
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
第
七
号
（
一
九
八
一
年
三
月
）

飯
田
武
郷
と
そ
の
周
辺

要
旨
飯
田
武
郷
は
『
日
本
書
紀
通
釈
』
の
著
者
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
、
幕
末
期
の
国
学
者
と
し
て
の
地
位
は
必
ら
ず
し
も
明
ら

か
で
は
な
く
、
地
味
な
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
国
学
の
実
践
活
動
に
お
い
て
は
権
田
直
助
・
落
合
直
亮
・
相
楽
総
三
ら
と
結
ん
で
多
面

的
で
あ
り
、
岩
倉
具
視
と
の
関
係
も
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
権
田
・
落
合
・
相
楽
と
異
な
る
学
者
と
し
て
の
道
を
歩
ん
で
、

明
治
維
新
後
の
時
代
に
身
を
処
し
た
点
に
特
色
が
あ
る
が
、
詩
歌
の
道
に
も
優
れ
て
い
た
。
最
近
、
幕
末
の
志
士
に
お
け
る
詩
歌
の
重

要
性
が
説
か
れ
る
が
、
武
郷
は
そ
う
し
た
面
で
志
士
と
し
て
の
活
動
と
と
も
に
詩
歌
文
章
に
よ
っ
て
歴
史
の
変
革
期
の
記
録
を
行
っ
た

文
人
と
し
て
の
面
も
備
え
て
い
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
家
系
・
学
統
・
国
学
活
動
な
ど
を
周
辺
の
情
況
・
人
物
な
ど
に
触
れ
な
が
ら
考
察
し
た
。
そ
し
て
文
人
と
し
て

の
意
味
か
ら
は
『
蓬
室
集
』
に
注
目
し
た
の
で
あ
る
。

古

川

清
彦
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た
け
さ
と

飯
田
家
の
系
譜
に
つ
い
て
は
武
郷
の
七
男
飯
田
季
治
の
手
記
（
飯
田
家
蔵
）
が
詳
し
い
の
で
引
い
て
ふ
る
。
「
飯
田
氏
は
、
藤
原
武
智
麿
の

後
商
で
、
累
代
洛
中
に
居
住
し
て
ゐ
た
が
、
左
衛
門
尉
武
基
の
孫
・
武
興
の
時
、
延
宝
二
年
に
始
め
て
江
戸
に
出
で
、
其
子
・
武
常
は
儒

た
け
ふ
さ

学
を
以
て
竹
田
越
前
守
に
召
さ
れ
た
。
而
し
て
其
の
次
男
の
武
総
の
時
に
至
っ
て
、
始
め
て
諏
訪
侯
に
仕
へ
た
の
で
あ
っ
た
。
武
総
は
元

禄
十
五
年
江
戸
に
生
れ
、
十
二
三
歳
に
し
て
能
く
詩
文
を
作
り
、
字
も
亦
た
巧
ゑ
に
書
い
た
の
で
、
親
戚
で
あ
っ
た
服
部
南
郭
が
之
れ
を

奇
と
し
て
、
門
弟
の
人
々
に
も
其
の
噂
な
ど
を
し
た
の
で
あ
っ
た
。
時
に
信
州
高
島
城
主
の
分
家
た
る
諏
訪
美
濃
守
頼
篤
侯
も
、
南
郭
に

文
辞
を
間
は
れ
て
ゐ
た
が
、
武
総
の
事
を
聞
及
ば
れ
て
、
其
子
・
頼
峯
（
元
禄
十
六
年
江
戸
に
生
る
）
の
雇
従
に
之
を
召
さ
れ
た
の
で
、
正

徳
四
年
の
秋
九
月
、
即
ち
部
屋
住
の
中
小
姓
と
為
り
、
父
母
の
膝
下
を
離
れ
て
京
都
に
上
っ
た
。
時
に
武
総
は
十
三
歳
、
頼
峯
は
十
二
歳

で
あ
っ
た
。
然
る
に
享
保
六
年
四
月
、
頼
峯
は
其
の
宗
家
た
る
信
濃
国
高
島
の
城
主
・
諏
訪
忠
虎
侯
の
養
嗣
子
と
為
っ
た
の
で
、
同
年
五

月
十
三
日
頼
峯
に
従
っ
て
江
戸
に
帰
っ
た
。
斯
く
て
同
年
十
二
月
、
頼
峯
は
将
軍
に
謁
し
て
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
、
伊
勢
守
を
拝
し
、

名
を
忠
林
と
改
め
ら
れ
た
。
其
後
、
享
保
十
六
年
諏
訪
入
部
の
時
、
武
総
は
侯
に
従
っ
て
始
め
て
諏
訪
に
至
り
、
尋
い
で
勘
定
奉
行
を
仰

付
ら
れ
、
特
に
公
儀
の
際
は
諏
訪
梶
之
葉
の
御
紋
拝
用
を
聴
さ
れ
た
。
是
は
実
に
破
格
の
事
で
あ
っ
た
が
、
武
総
を
始
め
累
代
悼
っ
て
用

ゐ
な
か
っ
た
。
凡
そ
斯
う
言
っ
た
有
様
で
、
侯
は
頗
る
優
遇
さ
れ
た
の
で
、
藩
中
に
於
け
る
家
の
格
式
は
勝
れ
て
ゐ
た
が
、
之
に
反
し
て

た
け
た
か

扶
持
は
微
禄
で
あ
っ
た
。
即
ち
此
の
武
総
が
信
州
高
島
の
藩
士
と
な
っ
た
濫
膓
で
、
爾
来
『
武
堯
Ｉ
武
成
ｌ
則
芳
ｌ
武
敏
ｌ
武
郷
』
と
五

代
に
亘
り
、
世
々
諏
訪
侯
に
仕
へ
た
の
で
あ
っ
た
ｏ
」

武
郷
は
こ
の
飯
田
家
に
幕
末
の
文
政
十
年
（
六
三
十
二
月
六
日
、
芝
金
杉
の
将
監
橋
近
く
の
諏
訪
藩
邸
内
で
生
ま
れ
た
。
幼
名
は
彦

一
、
家
系
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も
と
な
り
ふ
き
よ

天
保
八
年
十
一
才
の
時
、
彦
介
は
芝
赤
羽
橋
に
あ
っ
た
服
部
元
済
の
芙
蕊
館
に
入
学
し
漢
学
を
学
ん
だ
。
元
済
は
南
郭
の
曽
孫
で
、
教

ふ
き
よ

育
方
針
は
古
学
・
古
道
に
基
づ
い
て
い
た
。
天
保
十
二
年
元
済
の
病
死
に
よ
っ
て
彦
介
は
芙
藁
館
を
退
学
し
、
翌
十
四
年
十
七
才
で
故
郷

も
り
と

の
諏
訪
に
帰
っ
た
。
元
服
し
て
通
称
を
守
人
と
改
め
、
諜
名
を
武
郷
と
呼
ん
で
、
高
島
藩
士
と
な
っ
た
。
武
郷
の
記
し
た
『
蓬
室
手
記
』

（
飯
田
家
蔵
）
に
よ
れ
ば
「
弘
化
三
年
丙
午
ノ
頃
ヨ
リ
皇
朝
ノ
古
書
ヲ
読
、
、
、
ハ
シ
ム
和
歌
ヲ
モ
ョ
ミ
習
ヘ
リ
海
野
勝
翁
先
生
門
一
一
入
千
野
方

義
立
木
定
保
等
歌
ノ
友
タ
リ
ニ
十
才
。
」
と
あ
る
。
先
に
本
居
宣
長
の
著
書
を
読
ん
で
国
学
に
志
し
た
武
郷
は
天
保
十
四
年
平
田
篤
胤
没

ゆ
き
の
り

後
の
門
人
と
な
っ
た
。
十
八
才
で
再
び
江
戸
に
遊
ん
だ
武
郷
は
、
澁
翁
海
野
幸
典
の
門
に
入
っ
て
和
歌
を
学
ん
だ
の
で
あ
る
。
漢
学
・
国

学
・
歌
学
の
三
者
を
修
め
た
こ
と
が
、
『
日
本
書
記
通
釈
』
の
業
績
を
始
め
、
武
郷
の
種
々
の
活
動
の
源
泉
と
な
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で

も
あ
る
ま
い
。
な
お
『
蓬
室
手
記
』
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
な
記
事
が
見
ら
れ
る
。
「
嘉
永
二
年
己
四
十
二
月
山
中
氏
長
女
順
ヲ
婆
ル
。
同

三
年
改
名
守
人
。
同
四
年
九
月
十
四
日
男
子
生
一
一
ル
干
片
羽
山
中
氏
家
一
幼
名
彦
介
後
改
繁
八
。
同
六
年
二
月
伊
勢
参
宮
京
阪
二
遊
ブ
岡
村

氏
宅
二
十
日
斗
滞
留
大
和
地
方
二
廻
り
京
都
御
所
ヲ
拝
シ
三
月
下
旬
出
立
東
海
道
ヲ
経
テ
遠
州
浜
松
飯
島
氏
二
至
ル
暫
時
滞
溜
夫
ヨ
リ
甲

州
ヲ
経
テ
諏
訪
二
帰
ル
干
時
四
月
初
旬
也
。
同
六
月
ア
メ
リ
カ
船
浦
賀
二
来
ル
天
下
沸
騰
。
同
七
年
二
月
七
日
永
夫
生
ル
」
ｏ
嘉
永
五
年
二

十
六
才
の
時
『
日
本
書
紀
』
の
註
釈
害
を
作
成
す
る
願
い
を
立
て
、
翌
六
年
伊
勢
参
宮
を
し
て
そ
の
事
業
完
成
を
祈
願
し
た
武
郷
は
京
都

に
廻
っ
て
御
所
を
拝
し
、
諏
訪
に
帰
っ
て
書
紀
通
釈
の
仕
事
に
着
手
、
四
十
八
年
間
努
力
し
て
、
亡
く
な
る
前
年
に
完
成
す
る
の
で
あ

介
、
五
六
才
で
四
書
を
素
読
し
記
憶
力
が
抜
群
と
い
わ
れ
た
。
天
保
三
年
、
父
武
敏
が
三
十
九
才
の
若
さ
で
病
没
、
母
て
い
も
実
家
に
戻

り
、
五
才
で
孤
児
と
な
っ
た
彦
介
は
叔
父
に
引
き
取
ら
れ
た
。

二
、
学
統
な
ど
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る
。
な
お
妻
順
子
は
安
政
四
年
に
二
十
九
歳
で
亡
く
な
り
、
翌
年
そ
の
妹
ぶ
ん
子
（
没
九
○
）
を
め
と
っ
た
の
で
、
武
郷
は
七
男
三
女
の
子

福
者
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
武
夫
（
嘉
永
四
年
生
、
明
治
三
二
年
没
、
四
九
）
、
永
夫
（
安
政
元
年
生
、
別
家
大
正
七
年
没
、
六
五
）
、
安
国
（
松

ア
キ
ョ

田
家
、
没
二
八
）
、
一
子
（
長
女
、
早
世
）
、
元
彦
（
服
部
家
、
没
七
一
）
、
慶
子
（
慶
応
三
年
生
、
大
和
田
建
樹
へ
嫁
す
、
没
二
七
）
、
明
代
子
（
明

寺
勿
卜
Ｏ
ハ
ル

治
三
年
生
、
小
沢
侃
二
へ
嫁
す
、
没
八
○
）
、
治
彦
（
明
治
六
年
生
、
特
許
局
審
査
官
、
弁
理
士
没
八
六
）
、
弟
治
（
明
治
十
年
生
、
没
三
九
）
、
季
治
（
明

治
十
五
年
生
、
歌
人
国
学
者
、
没
七
七
）
ら
を
数
え
た
。

万
延
元
年
三
月
三
日
、
菫

の
歌
を
詠
ん
で
手
向
け
た
。

反
歌

い
ま
よ
り
の
後
の
栄
を
思
ふ
に
は
ま
だ
色
う
す
ぎ
花
ざ
く
ら
か
な
（
『
蓬
室
集
』
）

ま
た
幕
末
か
ら
明
治
維
新
に
か
け
て
の
変
遷
に
つ
い
て
は
「
思
往
事
」
と
題
す
る
文
章
で
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

と
も
し
火
を
か
坐
げ
て
つ
く
づ
く
と
思
ひ
出
づ
れ
ぱ
。
か
ぎ
り
な
く
か
は
れ
る
ょ
を
も
見
し
か
な
◎
そ
の
折
々
に
つ
け
て
心
も
は
た

千
々
に
か
は
れ
る
ぞ
あ
や
し
き
。
天
保
の
す
ゑ
。
弘
化
の
は
じ
め
な
ど
。
徳
川
の
代
も
い
ま
だ
さ
か
り
な
る
こ
ろ
ほ
ひ
に
て
。
あ
り

あ
づ
さ
ゆ
み
は
る
咲
く
花
の
桜
田
の
そ
の
名
に
あ
え
て
ま
す
ら
を
が
た
て
し
い
さ
を
は
花
の
ご
と
千
代
に
か
を
ら
む
花
の

ご
と
千
代
に
さ
か
え
む
十
あ
ま
り
七
の
ぎ
ゑ
ら
が
十
あ
ま
り
七
の
は
る
経
て
と
し
ど
し
に
匂
ふ
い
ろ
か
の
そ
は
る
お
も
へ

は

三
、
国
学
活
動

義
士
十
七
名
が
桜
田
門
外
に
大
老
伊
井
直
弼
を
刺
殺
す
る
事
件
が
起
っ
た
。
後
に
そ
の
十
七
年
祭
に
武
郷
は
左

－ 3 6 －



飯田武郷とその周辺（古川）

な
れ
た
る
政
に
は
何
の
こ
こ
ろ
も
あ
ら
ざ
り
ぎ
。
嘉
永
。
安
政
の
こ
ろ
よ
り
。
こ
と
国
の
こ
と
世
に
お
こ
り
け
り
。
さ
る
に
つ
け
て

は
。
や
う
や
う
世
に
も
も
て
わ
づ
ら
ひ
草
と
ぞ
な
れ
り
け
る
。
は
て
は
て
は
上
を
な
や
ま
し
国
を
そ
こ
な
ふ
に
も
至
れ
り
け
り
。
そ

の
か
み
思
ひ
け
る
や
う
。
あ
は
れ
い
に
し
へ
は
。
み
か
ど
こ
そ
天
の
下
の
事
は
し
り
た
ま
ひ
に
け
れ
。
中
ご
ろ
よ
り
幕
府
と
い
ふ
も

の
は
じ
ま
り
て
。
君
を
ぱ
。
な
い
が
し
ろ
に
す
め
り
。
こ
れ
は
。
ま
こ
と
の
道
に
あ
ら
ず
。
い
か
で
。
む
か
し
に
立
ち
か
へ
ら
せ
て

し
が
な
と
。
は
じ
め
て
わ
れ
も
人
も
思
ひ
そ
め
た
り
け
り
。
文
久
。
元
治
と
な
り
て
は
。
古
き
軍
物
語
に
こ
そ
は
見
つ
れ
。
ゆ
め
に

も
ま
だ
知
ら
ざ
り
し
戦
と
い
ふ
こ
と
。
こ
な
た
か
な
た
に
起
り
。
お
と
に
の
み
聞
き
つ
る
矢
さ
け
び
の
声
さ
へ
耳
に
ふ
れ
し
ぞ
其
を

り
は
い
と
あ
や
し
か
り
し
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
ゑ
か
ど
の
御
代
を
願
ふ
は
こ
の
頃
ぞ
ざ
か
り
に
な
り
ぬ
る
。
あ
る
は
異
国
の
舟
ど
も

と
戦
ひ
。
あ
る
は
長
門
の
国
に
討
手
の
軍
を
起
し
な
ど
。
さ
ま
ざ
ま
の
事
あ
り
し
な
か
よ
り
。
さ
ば
か
り
か
た
め
た
り
し
。
二
百
余

年
の
征
夷
府
の
お
き
て
も
。
く
づ
れ
そ
め
て
は
竜
田
の
川
の
に
ご
れ
る
名
の
み
ぞ
流
し
け
る
。
か
く
て
も
い
ま
だ
祖
宗
の
こ
こ
ろ

を
お
も
ひ
。
家
頼
の
ま
こ
と
を
つ
く
し
け
る
と
も
が
ら
も
。
天
の
下
半
に
す
ぎ
に
け
れ
ば
。
た
や
す
く
は
え
う
ご
か
じ
も
の
を
と
。

た
れ
も
た
れ
も
う
ち
思
ひ
け
り
。
慶
応
に
な
り
て
。
に
は
か
に
将
軍
の
職
を
辞
し
。
政
の
も
と
を
朝
廷
に
還
し
ま
ゐ
ら
す
と
の
ふ
ゑ

を
ぱ
捧
げ
た
る
。
上
に
も
や
が
て
そ
の
請
を
許
し
た
ま
ひ
け
る
よ
。
天
の
下
の
人
ど
も
。
誰
か
は
始
め
て
打
ち
お
ど
る
か
ざ
ら
む
。

お
も
は
い
に
伏
見
の
戦
に
は
か
に
は
じ
ま
り
。
ぎ
の
ふ
ま
で
天
下
を
打
ち
な
び
け
し
将
軍
も
。
朝
敵
と
い
ふ
名
お
へ
る
な
ど
は
。
お

な
じ
世
に
あ
る
ら
む
事
と
も
思
は
れ
ず
。
げ
に
夢
の
中
な
る
夢
な
り
し
か
な
。
か
く
て
も
。
彼
の
い
か
で
と
願
ひ
わ
た
り
し
み
か
ど

の
御
代
に
。
い
つ
し
か
立
ち
か
へ
り
ぬ
る
う
れ
し
さ
は
。
や
ら
む
か
た
こ
そ
な
か
り
し
か
。
国
々
。
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
を
し
れ
り
し
君

た
ち
も
皆
承
か
ど
の
御
捉
に
従
ひ
て
そ
の
所
領
を
奉
り
。
そ
の
下
と
あ
る
武
士
ど
も
の
。
勢
。
猛
な
り
し
も
。
あ
る
は
も
の
つ
く
る

民
と
な
り
。
あ
る
は
物
う
る
商
人
と
な
り
な
ど
。
目
の
前
に
立
ち
か
は
れ
る
世
こ
そ
。
げ
に
思
ひ
も
あ
へ
ざ
り
け
れ
。
よ
き
事
に
は

あ
し
き
こ
と
が
こ
も
れ
る
わ
ざ
と
か
。
今
と
な
り
て
は
異
国
の
あ
や
し
き
心
さ
へ
う
ち
ま
じ
り
て
。
賢
こ
ぎ
お
ほ
ん
う
へ
を
さ
へ
に
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二
年
岩
倉
具
視
公
、
密
か
に
勤
王
の
志
士
を
懐
撫
す
。
武
郷
之
に
与
る
。

三
年
武
郷
、
密
か
に
勤
王
の
士
を
糾
合
す
。

元
治
元
年
十
一
月
二
十
日
、
武
田
耕
雲
斉
、
信
州
和
田
峠
に
戦
ふ
。

慶
応
二
年
三
月
十
五
日
、
家
督
を
長
男
武
夫
に
譲
り
、
討
幕
の
機
の
熟
す
る
に
備
ふ
。

と
あ
っ
て
、
「
密
か
に
」
の
時
期
の
正
確
は
別
と
し
て
も
当
時
の
武
郷
の
情
況
が
偲
ば
れ
る
。

そ
の
頃
、
高
島
藩
主
諏
訪
侯
は
幕
府
の
老
中
で
あ
っ
た
の
で
、
佐
幕
の
藩
士
が
武
郷
の
動
向
や
身
辺
を
調
べ
る
者
が
あ
っ
た
が
、
武
郷

は
之
に
屈
せ
ず
、
下
諏
訪
に
本
営
を
置
い
て
勤
王
の
志
士
を
糾
合
し
て
機
の
熟
す
る
の
を
待
っ
て
い
た
。
武
郷
は
江
戸
で
友
人
権
田
直

助
、
落
合
直
亮
ら
と
謀
り
、
数
百
人
の
同
志
を
統
率
し
て
い
た
。
偶
小
嶋
四
郎
将
満
と
い
う
者
が
変
名
し
て
相
楽
総
三
と
称
し
、
勤
王
の

戸
に
出
た
と
い
わ
れ
る
。

「
飯
田
武
郷
翁
年
譜
」
（
『
日
本
妻

文
久
元
年
諏
訪
に
帰
る
。

さ
た
す
る
者
も
や
う
や
う
あ
り
と
か
。
人
は
。
お
の
が
ま
ま
順
に
ふ
る
ま
ふ
こ
と
わ
り
あ
り
。
の
り
蝿
は
君
の
心
に
お
こ
な
ふ
も
の

に
あ
ら
ず
な
ど
。
心
に
ま
か
せ
た
る
こ
と
を
云
ふ
ら
む
よ
・
今
よ
り
後
は
た
如
何
な
る
さ
ま
に
か
変
り
ゆ
か
む
と
す
ら
む
。
い
に
し

へ
の
か
し
こ
き
代
々
の
帝
の
。
定
め
お
き
た
ま
ひ
け
む
国
の
徒
も
。
遂
に
は
亡
び
は
て
ま
し
と
。
か
の
憂
か
り
し
世
さ
へ
。
今
更
に

も
の
に
も
が
な
や
と
打
ち
う
め
か
る
る
ぞ
わ
り
な
ぎ
。
五
十
路
に
い
さ
さ
か
あ
ま
り
ぬ
る
身
に
さ
へ
か
か
り
。
ま
し
て
さ
か
し
き
老

人
も
い
ま
だ
多
く
ぞ
世
に
は
残
り
た
め
る
。
如
何
な
る
お
も
ひ
を
か
な
す
ら
む
。
い
と
も
い
と
も
き
か
ま
ほ
し
く
て
。
（
『
蓬
室
集
』
）

平
田
派
の
国
学
者
と
し
て
の
歴
史
観
が
よ
く
う
か
が
え
る
文
章
で
、
動
乱
の
世
に
生
き
た
者
の
実
感
が
流
露
し
て
い
る
。

さ
て
幕
末
尊
王
懐
夷
の
論
が
起
っ
た
時
、
王
政
復
古
の
主
動
は
岩
倉
具
視
公
で
、
公
か
ら
武
郷
に
密
旨
が
あ
っ
て
、
憂
憤
を
懐
い
て
江

（
『
日
本
書
紀
通
釈
』
索
引
。
以
下
、
年
譜
と
略
称
）
に
よ
れ
ば
、
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闘
士
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
江
戸
の
総
監
と
し
、
直
亮
を
副
総
監
と
し
て
諸
国
同
志
の
連
絡
を
図
っ
た
。
権
田
・
落
合
・
相
楽
の
三
者
に
つ

権
田
直
助
（
穴
只
’
六
毛
）
は
幕
末
か
ら
明
治
中
期
の
医
家
、
国
学
者
。
武
蔵
入
間
郡
毛
呂
本
郷
の
人
。
二
十
三
歳
の
時
、
平
田
篤
胤

の
門
に
入
っ
た
。
文
久
三
年
上
京
し
て
王
政
復
古
を
謀
り
、
慶
応
三
年
の
秋
西
郷
隆
盛
と
相
談
し
て
江
戸
薩
藩
邸
に
入
り
、
ま
た
上
京
し

て
岩
倉
具
視
の
意
を
承
け
て
江
戸
と
京
都
と
の
間
を
往
来
し
た
。
維
新
後
、
大
学
中
博
士
、
相
州
阿
夫
利
神
社
、
伊
豆
三
島
神
社
、
皇
典

講
究
所
等
を
歴
任
し
、
明
治
二
十
年
、
七
十
九
才
で
没
し
た
。

な
お
あ
き

落
合
直
亮
（
穴
云
ｌ
穴
茜
）
幕
末
、
明
治
時
代
の
国
学
者
。
文
政
十
一
年
武
蔵
南
多
摩
郡
駒
木
野
村
に
生
ま
る
。
直
文
の
養
父
。
国
学

を
堀
秀
成
に
学
び
、
文
久
三
年
幕
府
が
浪
士
を
募
る
に
応
じ
て
上
京
し
、
清
川
八
郎
・
藤
本
鉄
石
ら
と
王
事
に
奔
走
し
た
。
維
新
後
官
途

に
就
き
、
伊
奈
県
判
事
、
陸
前
志
波
彦
神
社
、
塩
釜
神
社
、
浅
間
神
社
等
を
歴
任
し
、
明
治
二
十
七
年
、
六
十
七
才
で
没
し
た
。

さ
が
ら
そ
う
ぞ
う

相
楽
総
三
（
穴
９
１
１
天
交
）
討
幕
浪
士
隊
の
隊
長
で
小
島
四
郎
と
も
い
う
。
天
保
十
一
年
生
ま
れ
。
小
島
家
は
、
元
来
が
下
総
北
相
馬

の
豪
農
の
出
身
で
あ
る
が
、
二
十
歳
の
時
に
は
兵
学
と
国
学
と
を
門
人
に
識
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
。
赤
城
山
や
筑
波
山
の
討
幕
挙
兵
に
参

加
し
、
更
に
慶
応
二
年
か
ら
三
年
に
か
け
て
京
都
で
討
幕
準
備
の
運
動
に
参
加
し
た
。
江
戸
に
帰
っ
た
小
島
は
名
を
相
楽
総
三
と
改
め
、

総
数
五
百
名
に
の
ぼ
る
浪
士
隊
の
隊
長
と
な
っ
た
。
し
か
し
挙
兵
に
失
敗
し
て
、
相
楽
は
薩
摩
藩
の
軍
艦
で
品
川
か
ら
兵
庫
へ
逃
れ
た
。

明
治
元
年
、
京
都
へ
入
っ
た
同
志
二
十
余
名
は
西
郷
隆
盛
の
命
令
で
す
ぐ
赤
報
隊
に
参
加
し
た
。
桑
名
へ
進
ん
だ
と
き
赤
報
隊
に
帰
京
命

令
が
発
せ
ら
れ
た
が
、
相
楽
の
ひ
き
い
る
一
隊
は
自
ら
東
山
道
先
鋒
響
導
隊
と
し
て
信
州
へ
進
ん
だ
。
そ
の
た
め
つ
い
に
東
山
道
鎮
撫
総

督
岩
倉
具
視
か
ら
、
軍
令
違
反
の
罪
で
追
討
の
命
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
相
楽
は
捕
え
ら
れ
て
、
三
月
三
日
冷
雨
の
降
る
諏
訪
で
死
刑

い
て
記
そ
う
。

に
処
せ
ら
れ
た
。

そ
の
死
を
惜
し
ん
で
武
郷
に
次
の
作
品
が
あ
る
。
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下
諏
訪
で
斬
罪
に
服
し
さ
ら
し
首
に
さ
れ
た
相
楽
の
首
級
を
奪
っ
て
仮
葬
し
た
武
郷
は
、
京
都
に
上
り
、
権
田
・
落
合
な
ど
と
岩
倉
邸

に
伺
候
し
て
、
相
楽
を
斬
っ
た
非
を
責
め
る
と
、
岩
倉
は
相
楽
が
軍
律
を
乱
し
た
た
め
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
事
情
を
説
明
し
た
。

そ
れ
で
納
得
し
た
三
人
は
協
力
し
て
、
岩
倉
の
た
め
建
白
し
た
り
諮
問
に
応
じ
た
り
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
間
の
事
情
を
高
木
俊
輔
氏

は
そ
の
著
『
幕
末
の
志
士
牌
臓
抑
明
』
（
昭
和
五
一
、
中
公
新
書
で
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
「
『
偽
官
軍
』
の
同
志
の
仕
官
に
は
、
し
ば
し

ば
岩
倉
具
視
の
斡
旋
が
は
た
ら
い
て
い
た
。
と
い
っ
て
も
、
彼
ら
は
『
偽
官
軍
』
事
件
後
、
同
志
厳
罰
を
指
令
し
た
黒
幕
は
岩
倉
だ
と
ゑ

て
、
そ
の
暗
殺
計
画
を
す
す
め
た
。
し
か
し
、
彼
ら
の
怒
り
は
、
早
く
も
岩
倉
の
側
近
に
感
づ
か
れ
、
先
手
を
打
た
れ
て
説
得
さ
せ
ら
れ

て
し
ま
う
の
だ
が
、
そ
の
見
返
り
に
岩
倉
が
落
着
き
場
所
を
見
つ
け
て
は
与
え
た
、
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
。
（
中
略
）
ど
れ
も
が
、
平
田

視
と
の
関
係
を
説
い
て
い
る
。

塚
）
が
遺
跡
と
し
て
あ
る
。

な
お
相
楽
に
つ
い
て
は
長
谷
川
伸
箸
『
相
楽
総
三
と
そ
の
同
志
』
（
昭
和
一
八
、
新
小
説
社
）
が
詳
し
く
、
下
諏
訪
中
汐
町
に
相
楽
塚
（
魁

ま
た
武
郷
に
つ
い
て
は
箕
山
坂
本
辰
之
助
著
晶
輔
識
壮
飯
田
武
郷
翁
伝
』
（
昭
和
一
九
、
明
文
社
）
が
詳
細
で
、
特
に
武
郷
と
岩
倉
具

花
な
ら
ば
咲
か
ま
し
も
の
を
花
な
ら
ば
散
ら
ま
し
も
の
を
花
な
ら
ぬ
小
じ
ま
の
き
み
は
冬
ご
も
り
春
の
や
よ
ひ
の
さ
く
ら

花
さ
く
を
も
待
た
で
時
の
ま
に
う
つ
る
ひ
に
け
り
う
つ
せ
み
は
は
か
な
き
も
の
か
国
の
た
め
君
の
み
た
め
と
た
ら
ち
ね
の

親
を
も
わ
か
れ
わ
か
く
ざ
の
妻
を
も
お
き
て
梓
弓
ゆ
は
ず
ふ
り
お
こ
し
い
つ
る
矢
の
末
も
と
ほ
ら
ず
剣
太
刀
た
か
み
お
し

ね
り
み
が
き
つ
る
心
も
と
け
ず
ま
す
ら
を
や
悲
し
か
り
け
む
大
丈
夫
の
か
な
し
く
は
あ
れ
ど
あ
ま
が
け
り
後
こ
そ
み
ら
め

国
が
け
り
い
ま
こ
そ
し
ら
め
世
の
人
の
か
た
り
つ
た
へ
て
あ
め
つ
ち
に
残
る
そ
の
名
は
春
花
の
さ
か
ゆ
る
が
ご
と
香
に
匂

ふ
ご
と
（
『
蓬
室
集
』
）

悼
小
島
四
郎
将
満
歌
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没
後
門
人
か
そ
の
影
響
の
つ
よ
い
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
岩
倉
の
説
得
を
受
け
て
暗
殺
を
中
止
し
、
戌
辰
閨
四
月
の
官
制
が
敷
か
れ
た
後

で
、
彼
ら
は
維
新
政
府
の
下
級
職
に
つ
く
こ
と
に
な
る
。
権
田
直
助
は
、
明
治
二
年
二
月
刑
法
官
監
察
知
事
と
な
り
同
八
月
皇
漢
医
道
御

用
掛
に
、
落
合
直
亮
は
、
明
治
元
年
の
う
ち
に
刑
法
官
監
察
司
判
事
と
な
り
伊
那
県
判
事
と
し
て
赴
任
し
、
科
野
東
一
郎
も
刑
法
官
監
察

司
に
入
り
北
海
道
開
拓
使
の
下
級
吏
員
と
な
っ
た
。
そ
の
他
い
く
つ
か
の
出
仕
例
は
あ
る
が
、
落
合
の
赴
任
し
た
伊
那
県
を
承
る
と
、
そ

の
官
吏
に
は
、
か
つ
て
の
尊
王
懐
夷
論
者
や
平
田
門
国
学
者
が
、
ひ
し
め
い
て
い
た
。
」
（
一
六
七
’
一
六
八
・
ヘ
ー
ジ
）

こ
の
よ
う
に
相
楽
総
三
ら
赤
報
隊
の
偽
官
軍
事
件
の
処
刑
は
平
田
派
に
と
っ
て
大
き
な
転
換
期
を
も
た
ら
し
、
そ
の
凋
落
を
早
め
る
一

方
、
慶
応
四
年
九
月
に
は
京
都
皇
学
所
が
九
条
邸
に
設
け
ら
れ
、
京
都
皇
学
所
御
用
係
に
平
田
派
か
ら
矢
野
玄
道
・
玉
松
操
・
平
田
鎮
胤

ら
と
共
に
武
郷
は
採
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
京
都
大
学
の
創
立
（
同
年
士
一
月
）
で
あ
っ
て
、
彼
は
権
田
・
落
合
の
両
人
と
異
な
る
学
者

と
し
て
の
道
を
歩
み
始
め
た
の
で
あ
る
。

な
お
芳
賀
登
氏
が
『
幕
末
国
学
の
研
究
』
（
昭
和
五
五
年
三
月
、
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
）
で
「
出
流
山
、
岩
船
山
事
件
の
ご
と
ぎ
も
、
最

近
、
長
谷
川
伸
の
『
相
楽
総
三
と
そ
の
同
志
』
や
、
栗
原
彦
三
郎
の
『
出
流
山
義
軍
』
の
よ
う
な
書
に
よ
っ
て
、
漸
く
始
終
の
顛
末
が
明

ら
か
に
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
書
に
は
、
詩
歌
を
あ
げ
る
も
の
が
殆
ん
ど
な
い
。
こ
の
よ
う
な
と
り
あ
つ
か
い
は
歌
の
こ
こ
ろ
を

失
っ
て
、
国
風
の
根
源
を
確
か
め
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
と
り
あ
つ
か
い
に
、
根
本
的
な
誤
り
が
あ
る
。
長
谷
川
伸
は
『
将
満
遣
草
』
を

あ
ま
り
参
考
に
し
て
は
い
な
い
。
詩
歌
に
あ
ら
わ
れ
た
志
士
の
悲
願
を
と
り
あ
げ
な
い
、
た
だ
事
件
の
形
骸
の
承
を
さ
ぐ
る
も
の
で
、
志

士
の
精
神
を
と
り
あ
げ
な
い
態
度
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
事
件
に
お
い
て
、
義
挙
の
先
頭
に
立
つ
志
士
は
、
い
ず
れ
も
す
ぐ

れ
た
詩
歌
の
作
が
あ
る
。
と
く
に
、
そ
の
参
加
者
に
は
、
平
田
篤
胤
・
鉄
胤
の
門
下
が
多
く
、
平
田
派
の
国
学
を
奉
じ
る
人
々
で
あ
っ

た
。
」
（
四
七
三
’
四
七
四
。
ヘ
ー
ジ
）
と
志
士
に
お
け
る
詩
歌
の
重
要
性
を
説
か
れ
る
が
、
武
郷
に
お
い
て
も
こ
の
指
摘
は
正
し
い
。
前
掲
の
よ

う
に
武
郷
に
「
悼
小
島
四
郎
将
満
歌
」
が
あ
り
、
真
情
が
こ
も
っ
て
い
る
。
明
治
三
十
六
年
六
月
二
十
六
日
に
飯
田
季
治
に
よ
っ
て
出
版
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さ
れ
た
『
蓬
室
集
』
に
は
短
歌
・
長
歌
・
文
詞
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
千
五
百
余
首
の
和
歌
、
七
十
余
篇
の
文
章
、
そ
れ
ぞ
れ
に
格
調

が
正
し
く
、
国
学
者
の
気
慨
が
あ
る
。
例
え
ば
「
二
荒
紀
行
」
（
明
治
十
八
年
）
の
一
節
に
「
陽
明
門
。
唐
門
。
拝
殿
。
本
社
。
奥
院
。
な

ど
。
す
べ
て
こ
が
れ
し
ろ
が
れ
を
ち
り
ば
め
た
る
さ
ま
は
、
か
ね
て
か
ば
か
り
こ
そ
は
あ
ら
め
と
。
思
ひ
し
心
に
は
さ
し
も
お
ど
ろ
か
れ

ず
。
よ
し
や
お
ど
ろ
く
ば
か
り
な
り
と
も
。
す
へ
ら
ぎ
の
御
た
め
に
。
ま
め
な
ら
ぬ
臣
の
あ
と
と
ど
め
た
ら
む
ゑ
や
居
は
。
さ
ら
に
な
つ

か
し
か
ら
ず
。
北
条
氏
の
あ
と
に
な
ら
ひ
て
。
先
帝
を
遠
き
嶋
に
し
も
遷
し
奉
ら
む
と
か
ま
へ
け
る
よ
。
い
か
な
る
よ
き
事
世
に
多
か
り

と
て
。
こ
の
臣
の
心
の
底
ひ
は
思
ひ
知
ら
る
る
か
し
。
か
か
る
事
い
ふ
は
あ
し
と
人
の
云
ふ
ら
め
ど
も
。
こ
の
日
記
な
ど
。
人
に
見
す
べ

き
も
の
に
あ
ら
れ
ば
と
て
心
や
り
に
。
」
と
あ
る
な
ど
は
武
郷
の
徳
川
氏
に
対
す
る
考
え
を
示
し
て
い
る
。

明
治
二
年
。
高
島
藩
に
帰
っ
て
皇
学
所
教
授
と
な
っ
た
が
、
明
治
五
年
、
廃
藩
置
県
と
と
も
に
皇
学
所
も
廃
さ
れ
た
。
翌
六
年
三
月
、

ぬ
き
の
さ
き

気
比
神
宮
の
宮
司
に
任
じ
、
そ
の
後
、
貫
前
・
諏
訪
・
浅
間
な
ど
の
宮
司
に
な
っ
た
が
、
九
年
宮
司
を
辞
し
て
東
京
に
移
り
、
大
教
院
教

所
講
師
と
な
っ
た
。
十
一
年
太
政
官
修
史
館
御
用
掛
、
十
三
年
東
京
大
学
教
授
と
な
っ
た
が
、
十
九
年
そ
れ
を
辞
し
た
。
二
十
一
年
皇
典

講
究
師
、
二
十
三
年
国
学
院
講
師
と
な
り
、
二
十
四
年
慶
応
義
塾
教
授
、
二
十
六
年
神
宮
教
校
教
授
、
二
十
九
年
帝
国
大
学
文
科
大
学
講

師
と
な
っ
た
。
し
か
し
三
十
九
年
九
月
眼
疾
に
か
か
り
、
帝
国
大
学
講
師
等
を
す
べ
て
辞
し
た
。
そ
の
間
、
明
治
十
六
年
に
井
上
頼
圀
・

久
米
幹
文
ら
と
史
学
協
会
を
設
立
、
十
九
年
に
は
そ
の
後
身
と
も
見
ら
れ
る
大
八
洲
学
会
に
参
加
し
て
「
大
八
洲
学
会
雑
誌
」
を
発
刊
し

て
国
学
・
歌
壇
の
た
め
に
貢
献
し
た
。
ま
た
嘉
永
五
年
、
二
十
六
歳
の
時
に
起
稿
し
て
以
来
、
動
乱
の
時
期
に
も
研
究
を
続
け
た
『
日
本

書
紀
通
釈
』
七
十
巻
を
明
治
三
十
二
年
脱
稿
、
四
十
八
年
間
の
苦
心
の
結
果
を
完
成
し
た
。
同
年
伊
勢
参
宮
、
神
宮
皇
学
館
か
ら
講
義
を

四
、
明
治
期
の
業
績
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頼
ま
れ
伊
勢
に
滞
在
し
て
発
病
、
三
十
三
年
（
元
呂
）
二
月
帰
京
し
て
療
養
し
た
が
、
八
月
二
十
六
日
、
七
十
四
才
で
没
し
青
山
墓
地
に
葬

が
。
身
ま
か
ら
せ

ば
。
今
年
に
て
四

ら
る
る
ぞ
か
し
ｏ
」

大
和
田
建
樹
の
『
蓬
室
集
』
解
説
に
は
次
の
文
章
が
あ
っ
て
、
武
郷
の
日
常
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
「
大
人
が
世
の
ぎ
は
永
の
御
事
業

は
日
本
書
紀
の
通
釈
に
あ
り
し
は
、
人
の
知
れ
る
と
こ
ろ
。
い
つ
ま
ゐ
り
て
も
文
机
の
上
に
日
本
書
紀
を
見
ぬ
事
な
く
。
赤
き
青
き
白
き

筆
し
て
書
き
入
れ
た
る
上
に
書
き
入
れ
。
校
合
し
て
は
直
し
。
直
し
て
は
訂
正
し
な
ど
。
よ
く
も
か
く
ま
で
と
驚
か
る
る
事
多
か
り
し

が
。
身
ま
か
ら
せ
給
ふ
四
五
年
前
に
。
お
の
れ
通
釈
を
書
き
は
じ
め
た
る
は
、
武
夫
の
生
れ
た
る
又
の
年
に
て
。
嘉
永
元
年
な
り
し
か

ぱ
。
今
年
に
て
四
十
五
年
に
な
り
ぬ
。
思
へ
ぱ
永
の
な
じ
ゑ
な
り
と
語
り
給
へ
り
。
か
い
な
で
の
御
筆
ず
さ
び
な
ら
い
は
、
是
に
て
も
知

な
お
、
武
郷
の
三
女
を
妻
と
し
た
小
沢
侃
二
の
親
戚
筧
克
彦
（
法
学
博
士
）
は
所
謂
筧
神
道
を
説
い
た
が
、
武
郷
か
ら
影
響
を
受
け
た
学

者
と
し
て
挙
げ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

ら
れ
た
。

な
お
嗣
子
の
季
治
は
家
学
を
継
い
で
『
和
歌
秘
伝
紗
』
『
評
釈
業
平
全
集
』
『
詳
訳
徒
然
草
』
『
日
本
書
紀
新
講
』
『
古
語
拾
遺
新
講
』

『
標
註
旧
癖
紀
校
本
』
等
の
著
書
が
あ
る
ほ
か
、
和
歌
も
詠
ん
で
大
日
本
歌
道
会
を
主
宰
し
た
。

大
正
七
年
に
六
十
五
才
で
没
し
た
次
男
飯
田
永
夫
に
は
『
日
本
上
古
史
評
論
、
原
名
英
訳
古
事
記
』
（
英
人
チ
ャ
ン
バ
ー
レ
ー
ン
著
、
明
治

一
三
年
四
月
刊
行
）
の
訳
業
が
あ
り
、
武
郷
の
ほ
か
、
田
中
頼
庸
・
小
中
村
清
矩
・
栗
田
寛
・
木
村
正
辞
・
黒
川
真
頼
が
批
評
を
寄
せ
て
い

る
。
こ
の
年
（
天
灸
）
の
年
齢
は
武
郷
六
十
二
才
、
永
夫
三
十
五
才
、
田
中
五
十
三
才
、
小
中
村
六
十
七
才
、
栗
田
五
十
四
才
、
木
村
六
十

る
。
こ
の
年
（
天
灸
）
の
年
齢
は
ユ

ニ
才
、
黒
川
六
十
才
で
あ
っ
た
。

大
和
田
建
樹
の
『
蓬
室
集
』
や

付
記
。
飯
田
武
郷
の
研
究
資
料
と
し
て
は
昭
和
女
子
大
学
近
代
文
学
研
究
室
編
著
の
『
近
代
文
学
研
究
叢
書
』
第
四
巻
（
昭
和
三
一
年
九
月
）
の

「
飯
田
武
郷
」
（
山
崎
節
子
氏
執
筆
）
が
詳
細
で
あ
り
、
同
書
を
参
考
に
し
た
点
が
多
い
。
ま
た
飯
田
家
の
当
主
飯
田
幸
郷
氏
（
飯
田
国
際
特
許
法
律
事
務
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所
・
弁
理
士
）
が
快
く
種
々
の
資
料
を
見
せ
て
下
さ
っ
た
御
好
意
に
厚
く
謝
意
を
表
す
る
。
な
お
『
日
本
書
紀
通
釈
』
の
特
色
を
説
い
た
も
の
に
は
野

口
武
司
氏
の
「
飯
田
武
郷
」
（
「
国
学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
報
」
昭
和
五
五
年
一
○
月
、
皇
典
講
究
所
草
創
期
の
人
び
と
’
’
第
十
回
ｌ
）
が
あ
る
。

－ 4 4 －


