
敷
神
と
祖
霊
と
の
関
連
を
指
摘
し
、
祭
場
に
つ
い
て
は
事
例
を
あ
げ
て
、
屋
敷
外
か
ら
次
第
に
家
の
近

く
に
移
動
し
た
場
合
も
少
な
く
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
直
江
の
研
究
は
、
多
く
の
屋
敷
神
資
料
を
収
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集
し
、
そ
れ
を
分
類
し
変
遷
を
も
と
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
直
江
も
柳
田
と
同
様
に
屋
敷
神
の
祭
祀
者
に
注
視
し
て

分
類
し
、
そ
の
変
遷
を
考
察
し
た
と
い
え
る
。

（
５
）
岩
崎
敏
夫
の
小
祠
研
究

　

柳
田
の
氏
神
信
仰
論
に
導
か
れ
た
研
究
者
は
、
直
江
の
他
に
岩
崎
敏
夫
が
い
る
。
岩
崎
は
昭
和
三
十
八
年
、『
本
邦
小
祠
の

研
究（

（（
（

』
を
著
し
、
そ
の
中
で
「
氏
神
」
と
呼
ば
れ
る
小
祠
に
注
目
し
て
い
る
。
こ
の
岩
崎
の
研
究
は
、
調
査
地
を
福
島
県
の
石

城
地
方
相
馬
盆
地
周
辺
に
限
定
し
、
そ
の
地
方
に
分
布
す
る
葉
山
信
仰
、
氏
神
信
仰
な
ど
「
小
祠
」
を
取
り
あ
げ
考
察
し
た
。

と
く
に
屋
敷
神
信
仰
と
関
連
す
る
の
は
、
第
一
篇
第
二
章
「
氏
神
の
考
察
」
で
あ
る
。
岩
崎
が
い
う
「
小
祠
」
と
は
「
公
の
名

簿
や
神
社
帳
に
も
も
れ
易
い
よ
う
な
、
名
も
な
き
民
間
の
祠
」
と
し
て
お
り
、
村
の
氏
神
以
外
の
神
社
名
簿
に
載
ら
な
い
祠
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
屋
敷
神
は
そ
の
地
方
の
呼
称
で
あ
る
「
氏
神
」
と
し
て
考
察
し
て
い
る
。

　

岩
崎
は
氏
神
の
祭
祀
形
態
と
し
て
三
つ
を
あ
げ
る
。

（
１
（
個
人
の
家
で
祀
っ
て
い
る
氏
神
。

（
２
（
同
族
の
神

（
３
（
同
族
だ
け
で
な
く
異
姓
の
者
も
入
っ
て
い
る
氏
神
。
地
域
的
祭
祀
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
氏
神
。

ま
た
、
祠
の
所
在
か
ら
五
つ
に
分
類
す
る
。

１　

本
家
に
あ
っ
て
本
家
だ
け
で
祀
る
。

２　

本
家
に
の
み
祠
を
置
き
、
分
家
も
本
家
に
集
ま
っ
て
来
て
祀
る
。

３　

本
家
に
も
分
家
に
も
祠
を
祀
り
、
分
家
で
は
本
家
に
行
か
な
い
。
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４　

本
家
に
数
祠
あ
り
、
分
家
は
各
自
の
祠
を
本
家
の
祠
の
傍
ら
に
置
く
。

５　

村
の
神
祠
の
境
内
に
置
く
。

こ
う
し
た
祭
祀
形
態
の
中
で
、
２
の
形
態
が
山
間
地
域
に
多
く
、
古
い
形
態
だ
と
し
て
い
る
。
２
の
形
態
は
、
柳
田
の
一
門
氏

神
、
直
江
の
一
門
屋
敷
神
に
相
当
す
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
起
源
論
・
変
遷
論
と
し
て
は
同
様
の
結
果
と
な
っ
て
い

る
。

　

祠
の
形
態
と
し
て
は
、
新
藁
で
毎
年
造
り
替
え
る
の
が
古
風
で
あ
る
と
し
、
祭
神
に
つ
い
て
は
熊
野
・
稲
荷
が
と
り
わ
け
多

い
と
い
う
。
ま
た
、
岩
崎
は
こ
の
地
方
の
氏
神
は
先
祖
と
い
う
と
こ
ろ
も
多
く
、
仏
の
最
後
の
年
忌
を
終
え
た
先
祖
を
氏
神
と

し
て
祀
り
、
氏
神
祭
り
を
先
祖
祭
り
と
称
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
広
い
こ
と
か
ら
、
先
祖
を
祀
る
と
い
う
の
が
古
い
観
念
だ
と
し

て
い
る
。

　

岩
崎
の
こ
う
し
た
氏
神
論
は
調
査
地
を
限
定
し
て
い
る
た
め
に
、
詳
細
な
報
告
と
な
っ
て
い
る
が
、
結
論
と
し
て
は
柳
田
の

氏
神
論
を
確
認
し
た
形
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
岩
崎
は
「
屋
敷
神
」
と
い
う
視
角
や
分
析
の
枠
組
み
を
使
わ
ず
、「
氏
神
」

と
い
う
呼
称
を
基
に
し
た
用
語
を
用
い
、
そ
こ
か
ら
の
視
角
で
調
査
、
分
析
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
当
地
の
小
祠
信

仰
を
的
確
に
把
握
で
き
て
お
り
、
小
祠
を
検
討
す
る
上
で
は
有
効
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
直
江
は
「
屋
敷
神
」
と
い
う
枠
組

み
か
ら
の
視
点
に
立
っ
た
た
め
に
屋
敷
神
の
規
定
を
広
げ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
６
）
佐
々
木
勝
の
小
祠
研
究

　

こ
う
し
た
流
れ
の
中
で
、
柳
田
の
氏
神
信
仰
に
対
し
て
は
佐
々
木
勝
の
批
判
が
あ
る
。
昭
和
五
十
八
年
に
『
屋
敷
神
の
世

界　
　

 

民
俗
信
仰
と
祖
霊 　

』（
名
著
出
版
（
を
刊
行
し
た
佐
々
木
は
、
書
名
に
「
屋
敷
神
」
と
い
う
名
称
を
あ
げ
て
い
る
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が
、「
屋
敷
神
」
と
い
う
用
語
は
、「
地
の
神
・
荒
神
・
祝
殿
・
ニ
ソ
の
杜
・
稲
荷
」
な
ど
の
総
称
と
し
て
便
宜
上
使
用
す
る
と

い
い
、
と
く
に
規
定
し
て
使
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
佐
々
木
は
、
柳
田
の
氏
神
論
・
祖
霊
論
を
踏
襲
し
た
小
祠
信
仰
の
研

究
は
、
家
を
単
位
と
し
た
縦
軸
的
な
捉
え
方
で
あ
り
、
社
会
的
結
合
を
単
位
と
し
た
横
軸
的
な
捉
え
方
が
欠
如
し
て
い
た
と
し

て
、「
地
縁
祭
祀
」
と
い
う
概
念
を
導
入
し
て
小
祠
を
考
察
し
て
い
る
。
佐
々
木
は
小
祠
の
祭
祀
形
態
と
し
て
、
個
人
祭
祀
・

同
族
祭
祀
・
地
域
祭
祀
に
分
類
し
、
そ
れ
に
先
行
す
る
形
態
と
し
て
地
縁
祭
祀
の
概
念
を
提
唱
し
て
い
る（

（（
（

。
こ
の
地
縁
祭
祀
と

は
「
隣
同
士
と
で
も
い
う
べ
き
地
縁
的
、
近
隣
的
な
つ
な
が
り
を
有
す
る
家
が
共
同
で
祭
祀
を
営
ん
で
い
る
」
場
合
を
い
い
、

「
地
域
祭
祀
」
と
は
ム
ラ
レ
ベ
ル
以
上
の
祭
祀
を
さ
し
て
い
る
。
柳
田
は
古
代
氏
族
で
祀
る
氏
神
が
起
点
に
あ
っ
た
が
、
佐
々

木
は
ム
ラ
の
形
成
か
ら
始
ま
る
。
ム
ラ
が
単
一
の
祖
先
を
持
た
ぬ
複
数
戸
で
開
拓
さ
れ
、
そ
こ
に
地
縁
結
合
が
生
ま
れ
る
。
そ

こ
か
ら
地
縁
祭
祀
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
後
同
族
祭
祀
や
祖
霊
信
仰
は
生
じ
て
く
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
ま
さ

に
視
点
が
異
な
っ
て
い
た
が
、
た
だ
、
小
祠
祭
祀
の
原
初
形
態
や
変
遷
を
論
じ
た
点
で
は
同
じ
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
後
、
佐
々
木
は
『
日
本
民
俗
大
辞
典　

下（
（（
（

』
の
「
屋
敷
神
」
の
項
を
執
筆
し
て
お
り
、
屋
敷
神
を
「
屋
敷
地
あ
る
い
は

そ
の
周
辺
や
背
後
の
山
裾
な
ど
、
屋
敷
の
付
属
地
に
ま
つ
ら
れ
る
神
の
総
称
」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
（
一
（
近

隣
祭
祀
、（
二
（
個
人
祭
祀
、（
三
（
同
族
祭
祀
の
三
つ
に
分
類
し
、「
ト
ナ
リ
、
キ
ン
ジ
ョ
と
称
す
る
近
隣
に
よ
る
複
数
の
共

同
祭
祀
（
背
後
の
山
裾
の
大
木
を
中
心
と
し
た
収
穫
祭
（
が
よ
り
古
い
形
」
だ
と
し
て
い
る（

（（
（

。
こ
こ
で
は
屋
敷
神
に
分
類
を

絞
っ
た
た
め
か
地
域
祭
祀
に
つ
い
て
は
ふ
れ
て
い
な
い
。「
近
隣
祭
祀
」
は
「
日
常
的
に
も
堅
い
絆
を
持
つ
」「
ト
ナ
リ
、
キ
ン

ジ
ョ
と
称
す
る
近
隣
」
の
共
同
祭
祀
と
説
明
さ
れ
て
お
り
、
前
記
著
書
の
地
縁
祭
祀
に
相
当
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て

そ
れ
は
個
人
祭
祀
、
同
族
祭
祀
に
先
行
す
る
祭
祀
形
態
と
し
て
い
る
。
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（
７
）
千
葉
徳
爾
の
地
域
性
研
究

　

直
江
や
岩
崎
が
屋
敷
神
や
小
祠
の
変
遷
を
追
求
し
た
の
に
対
し
、
千
葉
徳
爾
は
そ
の
地
域
性
を
注
視
し
た
。
つ
ま
り
、
屋
敷

神
信
仰
の
地
域
差
は
そ
れ
を
支
え
て
い
る
地
域
社
会
の
社
会
構
造
の
変
化
に
伴
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
、
と
小
祠
を
読
み
解
い

て
い
る
。
千
葉
徳
爾
は
、
昭
和
四
十
五
年
に
『
地
域
と
伝
承（

（（
（

』
を
著
し
、
地
域
性
と
の
関
連
で
小
祠
を
考
察
し
た
。
千
葉
は
、

松
代
藩
（
現
・
長
野
県
長
野
市
松
代
町
（
の
小
祠
を
、『
松
代
藩
堂
宮
改
帳
』
を
資
料
と
し
、
地
域
の
諸
条
件
と
小
祠
の
形
態

を
論
じ
た
。
た
と
え
ば
、
山
間
部
で
は
「
宮
な
し
」
と
記
載
さ
れ
た
も
の
が
多
く
、
社
殿
を
持
た
ず
、
老
木
や
自
然
石
を
祀
る

形
態
が
み
ら
れ
、
祭
神
も
山
の
神
や
同
族
神
も
し
く
は
屋
敷
神
と
し
て
の
氏
神
な
ど
古
く
か
ら
の
神
名
が
多
い
。
ま
た
、
堂
宮

の
管
理
は
平
坦
部
で
は
神
職
や
修
験
・
僧
侶
な
ど
の
専
門
宗
教
者
で
あ
る
の
に
対
し
、
山
間
部
で
は
通
常
の
農
民
の
名
が
記
さ

れ
る
も
の
が
大
部
分
を
占
め
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る（

（（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
地
域
社
会
の
生
業
や
地
形
な
ど
に
よ
っ
て
小
祠
の
形

態
や
祭
神
な
ど
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
史
料
を
用
い
て
小
祠
の
地
域
性
を
論
じ
た
研
究
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

（
８
）
そ
の
他
の
屋
敷
神
研
究

　

そ
の
後
、
小
祠
や
屋
敷
神
に
関
す
る
調
査
報
告
や
論
考
が
数
多
く
公
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
の
一
部
で
あ
る
が
、
目
に

と
ま
っ
た
注
目
す
べ
き
研
究
を
少
し
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

　

小
祠
と
し
て
祀
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
山
の
神
の
研
究
と
し
て
は
、
堀
田
吉
雄
『
山
の
神
信
仰
の
研
究
』（
伊
勢
民
俗
学
会
、

昭
和
四
十
一
年
（
な
ど
が
あ
る
。
全
国
的
に
山
の
神
と
は
何
か
を
追
求
し
た
研
究
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

　

福
井
県
若
狭
の
「
ニ
ソ
の
杜
」
と
呼
ば
れ
る
聖
地
に
関
し
て
は
安
間
清
の
報
告
が
あ
る
。
昭
和
二
十
五
年
に
『
民
間
伝
承
』

誌
上
で
「
ニ
ソ
の
杜
」
を
報
告
し
、
さ
ら
に
昭
和
二
十
七
年
『
民
俗
学
研
究
』
３
で
「
福
井
県
大
飯
郡
大
島
村　

ニ
ソ
の
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杜 　

 

調
査
報
告 　

」
と
し
て
詳
細
な
報
告
を
行
っ
た
。
安
間
に
よ
る
と
、
ニ
ソ
の
杜
は
「
大
島
村
」
の
開
祖
二
十
四
宗
家
の

先
祖
を
祀
る
も
の
と
さ
れ
、
同
族
神
と
し
て
報
告
し
て
い
る（

（（
（

。
ニ
ソ
の
杜
に
関
し
て
は
そ
の
後
、
そ
の
成
立
や
性
格
に
つ
い

て
、
再
調
査
や
再
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

櫻
井
徳
太
郎
の
屋
敷
神
研
究
は
外
来
信
仰
と
在
来
の
土
着
信
仰
と
の
接
触
に
関
心
が
向
け
ら
れ
た
。
櫻
井
は
昭
和
三
十
三
年

の
『
第
十
三
回
日
本
民
族
学
協
会
学
術
大
会
記
事
』
で
、
屋
敷
神
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
る（

（（
（

。
櫻
井
は
、
伊
豆
諸
島
の
調
査
の

際
に
屋
敷
神
を
注
視
し
、
伊
豆
諸
島
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
名
称
の
屋
敷
神
が
あ
り
、
そ
の
名
称
か
ら
次
の
四
つ
に
分
類
し
た
。

①
祭
場
の
形
態
を
あ
ら
わ
し
た
名
称
（
八
丈
島
・
青
ヶ
島
の
イ
シ
バ
サ
マ
な
ど
（

②
祭
神
の
性
質
を
あ
ら
わ
し
た
名
称
（
三
宅
島
の
ジ
ノ
シ
サ
マ
（
地
主
様
（
や
御
蔵
島
の
ト
シ
ャ
ガ
ミ
サ
マ
（
年
神
様
（
な
ど
（

③
飛
来
ま
た
は
漂
着
し
た
こ
と
を
示
す
名
称
（
新
島
の
キ
ノ
ヒ
ノ
ミ
ョ
ウ
ジ
ン
や
八
丈
小
島
の
バ
ゴ
デ
サ
マ
な
ど
（

④
名
称
に
よ
っ
て
勧
請
神
た
る
を
知
り
う
る
神
（
金
山
様
・
観
音
様
・
不
動
様
・
薬
師
様
・
地
蔵
様
な
ど
（

　

こ
の
四
つ
の
分
類
の
中
で
、
③
と
④
を
外
来
神
と
し
た
。
大
島
・
八
丈
島
・
三
宅
島
な
ど
本
土
と
往
来
の
激
し
か
っ
た
島
に

は
③
と
④
が
多
く
み
ら
れ
、
そ
う
で
な
か
っ
た
御
蔵
島
や
利
島
で
は
、
①
な
い
し
②
が
み
ら
れ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
離
島
で

は
同
族
神
や
地
域
神
の
成
立
が
あ
ま
り
な
く
、
屋
敷
神
も
古
風
な
形
を
と
ど
め
て
い
る
と
指
摘
し
た
。

　

西
垣
晴
次
は
小
祠
を
歴
史
的
に
探
り
、
小
祠
成
立
の
性
格
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
し
て
、
１
民
衆
運
動
の
影
響
、
２
民
間

宗
教
者
の
関
与
、
３
集
団
性
、
４
回
帰
性
の
四
つ
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
小
祠
に
関
す
る
史
料
を
検
討
し
、
歴
史
的

に
小
祠
の
成
立
に
あ
た
っ
て
の
性
格
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る（

（（
（

。

　

山
梨
県
の
祝
神
に
つ
い
て
は
影
山
正
美
「
甲
州
屋
敷
神
考　
　

 

山
梨
県
北
西
部
の
祝
神
祭
祀
を
手
が
か
り
と
し
て

（
（（
（ 　

」
が

あ
り
、
柳
田
の
氏
神
論
や
直
江
の
『
屋
敷
神
の
研
究
』
に
依
拠
し
つ
つ
、
祝
神
の
信
仰
に
つ
い
て
詳
細
に
報
告
し
て
い
る
。
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岩
田
重
則
の
「
屋
敷
と
屋
敷
神（

（（
（

」
は
、
屋
敷
と
の
関
連
で
屋
敷
神
を
考
察
し
た
研
究
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
岩
田
は
、
屋
敷

神
を
「
屋
敷
に
つ
い
た
も
の

4

4

4

4

4

」
と
し
て
捉
え
、
屋
敷
神
の
性
格
に
は
多
面
性
が
あ
る
と
し
、
祖
霊
信
仰
だ
け
で
は
一
律
に
把
握

で
き
な
い
と
指
摘
す
る（

（（
（

。
そ
し
て
「
屋
敷
神
の
研
究
は
、
屋
敷
と
屋
敷
神
の
総
合
的
把
握
に
よ
り
進
展
さ
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の

な
の
で
あ
る
」
と
強
調
し
て
い
る（

（（
（

。
直
江
以
外
で
は
、
屋
敷
と
の
関
連
で
屋
敷
神
を
検
討
し
た
数
少
な
い
研
究
で
あ
る
。

　

ま
た
、
佐
渡
の
屋
敷
神
で
あ
る
ジ
ガ
ミ
（
地
神
（
に
つ
い
て
は
谷
口
貢
が
「
佐
渡
の
地
神
信
仰
」
で
報
告
し
て
い
る（

（（
（

。
谷
口

は
、
地
神
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
あ
る
時
期
に
一
斉
に
祀
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
指
摘
し
、
地
域

の
歴
史
展
開
を
理
解
し
た
上
で
そ
の
信
仰
を
み
て
ゆ
く
こ
と
が
重
要
だ
と
し
た
。
ま
た
地
神
と
い
っ
て
も
様
々
な
祭
神
が
み
ら

れ
る
こ
と
か
ら
宗
教
者
の
関
与
を
指
摘
し
、
地
神
を
通
し
て
「
外
来
要
素
と
土
着
の
要
素
の
結
び
つ
き
」
を
み
て
ゆ
く
こ
と
も

重
要
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。

２　
屋
敷
神
と
は
何
か

　

屋
敷
神
と
い
う
用
語
は
、
屋
敷
地
に
祀
ら
れ
る
神
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
創
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
み

て
み
た
よ
う
に
、
研
究
者
に
よ
っ
て
そ
の
規
定
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
研
究
初
期
の
鈴
木
榮
太
郞
や
柳
田
の

「
屋
敷
氏
神
」
に
し
て
も
祭
場
を
屋
敷
に
限
定
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
継
承
し
た
直
江
廣
治
は
そ
れ
を
広
義
・
狭
義
と

し
て
規
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

昭
和
五
十
八
年
に
斎
藤
弘
美
は
、
家
周
辺
の
神
々
の
分
類
を
試
み
て
い
る（

（（
（

。
斎
藤
は
ま
ず
、
家
の
神
に
つ
い
て
「
屋
内
神
」

と
「
屋
外
神
」
に
分
け
る
。
さ
ら
に
屋
外
神
は
「
単
独
祭
祀
」
と
「
共
同
祭
祀
」
に
分
類
で
き
、
そ
の
単
独
祭
祀
が
「
屋
敷

神
」
で
あ
り
、
共
同
祭
祀
は
、
同
族
関
係
を
意
識
し
た
「
同
族
神
」
と
近
隣
関
係
を
意
識
し
た
「
近
隣
神
」
と
に
分
け
ら
れ
る
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と
い
う
。
つ
ま
り
、
屋
敷
神
は
「
屋
外
神
の
う
ち
の
各
戸
単
独
祭
祀
の
も
の
」
で
あ
る
。
こ
う
し
た
斎
藤
の
分
類
は
整
然
と
し

て
わ
か
り
や
す
く
、
地
域
社
会
内
の
神
々
を
整
理
し
て
ゆ
く
重
要
な
試
み
で
あ
っ
た
。
屋
敷
外
で
同
様
に
祀
ら
れ
て
い
る
「
屋

敷
神
」
も
多
い
こ
と
か
ら
、
祭
場
を
屋
敷
に
限
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
点
「
屋
外
神
」
と
い
う
用
語
は
有
効
性
が
あ

る
だ
ろ
う
。

　

屋
内
に
祀
ら
れ
る
神
を
除
く
「
家
や
同
族
で
祀
る
神
」
を
一
括
り
に
学
術
用
語
と
し
て
ど
う
規
定
す
べ
き
な
の
か
。
も
ち
ろ

ん
同
族
神
は
別
に
学
術
用
語
と
し
て
存
在
し
、
様
々
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。
す
る
と
屋
敷
神
は
、
斎
藤
の
試
み
の
よ
う
に
、
家

で
祀
ら
れ
る
屋
外
神
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
特
定
の
家
で
祀
る
屋
敷
神
の
祭
り
に
、
同
族
が
参
加
す
る
こ
と
も
多

く
見
ら
れ
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
同
族
神
的
性
格
の
屋
敷
神
も
屋
敷
神
の
祖
型
と
し
て
注
視
さ
れ
て
き
た
の
だ
っ
た
。

そ
し
て
、
祭
場
に
注
目
し
た
「
屋
外
神
」
も
広
い
規
定
と
い
え
、
屋
外
に
は
井
戸
神
や
便
所
神
な
ど
屋
外
施
設
に
付
随
す
る
神

も
存
在
す
る
。
井
戸
の
水
神
な
ど
は
、
直
江
廣
治
は
「
屋
敷
神
の
一
つ
に
数
え
る
べ
き
で
あ
る
が
」
と
し
な
が
ら
も
研
究
の
対

象
と
は
し
な
か
っ
た
。

　

若
狭
の
ニ
ソ
の
杜
や
信
州
の
祝
殿
・
祝
神
、
関
東
や
東
北
地
方
の
ウ
ジ
ガ
ミ
な
ど
「
家
お
よ
び
同
族
等
で
祭
祀
さ
れ
る
屋
外

神
」
を
対
象
と
す
る
用
語
は
ど
う
す
る
べ
き
か
。
先
に
あ
げ
た
斎
藤
の
分
類
に
よ
れ
ば
、
屋
敷
神
で
あ
る
場
合
も
あ
れ
ば
同
族

神
・
近
隣
神
で
あ
る
場
合
も
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
地
域
の
鎮
守
・
産
土
神
以
外
の
神
で
あ
れ
ば
「
小
祠
」
と

い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
屋
敷
神
を
学
術
用
語
と
し
て
ど
う
す
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
は
大
変
難
し
い
問
題
で

あ
る
。

　

そ
こ
で
次
に
い
く
つ
か
の
調
査
事
例
か
ら
屋
敷
神
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

奥
秩
父
地
方
で
屋
敷
神
は
ウ
ジ
ガ
ミ
と
い
う
が
、
そ
れ
に
も
一
戸
祭
祀
、
マ
ケ
と
よ
ば
れ
る
一
族
で
祀
る
場
合
、
さ
ら
に
近
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隣
も
加
わ
る
場
合
も
あ
る
。
ま
た
祀
ら
れ
る
場
所
も
裏
山
を
少
し
登
っ
た
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
他
に
も
屋
敷
内
に
あ
っ
た
り
と

様
々
で
あ
る（

（（
（

。

　

ま
た
、
横
浜
市
都
筑
区
で
も
祀
ら
れ
る
場
所
は
様
々
で
、
平
坦
部
で
は
屋
敷
内
の
一
隅
、
ヤ
ト
呼
ば
れ
る
谷
間
の
丘
陵
部
地

域
で
は
裏
山
の
山
す
そ
に
に
祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
た
と
え
ば
ヤ
ト
で
あ
る
大
熊
と
い
う
地
区
の
Ｓ
家
で
は
、
屋
敷
神

を
三
つ
祀
っ
て
い
る
。
家
の
す
ぐ
北
西
に
稲
荷
、
裏
山
を
三
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
登
っ
た
と
こ
ろ
に
金
比
羅
を
、
そ
し
て
屋
敷
か

ら
や
や
離
れ
た
東
方
に
不
動
を
祀
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
先
祖
に
行
者
だ
っ
た
人
が
い
て
、
そ
れ
ら
は
皆
そ
の
先
祖
が
祀
っ
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
金
比
羅
や
不
動
は
石
で
で
き
て
お
り
、
金
比
羅
に
は
安
政
二
年
（
一
八
四
八
（
の
年
号
が
、
不
動
に
は

嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
（
の
年
号
と
「
願
主
玄
蕃
」
と
あ
り
、
幕
末
に
行
者
で
あ
っ
た
先
祖
玄
蕃
が
祀
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。
稲
荷
社
の
中
に
は
「
文
政
五
（
一
八
二
二
（
年
」「
玄
蕃
再
建
」
と
記
さ
れ
た
石
と
、
文
政
六
年
の
年
号
の
あ
る
「
神

祇
官
公
文
所
」
か
ら
の
稲
荷
勧
請
文
書
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
稲
荷
は
こ
の
時
以
前
か
ら
あ
り
、
玄
蕃
が
再
建
し
、「
お
墨
付
き

を
得
た
」
も
の
で
あ
ろ
う
。
玄
蕃
は
稲
荷
を
再
建
し
、
そ
の
後
三
〇
年
ほ
ど
経
っ
て
不
動
尊
を
祀
り
、
さ
ら
に
七
年
後
に
金
比

羅
様
を
祀
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

不
動
尊
は
神
で
は
な
く
、
ま
た
金
比
羅
権
現
も
神
仏
習
合
的
な
存
在
で
あ
る
が
、
現
在
で
は
稲
荷
と
同
様
に
供
物
を
供
え
て

い
る
こ
と
な
ど
、
意
識
と
し
て
は
稲
荷
と
同
じ
で
あ
る
。
仏
教
的
な
存
在
を
屋
敷
神
と
し
て
祀
る
例
は
、
埼
玉
県
や
各
地
で
も

み
ら
れ
、「
屋
敷
仏
」
と
い
う
よ
り
は
「
屋
敷
神
」
と
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
祀
ら
れ
る
場
所
も
三
祠
と
も
ば
ら

ば
ら
で
あ
り
、
祀
ら
れ
た
時
に
は
何
か
意
図
が
あ
っ
て
、
そ
の
性
格
も
異
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
世
代
が
変
わ
る
こ
と
に

よ
っ
て
同
質
の
「
神
」
と
な
っ
て
い
っ
た
。
す
な
わ
ち
Ｓ
家
の
屋
敷
神
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る（

（（
（

。

　

そ
こ
で
、
こ
う
し
た
事
例
か
ら
屋
敷
神
を
み
て
い
く
と
次
の
よ
う
に
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
基
本
的
に
屋
敷
お
よ
び
そ
の
付
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属
地
に
あ
り
、
そ
の
家
で
祀
る
神
で
あ
り
、
祭
祀
集
団
に
つ
い
て
は
一
戸
か
ら
さ
ら
に
広
が
り
を
見
せ
て
い
る
場
合
も
あ
る
、

と
や
や
曖
昧
で
は
あ
る
が
、
最
低
限
の
規
定
と
し
て
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
一
般
の
研
究
者
や
多

く
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
屋
敷
神
と
い
う
と
「
屋
敷
」
と
い
う
語
が
ま
ず
先
行
し
て
イ
メ
ー
ジ
し
て
し
ま
う
。
形
態
的
な
「
小

祠
」
と
い
う
用
語
を
使
用
し
て
い
く
方
が
よ
い
の
か
、
さ
ら
に
検
討
を
要
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

３　
屋
敷
神
祭
神
の
問
題

　

千
葉
徳
爾
が
論
じ
た
よ
う
に
、
地
域
の
立
地
条
件
に
よ
っ
て
小
祠
や
屋
敷
神
の
信
仰
の
形
態
が
異
な
る
と
い
え
る
。
そ
の
地

域
で
、
あ
る
一
定
の
信
仰
形
態
を
こ
こ
で
は
屋
敷
神
の
地
域
性
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
地
域
性
の
地
域
に
よ
る
差
異
を
地
域
差

と
し
た
い
。
た
だ
そ
の
場
合
、
地
域
性
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
他
の
地
域
と
の
比
較
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
屋
敷
神
の
地
域

性
と
は
、
他
地
域
と
は
異
な
っ
た
屋
敷
神
の
特
質
と
い
っ
た
意
味
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
地
域
性
の
要
素
の
一
つ
と

な
る
の
が
祭
神
で
あ
る
。

　

関
東
地
方
に
お
け
る
屋
敷
神
祭
神
の
中
で
、
最
も
多
く
祀
ら
れ
て
い
る
の
は
稲
荷
で
あ
る
。
一
般
に
稲
荷
神
社
の
祭
神
は
宇

迦
之
御
魂
神
（
う
か
の
み
た
ま
の
か
み
（
な
ど
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
稲
荷
自
体
が
祭
神
と
い
う
の
は
少
し
お
か
し
い
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
屋
敷
神
に
何
を
祀
っ
て
い
る
か
の
質
問
に
「
稲
荷
」
だ
と
答
え
る
人
が
多
く
、
祀
ら
れ
て
い
る
カ
ミ
が

稲
荷
と
認
識
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
こ
で
は
祭
神
と
と
ら
え
て
お
く
。
稲
荷
は
、
埼
玉
県
南
東
部
や
神
奈
川
県
で
も
県

内
全
域
で
広
く
祀
ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
稲
荷
は
ど
の
家
で
も
必
ず
祀
ら
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
さ
い
た
ま
市
の
あ
る
地
区
の
場

合
、
大
正
期
以
前
よ
り
居
住
し
て
い
る
旧
家
八
〇
戸
の
う
ち
屋
敷
神
を
祀
っ
て
い
る
の
は
五
三
戸
で
六
六
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ



85　屋敷神信仰の地域性

る
。
そ
し
て
、
そ
の
う
ち
稲
荷
を
祀
る
家
は
三
九
戸
で
、
七
九
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
地
域
社
会
の
八
〇
戸
か
ら
す
る
と
約
半

数
の
家
で
稲
荷
が
祀
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
稲
荷
が
多
い
と
い
っ
て
も
、
祀
ら
れ
て
い
る
家
が
約
半
数
と
い
う
こ
と
は
そ
れ

ほ
ど
多
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
た
だ
、
祭
神
と
し
て
は
次
に
多
い
の
が
八
幡
の
五
神
で
あ
る
の
で
、
圧
倒
的
に
稲
荷
が
多
い

こ
と
が
わ
か
る
。
稲
荷
以
外
の
祭
神
は
荒
神
・
不
動
・
庚
申
・
八
幡
な
ど
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
み
、
稲
荷
以
外
は
一
神
に
集
中
し

て
祀
ら
れ
て
い
な
い（

（（
（

。
つ
ま
り
、
そ
の
地
域
で
屋
敷
神
に
稲
荷
を
祀
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
祀
ら
れ
方
に
は
濃
淡
が
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
た
、
埼
玉
県
三
郷
市
の
場
合
、
中
川
沿
い
の
旧
村
に
は
屋
敷
神
に
稲
荷
が
多
く
祀
ら
れ
て
い
る
が
、
江
戸
川
沿
い
の
地
区

に
は
水
神
が
屋
敷
内
に
祀
ら
れ
、
屋
敷
神
と
し
て
い
る
家
が
多
か
っ
た（

（（
（

。
こ
れ
に
は
水
害
の
被
害
を
頻
繁
に
受
け
て
い
た
地
区

の
地
域
性
が
屋
敷
神
に
反
映
し
表
出
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
同
じ
市
域
で
も
祭
神
は
異
な
っ
て
い
る
。

　

祭
神
の
地
域
差
を
考
え
る
場
合
、
そ
の
地
域
で
ど
の
割
合
以
上
が
そ
の
祭
神
で
あ
る
の
か
は
、
悉
皆
調
査
を
実
施
し
な
い
と

わ
か
ら
な
い
。
行
政
調
査
の
屋
敷
神
の
報
告
で
そ
こ
ま
で
の
調
査
を
執
行
し
た
報
告
は
少
な
く
、
多
く
は
数
名
の
イ
ン
フ
ォ
ー

マ
ン
ト
か
ら
全
体
の
状
況
を
導
き
出
す
と
い
う
の
が
多
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
既
存
の
調
査
報
告
は
、
資
料
と
し
て

屋
敷
神
の
地
域
社
会
内
の
詳
細
な
祭
祀
状
況
を
把
握
す
る
に
は
、
有
効
性
に
欠
け
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
関
東
地
方
な

ど
広
域
の
分
布
状
況
を
把
握
し
、
地
域
差
や
地
域
性
を
導
き
出
す
に
は
あ
る
程
度
の
有
効
性
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
地
域

を
限
定
し
て
詳
細
に
調
査
し
検
討
し
て
い
く
の
か
、
広
域
の
分
布
を
検
討
す
る
の
か
、
そ
の
研
究
視
角
に
よ
っ
て
調
査
方
法

も
、
参
考
と
す
る
資
料
も
異
な
っ
て
く
る
。



  86

４　
屋
敷
神
信
仰
の
地
域
性
と
稲
荷

　

埼
玉
県
に
お
け
る
祭
神
（
呼
称
（
に
よ
る
分
布
地
図
は
、
昭
和
五
十
四
年
刊
行
の
『
埼
玉
県
民
俗
地
図（

（（
（

』
に
収
録
さ
れ
て
い

る
「
屋
敷
神
」
の
民
俗
地
図
が
あ
る
。
そ
れ
を
見
る
と
、
南
東
部
地
域
で
は
屋
敷
神
を
「
稲
荷
」
と
呼
ぶ
地
区
が
広
く
分
布

し
、
北
西
部
地
域
で
は
「
氏
神
」
が
広
く
分
布
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と
分
布
域
が
分
か
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
で

あ
ろ
う
か
。『
埼
玉
県
民
俗
地
図
』
で
は
凡
例
と
し
て
氏
神
系
と
稲
荷
系
と
に
分
け
、
そ
の
分
布
が
簡
単
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
を
さ
ら
に
検
討
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
南
東
部
の
生
業
は
稲
作
や
畑
作
が
中
心
で
あ
り
、
北
西
部
は
畑
作
と
養
蚕

が
盛
ん
で
あ
っ
た
。
南
東
部
地
域
で
は
稲
荷
は
作
神
と
し
て
受
容
さ
れ
、
屋
敷
神
と
し
て
広
く
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
北

西
部
地
域
で
は
稲
荷
は
、
主
に
養
蚕
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
た
が
、
地
域
神
と
し
て
祀
ら
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
家
レ
ベ
ル
の
屋
敷

神
ま
で
は
浸
透
し
て
い
な
い
。
西
部
地
域
の
秩
父
地
方
で
も
稲
荷
は
地
域
神
レ
ベ
ル
で
祀
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
屋
敷
神
の
祭

神
と
し
て
は
八
幡
が
比
較
的
多
く
祀
ら
れ
て
い
る
。

　

奥
秩
父
の
稲
荷
は
、
コ
ー
チ
と
呼
ば
れ
る
小
地
区
で
祀
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
盛
大
な
春
祭
り
が
催
さ
れ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
稲
荷
信
仰
は
希
薄
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
近
世
期
の
稲
荷
勧
請
文
書
が
残
っ
て
い
る
コ
ー
チ
も
あ
り
、
稲
荷

の
共
同
祭
祀
は
近
代
に
な
っ
て
始
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
祭
日
は
四
月
が
多
く
、
県
東
南
部
で
祭
日
と
さ
れ
る
初
午

は
あ
ま
り
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。
初
午
と
い
う
祭
日
が
、
本
社
で
あ
る
京
都
伏
見
稲
荷
大
社
の
影
響
と
す
る
な
ら
ば
、
県
東
南

部
の
稲
荷
信
仰
に
比
べ
て
本
社
の
影
響
が
少
な
い
と
も
い
え
る
。

　

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
屋
敷
神
に
稲
荷
が
入
っ
て
い
か
な
か
っ
た
の
か
。
た
と
え
ば
、
あ
る
家
で
は
ウ
ジ
ガ
ミ
を
祀
っ
て
い
る
と

い
っ
て
い
た
が
、
周
辺
の
家
で
は
、
そ
の
家
で
は
稲
荷
を
祀
っ
て
い
る
と
い
い
、
狐
を
飼
っ
て
い
る
と
も
い
わ
れ
る
場
合
も



87　屋敷神信仰の地域性

あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
つ
き
も
の
信
仰
の
あ
る
地
域
で
は
、
稲
荷
が
狐
憑
き
と
関
連
づ
け
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
稲
荷
は

集
団
で
祀
る
と
福
神
と
し
て
機
能
す
る
が
、
家
レ
ベ
ル
と
な
る
と
逆
に
災
い
を
も
た
ら
す
こ
と
も
あ
る
と
さ
れ
忌
避
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
屋
敷
神
の
地
域
性
は
こ
う
い
っ
た
要
因
も
影
響
し
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

埼
玉
県
の
地
形
を
み
る
と
、
県
南
東
部
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
平
野
部
で
あ
る
の
に
対
し
、
北
部
や
西
部
地
域
は
丘
陵
、
盆

地
、
山
地
が
多
い
。
県
の
南
東
部
で
あ
る
さ
い
た
ま
市
に
お
け
る
筆
者
の
調
査
で
も
、
氏
神
と
い
っ
た
場
合
に
屋
敷
神
を
さ
す

と
い
わ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
屋
敷
神
は
氏
神
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
稲
荷
が
祀
り
込
ま
れ
て
い
る
た
め
、
稲
荷
様
と
呼
ぶ
こ
と

が
多
い
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
埼
玉
県
全
域
が
氏
神
系
地
域
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
、『
埼
玉
県
民
俗
地
図
』
な
ど

で
い
う
氏
神
系
と
は
、
屋
敷
神
を
ウ
ジ
ガ
ミ
と
呼
ん
で
い
て
、
稲
荷
や
八
幡
な
ど
の
祭
神
は
あ
ま
り
祀
り
込
ま
れ
て
お
ら
ず
氏

神
を
祀
る
と
意
識
し
て
い
る
形
で
あ
ろ
う
。

　

稲
荷
と
い
う
祭
神
が
、
地
域
社
会
に
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
か
、
忌
避
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
全
く
入
っ
て
こ
な

か
っ
た
か
等
が
、
屋
敷
神
や
小
祠
の
祭
神
や
呼
称
の
地
域
差
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
は
地

形
や
生
業
・
交
通
・
宗
教
者
の
関
与
・
憑
き
も
の
信
仰
の
有
無
な
ど
の
要
因
が
そ
れ
ぞ
れ
関
わ
り
合
っ
て
、
小
祠
や
屋
敷
神
の

地
域
差
が
生
じ
て
く
る
と
推
察
で
き
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
主
に
祭
神
や
呼
称
に
関
し
て
の
地
域
性
や
分
布
の
検
討
に
す
ぎ
な
い
。
屋
敷
神
信
仰
を
構
成
す
る
要

素
と
し
て
は
、
祭
神
や
呼
称
の
ほ
か
に
も
、
祭
日
や
供
物
・
祀
ら
れ
る
場
所
・
祠
の
形
態
、
祭
祀
集
団
な
ど
が
あ
る
。
祭
神
や

呼
称
だ
け
で
は
そ
の
本
質
は
わ
か
ら
な
い
。

　

た
と
え
ば
、
県
東
南
部
で
稲
荷
に
供
え
ら
れ
る
も
の
に
ス
ミ
ツ
カ
リ
が
あ
る
。
ス
ミ
ツ
カ
リ
と
は
、
ス
ミ
ツ
カ
レ
と
か
シ
ミ

ズ
ガ
リ
と
も
い
わ
れ
、
オ
ニ
オ
ロ
シ
と
い
う
お
ろ
し
器
で
大
根
を
お
ろ
し
、
炒
っ
た
大
豆
を
加
え
醤
油
で
味
付
け
し
た
も
の
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で
、
初
午
に
作
ら
れ
て
稲
荷
に
供
え
ら
れ
る
。
稲
荷
講
に
は
欠
か
せ
な
い
供
物
で
あ
り
、
食
べ
物
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
分
布
は

県
南
東
部
を
中
心
に
、
南
東
端
は
川
口
市
や
三
郷
市
北
部
あ
た
り
ま
で
で
、
三
郷
市
半
田
で
わ
ず
か
な
が
ら
そ
の
存
在
を
確
認

し
た
。
西
は
川
越
地
方
に
ま
で
希
薄
化
し
つ
つ
分
布
し
、
北
は
北
本
市
や
加
須
市
に
ま
で
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
は
っ
き
り

し
た
分
布
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
栃
木
県
の
シ
モ
ツ
カ
レ
と
同
系
統
の
食
と
考
え
ら
れ
る
が
、
稲
荷
社
の
供
物
と
し
て

の
関
連
性
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。「
屋
敷
神 　

 

稲
荷 　

 

初
午 　

 

ス
ミ
ツ
カ
リ
」
の
分
布
地
域
が
わ
か
っ
て
く
れ
ば
、
単
に

稲
荷
系
地
域
の
中
に
ま
た
一
つ
の
分
布
圏
が
み
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
ス
ミ
ツ
カ
リ
の
有
無
も
屋
敷
神
の
地
域

差
を
生
じ
し
め
る
要
素
で
、
そ
の
地
域
の
信
仰
の
地
域
性
を
生
み
出
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
分
布
を
検
討
す
る

に
は
県
域
を
越
え
て
探
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

今
後
は
そ
う
い
っ
た
様
々
な
要
素
の
分
布
を
明
ら
か
に
し
、
屋
敷
神
の
地
域
性
を
考
え
て
み
た
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
ど
の

よ
う
な
要
因
に
よ
っ
て
屋
敷
神
と
し
て
表
出
し
て
く
る
の
か
、
今
後
の
課
題
と
な
ろ
う
。

　

屋
敷
内
に
祀
ら
れ
る
神
仏
を
中
心
に
そ
の
周
辺
に
祀
ら
れ
る
神
仏
を
も
含
め
て
、
屋
敷
神
と
い
う
用
語
を
使
用
し
て
い
き
た

い
が
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
用
語
と
し
て
は
問
題
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
た
だ
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
ら
れ
る
適

切
な
用
語
が
今
の
と
こ
ろ
他
に
無
い
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
祭
祀
集
団
や
祭
神
、
そ
し
て
そ
の
地
域
性
を
考
察

し
て
い
く
過
程
で
、
柳
田
國
男
や
直
江
廣
治
が
規
定
し
て
い
た
よ
う
に
祭
場
や
祭
祀
集
団
を
広
義
に
把
握
で
き
る
よ
う
な
記
述

が
必
要
と
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

（
注
）

（
（
（
鈴
木
榮
太
郞
「
屋
敷
神
考
」『
民
族
学
研
究
』
一
巻
二
号
、
一
九
三
五
年
、
二
九
四
～
三
〇
九
頁
。
そ
の
後
『
鈴
木
榮
太



89　屋敷神信仰の地域性

郞
著
作
集
』
第
三
巻
、
未
来
社
、
一
九
七
一
年
に
所
収
、
七
～
二
三
頁
。

（
2
（
前
掲
『
鈴
木
榮
太
郞
著
作
集
』
第
三
巻
、
八
頁
。

（
3
（
柳
田
國
男
編
『
山
村
生
活
の
研
究
』
一
九
三
七
年
、
三
八
二
頁
。

（
4
（『
民
間
伝
承
』
一
〇
の
一
（
氏
神
特
輯
号
（、
民
間
伝
承
の
会
、
一
九
四
四
年
。

（
5
（
堀
一
郎
「
長
野
県
一
農
村
の
信
仰
実
態
」『
民
間
信
仰
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
一
年
、
九
〇
～
一
〇
三
頁
。

（
6
（
和
歌
森
太
郎
「
祝
殿
と
し
て
の
稲
荷
」『
民
間
伝
承
』
一
六 　

 

九
、
一
九
五
二
年
、
後
に
『
神
ご
と
の
中
の
日
本
人
』
弘

文
堂
、
一
九
七
二
年
、
一
〇
九
～
一
二
四
頁
に
所
収
。
ま
た
、
和
歌
森
は
鹿
児
島
県
下
の
同
族
神
の
調
査
も
執
行
し
て
い

る
。
同
「
鹿
児
島
県
下
の
同
族
神
」『
旅
と
伝
説
』
三
元
社
、
一
六 　

 

八
、
一
九
四
三
年
。『
和
歌
森
太
郎
著
作
集　

第
一

巻
』
弘
文
堂
、
一
九
八
〇
年
、
二
八
六
～
三
〇
二
頁
に
所
収
。

（
7
（「
新
国
学
談
三
部
作
」
は
『
定
本　

柳
田
國
男
集
』
第
一
一
巻
、
一
九
六
三
年
、
筑
摩
書
房
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。

（
8
（
民
俗
学
研
究
所
編
『
民
俗
学
手
帖
』
古
今
書
院
、
一
九
五
四
年
。『
民
俗
学
手
帖
』
第
四
版
、
一
九
八
一
年
、
二
一
五
頁
～

二
二
二
頁
。

（
9
（
前
掲
『
民
俗
学
手
帖
』
二
二
三
頁
。

（
（0
（
直
江
廣
治
『
屋
敷
神
の
研
究　
　

 

日
本
信
仰
伝
承
論 　

』
四
頁
。

（
（（
（
直
江
前
掲
書
、
二
二
九
頁
。

（
（2
（
岩
崎
敏
夫
『
本
邦
小
祠
の
研
究
』
岩
崎
博
士
学
位
論
文
出
版
後
援
会
、
一
九
六
三
年
。
後
に
名
著
出
版
よ
り
、
一
九
七
六

年
に
再
版
。

（
（3
（
佐
々
木
勝
『
屋
敷
神
の
世
界　
　

 

民
俗
信
仰
と
祖
霊 　

』
一
九
八
三
年
、
名
著
出
版
、
一
頁
～
一
九
頁
。

（
（4
（
福
田
ア
ジ
オ
他
編
『
日
本
民
俗
大
辞
典　

下
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
。
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（
（5
（
前
掲
『
日
本
民
俗
大
辞
典　

下
』
七
二
二
頁
～
七
二
三
頁
。

（
（6
（
千
葉
徳
爾
『
地
域
と
伝
承
』
大
明
堂
、
一
九
七
〇
年
、
改
訂
版
、
一
九
七
六
年
。

（
（7
（
千
葉
前
掲
書
改
訂
版
、
七
二
頁
～
八
九
頁
。

（
（8
（
安
間
清
「
ニ
ソ
の
杜
」『
民
間
伝
承
』
一
四 　

 

二
、
一
九
五
〇
年
、
二
一
～
二
三
頁
。
同
「
福
井
県
大
飯
郡
大
島
村　

ニ

ソ
の
杜 　

 

調
査
報
告 　

」『
民
俗
学
研
究
』
３
、
日
本
民
俗
学
会
、
一
九
五
二
年
、
一
～
二
七
頁
。
後
に
同
著
『
柳
田
國
男

の
手
紙 　

 
ニ
ソ
の
杜
民
俗
誌
』
大
和
書
房
、
一
九
八
〇
年
に
所
収
。

（
（9
（
櫻
井
徳
太
郎
「
伊
豆
諸
島
の
屋
敷
神 　

 

日
本
民
族
信
仰
の
一
つ
の
特
質 　

」『
宗
教
と
民
俗
学
』
岩
崎
美
術
社
、
一
九
六
九

年
、
二
五
八
～
二
六
二
頁
。

（
20
（ 

西
垣
晴
次
「
民
間
の
小
祠
」
櫻
井
徳
太
郎
編
『
信
仰
伝
承
』（
日
本
民
俗
学
講
座　

３
（
朝
倉
書
店
、
一
九
七
六
年
、

四
一
頁
～
六
四
頁
。

（
2（
（
影
山
正
美
「
甲
州
屋
敷
神
考　
　

 
山
梨
県
北
西
部
の
祝
神
祭
祀
を
手
が
か
り
と
し
て 　

」『
帝
京
大
学
山
梨
文
化
財
研
究

所
研
究
報
告
』
第
４
集
、
帝
京
大
学
山
梨
文
化
財
研
究
所
編
刊
、
一
九
九
二
年
、
二
二
九
～
二
九
四
頁
。

（
22
（『
社
会
民
俗
研
究
』
第
二
号
（
家
と
屋
敷
地
（、
社
会
民
俗
研
究
会
、
一
九
九
一
年
、
一
〇
七
～
一
二
〇
頁
。

（
23
（
岩
田
重
則
「
屋
敷
と
屋
敷
神
」
前
掲
『
社
会
民
俗
研
究
』
第
二
号
、
一
一
九
頁
。

（
24
（
岩
田
、
前
掲
『
社
会
民
俗
研
究
』
第
二
号
、
一
二
〇
頁
。

（
25
（
谷
口
貢
「
佐
渡
の
地
神
信
仰
」『
第
2（
回
全
国
天
領
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
記
録
集
』
全
国
天
領
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
事
務
局
編
、
佐
渡
市

教
育
委
員
会
刊
、
二
〇
〇
六
年
、
九
五
～
一
〇
八
頁
。

（
26
（
斎
藤
弘
美
「
屋
敷
神
研
究
ノ
ー
ト
」『
社
会
伝
承
研
究
Ⅶ
（
人
生
儀
礼
と
社
会
構
造
（』
社
会
伝
承
研
究
会
、
一
九
八
三

年
、
六
〇
～
六
五
頁
。
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（
27
（
牧
野
眞
一
「
奥
秩
父
の
屋
敷
神
信
仰
」『
ソ
キ
エ
タ
ス
』
一
三
、
駒
澤
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
会
、
一
九
八
六
年
、
一
～

一
三
頁
。

（
28
（
牧
野
「
屋
敷
神
」『
都
筑
の
民
俗
』
港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
郷
土
誌
編
纂
委
員
会
編
刊
、
一
九
八
九
年
、
五
八
〇
～
五
九
三

頁
。

（
29
（
牧
野
「
民
間
信
仰
の
地
域
差　
　

 

関
東
の
屋
敷
神
に
つ
い
て 　

」『
日
本
民
俗
学
』
一
四
四
号
、
日
本
民
俗
学
会
、
一
九
八
二

年
、
六
〇
～
六
一
頁
。

（
30
（
牧
野
「
稲
荷
信
仰
の
諸
相　
　

 

埼
玉
県
三
郷
市
の
事
例
か
ら 　

」『
葦
の
み
ち
』
第
六
号
（
三
郷
市
史
研
究
（、
三
郷
市
、

一
九
九
四
年
、
八
三
～
八
八
頁
。

（
3（
（『
埼
玉
県
民
俗
地
図　
　

 

民
俗
文
化
財
緊
急
分
布
調
査
報
告
書 　

』
埼
玉
県
教
育
委
員
会
・
埼
玉
県
文
化
財
保
護
協
会
、

一
九
七
九
年
、
五
～
六
頁
、
一
〇
五
頁
。




