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城
　
所
　
喬
　
男

宮
城
県
塩
竃
市
の
一
森
山
の
上
に
鎮
座
し
て
い
る
鹽
竈
神
社
は
「
し
お
が
ま
さ

ま
」
と
も
呼
ば
れ
、
陸
奥
国
一
宮
と
し
て
人
々
か
ら
の
信
仰
を
集
め
て
い
る
神
社

で
あ
る
。
ま
た
、
名
所
と
し
て
有
名
な
松
島
に
近
い
事
も
あ
り
、
こ
の
地
を
訪
れ

た
際
に
足
を
延
ば
す
人
々
も
多
く
、
松
尾
芭
蕉
も
松
島
と
共
に
こ
の
神
社
を
訪
れ

て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
人
々
か
ら
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
神
社
で
あ
る
が
、
そ
の
創

建
の
年
代
は
わ
か
っ
て
お
ら
ず
、
今
日
で
は
鹽
土
老
翁
・
経
津
主
神
・
武
甕
槌
神

と
さ
れ
て
い
る
祭
神
に
つ
い
て
も
、
後
述
す
る
江
戸
時
代
に
盛
ん
に
な
っ
た
祭
神

論
争
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
時
代
に
よ
っ
て
揺
ら
ぎ
が
あ
っ
た
。

ま
ず
、
創
建
の
年
代
を
考
え
る
上
で
、
公
的
な
文
書
の
初
出
と
し
て
参
照
さ
れ

る
の
が
、『
延
喜
式
』（
九
二
七
年
成
立
）
巻
二
十
六
の
主
税
上
の
項
目
に
「
鹽
竈

神
」
の
祭
祀
料
「
一
万
束
」
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
注

意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
同
じ
『
延
喜
式
』
の
巻
九
・
十
に
残
さ
れ

て
い
る
「
神
名
帳
」
に
は
鹽
竈
神
社
の
記
載
が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

国
家
の
予
算
か
ら
祭
祀
料
が
支
払
わ
れ
な
が
ら
、
神
社
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い

な
い
か
の
よ
う
な
こ
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、
古
く
か
ら
様
々
な
説
明
が
な
さ
れ
て

い
る
が

一
、
今
日
に
お
い
て
も
明
確
な
答
え
は
出
て
い
な
い
。
た
だ
こ
の
神
社
の

創
建
が
東
北
地
域
の
平
定
と
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
こ
れ
ま
で
の
研

究
で
は
推
測
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
大
塚
徳
郎
氏
は
「
鹽
竈
神
社
史
」
の
中
で
、

ま
ず
東
北
地
域
で
は
蝦
夷
征
伐
の
前
線
に
は
香
取
・
鹿
島
の
神
が
祀
ら
れ
て
い
た

が
、
そ
れ
が
弘
仁
頃
を
境
と
し
て
衰
え
始
め
、
そ
れ
と
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
平
安

初
期
か
ら
経
津
主
神
・
武
甕
槌
神
が
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

述
べ
て
い
る
。
そ
の
前
提
を
基
に
、
地
元
の
人
々
が
元
々
祀
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う

海
の
神
・
地
主
神
と
呼
ぶ
べ
き
神
を
、
平
安
初
期
頃
に
上
記
の
二
つ
の
神
と
共
に

合
祀
す
る
よ
う
に
な
り
、
今
日
の
鹽
竈
神
社
の
原
型
が
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か

と
し
て
い
る
。『
延
喜
式
』
が
成
立
し
た
時
点
で
は
、
香
取
・
鹿
島
の
神
と
比
較

し
て
新
し
い
神
だ
っ
た
た
め
、「
神
名
帳
」
に
鹽
竈
神
社
の
名
が
記
載
さ
れ
て
い

な
い
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る

二
。

大
塚
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
祀
ら
れ
て
い
る
祭
神
が
国
土
平
定
に
関
わ

る
神
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
鹽
竈
神
社
の
創
建
は
朝
廷
に
よ
る
東
北
統
治
政
策
の

一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
鹽
竈
神
社
の
あ
る
塩
竃
市
に
隣
接
し
た
多
賀
城

市
に
は
、
古
代
東
北
地
域
の
政
治
・
軍
事
に
お
け
る
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て

い
た
陸
奥
国
の
国
府
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
も
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
律
令
制
が
崩
れ
、
在
地
勢
力
に
よ
る
支
配
が
各
地
で
起
こ
る
よ
う
に

な
る
と
、
鹽
竈
神
社
を
管
理
す
る
役
目
を
担
う
者
も
在
庁
官
人
、
奥
州
藤
原
氏
、

留
守
氏
、
伊
達
氏
と
い
う
よ
う
に
変
化
し
て
い
く
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
も
有
力
者

に
よ
る
寄
進
や
起
請
文
な
ど
の
記
録
か
ら
、
東
北
地
域
の
主
要
な
神
社
の
一
つ
と

し
て
人
々
に
崇
敬
さ
れ
、
武
士
か
ら
も
東
北
地
域
の
鎮
護
の
神
と
し
て
重
要
視
さ

れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る

三
。

次
に
祭
神
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
今
日
で
は
鹽
土
老
翁
・
経

津
主
神
・
武
甕
槌
神
の
三
柱
の
神
で
定
着
し
て
い
る
。
し
か
し
、
創
建
時
の
曖
昧

一
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さ
と
比
例
す
る
よ
う
に
祭
神
に
つ
い
て
も
諸
説
入
り
乱
れ
て
い
た
。
こ
の
状
況
に

対
し
て
公
式
な
見
解
を
示
し
た
の
が
仙
台
藩
の
四
代
目
藩
主
に
当
た
る
伊
達
綱
村

（
一
六
五
九
―
一
七
一
九
）
で
あ
る
。
彼
は
塩
釜
港
や
そ
こ
に
住
む
民
に
特
権
を

与
え
た
貞
享
二
年
の
特
例
や
、社
殿
の
造
営
に
伴
う
建
築
形
式
の
大
規
模
な
変
更
、

神
職
組
織
の
再
編
な
ど
鹽
竈
神
社
へ
の
改
変
を
行
っ
た
。
こ
の
時
に
成
立
し
た
鹽

竈
神
社
の
社
殿
の
形
式
や
組
織
な
ど
の
枠
組
み
は
大
枠
に
お
い
て
明
治
に
至
る
ま

で
継
承
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
が
、
祭
神
に
つ
い
て
も
『
鹽
竈
社
縁
起
』
を
作

成
す
る
こ
と
で
、
そ
の
議
論
に
終
止
符
を
打
と
う
と
し
た
。
だ
が
実
際
に
は
そ
れ

以
後
も
鹽
竈
神
社
の
祭
神
に
つ
い
て
は
様
々
な
異
説
が
現
れ
て
い
る
。
こ
の
議
論

に
参
加
し
た
の
は
外
部
の
知
識
人
だ
け
で
は
な
く
、
日
常
的
に
祭
神
と
向
き
合
っ

て
い
る
神
官
達
も
強
い
関
心
を
持
っ
て
お
り
、
藤
塚
知
直
の
『
鹽
竈
神
社
記
』
が

そ
の
一
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
藤
塚
知
直
を
輩
出
し
た
藤
塚
家
は
、
代
々

鹽
竈
神
社
の
社
家
で
知
直
が
四
代
目
に
当
た
り
、
息
子
の
知
明
と
共
に
吉
見
幸
和

か
ら
神
学
を
学
ん
で
い
る
。

こ
の
吉
見
幸
和
と
は
、
江
戸
時
代
中
期
の
神
道
家
で
、
尾
張
東
照
宮
の
神
官
の

家
の
出
身
で
あ
り
、
吉
見
恒
幸
の
次
男
と
し
て
延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）
に
生
ま

れ
、宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）、八
十
九
歳
で
そ
の
生
涯
を
終
え
た
人
物
で
あ
る
。

そ
の
代
表
的
な
著
作
は
『
五
部
書
説
弁
』（
一
七
三
六
）
や
『
増
益
弁
卜
抄
俗
解
』、

『
神
代
正
義
』
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ま
た
幸
和
は
藤
塚
家
だ
け
で
は
な
く
、
鹽
竈
神
社
の
神
官
達
に
も
自
ら
の
学
問

を
教
え
て
い
る
。
そ
う
し
た
鹽
竈
神
社
と
幸
和
と
の
関
係
を
窺
わ
せ
る
資
料
と
し

て
、
本
稿
で
は
「
二
霊
祭
并
先
師
祭
祝
詞
」
と
い
う
文
書
に
注
目
し
た
い
。

こ
の
資
料
を
導
き
手
と
し
て
、
彼
ら
鹽
竈
神
社
の
神
官
に
幸
和
が
与
え
た
影
響

に
つ
い
て
現
時
点
で
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
を
ま
と
め
て
み
た
い
と
思
う
。

（
１
）「
二
霊
祭
并
先
師
祭
祝
詞
」
に
つ
い
て

ま
ず
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
「
二
霊
祭
并
先
師
祭
祝
詞
」
に
つ
い
て
基
本
的
な

情
報
を
ま
と
め
て
い
き
た
い
。
こ
の
「
二
霊
祭
并
先
師
祭
祝
詞
」
は
元
々
、
志
賀

鹽
竈
神
社　

正
面
鳥
居
前

（
撮
影
者
：
筆
者
）

左
右
宮
拝
殿

（
撮
影
者
：
筆
者
）

二



家
が
所
蔵
し
て
お
り
、
現
在
は
鹽
竈
神
社
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
志
賀
家
と

は
、
明
治
に
な
る
ま
で
鹽
竈
神
社
の
神
職
を
務
め
て
い
た
家
で
あ
る
。
以
下
大
塚

氏
の
「
鹽
竈
神
社
史
」

四
、
高
橋
正
己
氏
の
「
鹽
竈
神
社
旧
社
人
論
」

五
を
基
に

解
説
を
加
え
た
い
。
こ
の
志
賀
家
は
伊
達
氏
以
前
に
神
主
の
地
位
に
あ
っ
た
留
守

氏
の
代
理
と
し
て
御
幣
大
夫
を
名
乗
り
、
他
の
神
職
の
上
に
立
つ
立
場
と
し
て

神
社
を
取
り
仕
切
っ
て
き
た
と
い
う
。
神
主
で
あ
っ
た
留
守
氏
は
東
北
地
域
を
支

配
し
て
い
た
奥
州
藤
原
氏
が
頼
朝
に
よ
っ
て
討
た
れ
た
後
、
鎌
倉
幕
府
に
よ
っ
て

「
留
守
職
」

六
と
い
う
職
が
置
か
れ
、
伊
沢
家
景
が
こ
れ
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
に

端
を
発
す
る
。
伊
沢
氏
は
職
名
の
留
守
に
名
字
を
改
め
、
そ
の
職
を
世
襲
す
る
と

と
も
に
神
職
を
従
え
る
「
神
主
」
と
し
て
鹽
竈
神
社
の
神
事
に
参
与
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

し
か
し
、
留
守
氏
か
ら
伊
達
氏
に
神
主
の
地
位
が
移
り
変
わ
る
と
、
志
賀
家
は

伊
達
政
宗
に
よ
っ
て
知
行
が
取
り
上
げ
ら
れ
経
済
的
に
困
窮
す
る
よ
う
に
な
る
。

そ
の
後
、
志
賀
家
側
の
願
い
出
も
あ
っ
て
最
終
的
に
知
行
を
い
た
だ
く
こ
と
に

は
な
っ
た
が
、
神
職
と
し
て
の
地
位
を
一
禰
宜
の
次
席
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ

う
し
た
複
雑
な
歴
史
を
辿
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
ル
ー
ツ
は
在
庁
官
人
で
あ
っ

た
と
し
て
い
る

七
こ
と
か
ら
も
、
古
く
か
ら
鹽
竈
神
社
に
仕
え
て
い
る
家
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
た
め
鹽
竈
神
社
の
古
記
録
が
纏
め
ら
れ
て
い
る
『
鹽
竈
神

社
史
』（
古
川
左
京
編…

鹽
竈
神
社
社
務
所…

一
九
三
〇
年
）
に
は
「
志
賀
家
社
例

書
上
並
留
書
」、「
元
禄
宝
永
遷
宮
志
賀
家
記
録
」、「
享
保
十
六
年
遷
宮
志
賀
家
記

録
」、「
志
賀
家
関
係
記
録
」、「
御
幣
大
夫
御
朝
参
神
事
記
」、「
正
徳
叙
位
関
係
記

録
」、「
志
賀
御
幣
大
夫
家
職
被
レ
遊
二
御
尋
一
候
事
」
な
ど
多
く
の
志
賀
家
の
文
書

が
残
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
近
年
、
志
賀
家
の
御
子
孫
か
ら
資
料
が
鹽
竈
神
社
に
寄
贈
さ
れ
た
。

そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
『
江
戸
時
代
鹽
竈
神
社
神
官
文
書
』

八
に
詳
し
い
。
筆

者
は
こ
の
『
江
戸
時
代
鹽
竈
神
社
神
官
文
書
』
に
掲
載
す
る
資
料
の
翻
刻
に
関
わ

る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
作
業
を
進
め
る
中
で
見
つ
け
た
の
が
「
二
霊
祭
并
先
師
祭

祝
詞
」
で
あ
る
。
こ
の
資
料
に
よ
っ
て
、
鹽
竈
神
社
の
神
官
が
伝
え
て
い
た
学
問

に
つ
い
て
、
そ
の
片
鱗
を
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
ず
こ
の
資
料
の
製
作
者
と
年
代
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
奥
書
に
「
明
治
二
年

秋
、
志
賀
廣
喜
作
」
と
の
記
述
が
あ
る
。

こ
の
志
賀
廣
喜
氏
に
つ
い
て
は
、
高
橋
氏
の
「
鹽
竈
神
社
旧
社
人
論
」
で
志
賀

家
九
代
目
の
当
主
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
志
賀
家
歴
代
当
主
の
書
上

げ
九

や
明
治
期
の
戸
籍
の
写
し

一
〇

な
ど
の
志
賀
家
文
書
か
ら
も
、
志
賀
家
の
当
主

と
し
て
鹽
竈
神
社
の
祝
部

一
一

を
勤
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
文
政
五

年
付
け
で
志
賀
廣
喜
氏
に
対
し
て
発
給
さ
れ
た
神
道
裁
許
状

一
二

が
あ
り
、
同
八

年
に
は
「
志
賀
信
濃
守
藤
原
朝
臣
廣
喜
」
の
銘
で
祝
詞
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
鹽
竈
神
社
の
祭
祀
に
深
く
か
か
わ
り
、「
多
賀
神

社
由
来
書
上
」

一
三

や
「
鹽
竈
社
神
家
伝
来
古
記
」

一
四

な
ど
の
記
録
や
写
し
書
き
、

さ
ら
に
は
父
母
を
弔
う
た
め
の
祝
詞

一
五

な
ど
、
多
く
の
文
書
を
残
し
た
人
物
で

あ
る
。

次
に
「
二
霊
祭
并
先
師
祭
祝
詞
」
に
記
さ
れ
て
い
る
祝
詞
が
唱
え
ら
れ
た
祭
祀

に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
大
塚
徳
郎
氏
の
「
鹽
竈
神
社
史
」
が
引
く
「
鹽
竈
旧
例
古

記
写
」

一
六

や
、
志
賀
家
文
書
の
「
一
宮
年
中
神
務
日
」

一
七

等
の
記
録
に
も
記
載

が
な
く
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
記
録
も
な
い
。
さ
ら
に
、
後
述
す
る
内
容
か
ら
見

て
、
例
祭
の
よ
う
に
毎
年
決
ま
っ
た
期
日
に
行
う
祭
祀
で
は
な
く
、
明
治
二
年
前

三

鹽
竈
神
社
と
吉
見
幸
和



後
に
例
外
的
に
行
わ
れ
た
祭
祀
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て

も
資
料
か
ら
類
推
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

以
上
が
「
二
霊
祭
并
先
師
祭
祝
詞
」
の
資
料
と
し
て
の
基
本
的
な
情
報
で
あ
る
。

こ
の
祝
詞
は
題
名
か
ら
解
る
よ
う
に
、
二
霊
及
び
先
師
を
祭
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
「
二
霊
」
や
「
先
師
」
と
は
何
な
の
か
、

そ
し
て
こ
の
祝
詞
が
唱
え
ら
れ
た
、
あ
る
い
は
唱
え
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た
祭
祀

が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
事
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
に
、
資
料
の
一
部
を
引
き
、
そ
の
内
容
の
解
説
と
検
討
を
行
っ
て
い

き
た
い
。
な
お
、
本
資
料
は
元
々
、
祝
詞
の
文
体
で
著
さ
れ
て
い
た
が
、
旧
字
な

ど
を
現
代
表
記
に
改
め
、
祝
詞
の
仮
名
遣
い
も
適
時
変
更
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

二
霊
始
先
師
等
祭
告
刀
詞

掛
巻
も
畏
き
崇
道
尽
敬
皇
帝
命
の
大
御
霊
、
寧
楽
大
朝
の
民
部
卿
太
朝
臣
命

の
御
霊
二
柱
、
御
霊
の
大
前
に

山
崎
敬
義
大
人
御
霊

吉
見
幸
和
大
人
御
霊

本
居
宣
長
大
人
御
霊

平
田
篤
胤
大
人
御
霊

鈴
木
晴
金
大
人
御
霊

藤
塚
知
直
大
人
御
霊

佐
藤
清
住
大
人
御
霊

藤
塚
知
明
大
人
御
霊

阿
部
時
中
大
人
御
霊

阿
部
時
庸
大
人
御
霊

鈴
木　

繁
大
人
御
霊
等
の

御
前
に
祠
官
等
敬
礼

并
畏
み
畏
み
も
申
給
は
く
と
申
す

皇
帝
命
は
日
本
書
紀
を
撰
ひ
給
ひ
朝
臣
命
は
古
事
記
を
記
し
給
ひ
て
天
地
の

判
し
時
よ
り
神
の
御
代
の
御
代々
々
天
皇
命
の
遠
つ
御
代
の
御
代
御
代
の
天

津
日
嗣
の
御
次
手
を
始
て
世
間
に
有
と
し
有
け
む
雑
々
故
事
を
漏
る
事
無
落

る
事
無
委
曲
に
撰
ひ
給
ひ
記
し
給
ひ
て
天
地
の
共
弥
遠
長
に
天
皇
朝
廷
の
大

御
宝
と
遺
し
給
ひ
伝
へ
給
ふ
広
き
厚
き
大
御
恵
に
依
て
し
千
年
五
百
年
の
後

の
世
に
遠
遅
な
く
拙
き
某
等
が
友
賀
良
に
至
ま
て
に
遥
け
き
神
代
の
有
け
る

形
を
宇
迦
々
ひ
尋
ね
て
明
け
き
畏
き
御
代
の
意
を
百
箇
が
一
も
悟
知
事
得
て

し
有
■
恩
頼
を
二
つ
の
御
書
読
奉
る
毎
度
に
頂
に
捧
持
て
畏
み
宇
礼
斯
み
な

も
思
給
ふ
故
此
道
を
山
崎
敬
義
大
人
・
吉
見
幸
和
大
人
は
日
本
書
紀
を
専モ

ハ
ラ一

に
教

オ
シ
エ

導
ミ
チ
ヒ
キ

■サ
ト
シき

本
居
宣
長
大
人
・
平
田
篤
胤
大
人
は
古
事
記
を
講

ヨ
ミ
キ
ハ
メ究

給
ひ
し

よ
り
■
吾
神
官
等
の
中
に
も
此
の
道
に
長
た
る
は
鈴
木
晴
金
大
人
・
藤
塚
知

直
大
人
・
佐
藤
清
住
大
人
・
藤
塚
知
明
大
人
・
阿
部
時
中
大
人
是
の
大
人
等

の
教
へ
給
ひ
導
き
給
ひ
し
書
記
伝
授
共
は
残
て
は
有
と
雖
も
世
哀
へ
習
ひ
学

ふ
者
稀
に
し
て
已
絶
な
む
と
為
る
に
至
る
又
阿
部
時　

大
人
・
鈴
木
繁
大
人

は
当
社
の
大
神
の
御
為
に
忠
義
を
尽
し
功
績
を
残
し
勤
苦
と
も
時
世
に
会
は

す
佐
須
良
比
の
身
と
成
給
ふ
如
斯
有
し
事
も
皆
他
国
仏
徒
之
道
の
行
れ
て
千

餘
百
年
に
し
て
盛
な
れ
は
別
当
と
云
僧
に
宮
社
も
官
さ
受
る
に
至
れ
は
是
大

人
等
も
心
根
を
徹
氏
事
の
不
能
し
て
穢
き
愁
た
き
世
に
過
給
も
然
に
去
年
の

秋現
人
神
と
坐
す
暁
仁
天
皇
ノ
明
治
元

巳
年
天
下
に
初
国
知
喰
玉　

御
代
初　

四



に
皇
帝
命
の
勅　

以
て
諸
国
中
悉
く
大
き
小
き
神
社
に
於
て
神
を
仏
と
混
淆

は
廃
去
給
て
神
道
唯
一
つ
に
為
給
ひ
て
神
日
本
磐
予
彦
天
皇
の
御
代
の
古
に

復
せ
と
ふ
云
勅
舎告

有
て
世
は
一
ひ
新
に
し
て
清
々
し
き
神
国
と
成
し
給
ひ

ま
ず
、
こ
の
資
料
は
冒
頭
で
「
崇
道
尽
敬
皇
帝
命
」・「
寧
楽
大
朝
の
民
部
卿
太

朝
臣
命
」・「
山
崎
敬
義
大
人
御
霊
」・「
吉
見
幸
和
大
人
御
霊
」
等
の
祀
る
べ
き
対

象
の
御
霊
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
最
初
に
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が

「
崇
道
尽
敬
皇
帝
命
」
と
「
寧
楽
大
朝
の
民
部
卿
太
朝
臣
命
」
の
「
御
霊
二
柱
」

で
あ
る
。
こ
の
御
霊
こ
そ
が
題
名
に
な
っ
て
い
る
「
二
霊
祭
并
先
師
祭
祝
詞
」
に

掲
げ
ら
れ
て
い
る
「
二
霊
」
で
あ
ろ
う
。「
崇
道
尽
敬
皇
帝
命
の
大
御
霊
」
に
つ

い
て
は
、
こ
の
「
崇
道
尽
敬
」
と
い
う
追
号
と
「
日
本
書
紀
を
撰
ひ
給
ひ
」
と
い

う
記
述
か
ら
、
舎
人
親
王
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
の
「
寧
楽
大
朝
の
民
部

卿
太
朝
臣
命
」
は
、「
民
部
卿
太
朝
臣
」
と
「
古
事
記
を
記
し
給
ひ
」
と
い
う
記

述
か
ら
、
太
安
万
侶
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
確
実
と
い
え
る
。

こ
の
二
人
を
第
一
に
挙
げ
、「
二
霊
」
と
い
う
形
で
別
格
の
地
位
を
与
え
て
い

る
こ
と
は
、
記
紀
と
い
う
テ
キ
ス
ト
を
編
ん
だ
事
が
、
こ
の
先
師
祭
の
中
で
特
別

な
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、「
天
地
の
判
し
時

よ
り
」
か
ら
「
畏
み
宇
礼
期
み
な
も
思
給
ふ
」
ま
で
の
表
現
か
ら
推
察
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
一
節
の
中
で
、
天
地
の
判
れ
た
時
か
ら
神
代
、
天
皇
の
治
世
ま

で
に
起
こ
っ
た
様
々
な
事
柄
を
漏
ら
さ
ず
委
曲
な
く
記
録
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

今
日
の
人
々
が
神
代
の
在
り
様
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
讃
え
て

い
る
。

さ
ら
に
祝
詞
は
続
け
て
、
山
崎
敬
義

一
八

と
吉
見
幸
和
が
『
日
本
書
紀
』
に
つ

い
て
の
道
を
（
人
々
に
）
教
え
導
き
、
本
居
宣
長

一
九

と
平
田
篤
胤

二
〇

が
古
事
記

を
講
究
し
た
と
言
及
し
て
い
る
。
鹽
竈
神
社
の
神
官
達
も
彼
ら
の
学
問
に
影
響
を

受
け
、
鈴
木
晴
金
、
藤
塚
知
直
、
佐
藤
清
住
、
藤
塚
知
明
、
阿
部
時
中
ら
が
書

紀
伝
授
を
行
い
、
阿
部
や
鈴
木
繁
と
い
っ
た
神
官
が
祭
神
の
た
め
に
活
動
を
し
て

功
績
を
残
し
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
神
官
ら
が
教
え
導
こ
う
と
し
た
書
紀
伝

授
は
「
残
て
は
有
と
雖
も
世
哀
へ
習
ひ
学
ふ
者
稀
に
し
て
已
絶
な
む
と
為
る
に
至

る
」
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
継
承
が
絶
え
て
し
ま
い
、
神
官
ら
の
活
動
に
つ
い
て

も
「
時
世
に
会
は
す
」
さ
す
ら
い
の
身
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
そ

し
て
、
鹽
竈
神
社
の
神
官
の
学
問
・
活
動
が
近
世
社
会
で
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ

た
原
因
と
し
て
、
こ
の
資
料
は
仏
教
に
責
任
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

そ
れ
ま
で
の
日
本
で
は
異
国
の
道
で
あ
る
仏
教
が
千
年
以
上
に
亘
っ
て
繁
栄

し
、
鹽
竈
神
社
も
神
宮
寺
で
あ
る
法
蓮
寺
が
支
配
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
神
官
達

も
そ
の
心
根
通
り
に
徹
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。
そ
れ
が
明
治

に
な
り
、
い
わ
ゆ
る
神
武
創
業
と
も
言
わ
れ
る
、
神
道
を
主
と
し
た
神
武
天
皇
の

時
代
へ
の
回
帰
と
い
う
天
皇
の
勅
が
出
さ
れ
た
こ
と
で
、
神
仏
混
淆
が
廃
さ
れ
神

国
と
な
っ
た
と
寿
い
で
い
る
。

「
二
霊
祭
并
先
師
祭
祝
詞
」
の
内
容
を
ま
と
め
る
と
以
上
の
よ
う
な
内
容
で
あ

る
。
こ
の
内
容
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
こ
ま
で
の
祝
詞
の
要
点
は
次
の
二
点
に

集
約
さ
れ
る
。

１
、…

舎
人
親
王
・
太
安
万
侶
に
は
じ
ま
る
学
問
の
系
譜
を
鹽
竈
神
社
の
神
官
が

継
承
し
て
い
た
こ
と
。

２
、…
江
戸
時
代
は
仏
教
が
中
心
で
あ
り
、
鹽
竈
神
社
の
神
官
が
継
承
し
た
学
問

が
生
か
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
明
治
に
な
り
世
が
改
ま
っ
た
。

「
二
霊
祭
并
先
師
祭
祝
詞
」
の
内
容
は
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
世
が
改
ま
っ
た
こ

五

鹽
竈
神
社
と
吉
見
幸
和



と
で
先
師
の
霊
が
慰
め
ら
れ
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
祝
詞
の
主
張
の
背
景
と
し
て

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
明
治
初
期
に
起
こ
っ
た
神
仏
分
離
で
あ
ろ
う
。

明
治
政
府
は
当
初
、神
道
を
国
教
と
し
た
祭
政
一
致
の
国
家
を
目
指
し
て
い
た
。

そ
の
理
念
を
原
動
力
と
す
る
政
策
を
行
い
、
そ
れ
ま
で
の
神
仏
が
習
合
し
た
状
況

を
破
壊
し
て
、
古
代
に
あ
っ
た
と
想
定
し
て
い
た
純
粋
な
「
神
道
」
を
再
生
（
あ

る
い
は
創
出
）
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
今
日
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
祝
詞

は
明
ら
か
に
こ
の
神
仏
分
離
を
礼
賛
す
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
「
二
霊
祭
并
先
師
祭
祝
詞
」
が
神
仏
分
離
と
い
う
運
動
に
呼
応
す
る
形
で
作
成

さ
れ
た
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

明
治
政
府
内
で
神
仏
分
離
を
推
し
進
め
た
中
心
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た
平
田
派
の

祖
で
あ
る
平
田
篤
胤
と
、
そ
の
師
に
当
た
る
本
居
宣
長
が
先
師
に
選
ば
れ
て
い
る

こ
と
も
、
上
記
の
時
代
背
景
が
前
提
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。

で
は
、
山
崎
闇
斎
、
吉
見
幸
和
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
山
崎
闇
斎
は

江
戸
前
期
の
朱
子
学
者
で
あ
り
、
垂
加
神
道
の
創
始
者
で
あ
る
。
彼
の
儒
学
者
と

し
て
の
高
名
さ
は
勿
論
の
事
、
垂
加
神
道
に
つ
い
て
も
江
戸
時
代
の
神
道
思
想
全

般
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
闇
斎
門
下
の
吉
見
幸
和
に
つ
い

て
は
、
そ
の
影
響
力
が
師
に
比
肩
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
え
ば
疑
問
で
あ
る

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
山
崎
闇
斎
と
同
じ
く
、
吉
見
幸
和
も
『
神
代
正
義
』

な
ど
『
日
本
書
紀
』
の
神
代
紀
を
分
析
し
た
書
物
を
書
き
残
し
て
は
い
る
が
、
江

戸
時
代
か
ら
明
治
に
か
け
て
は
寧
ろ
伊
勢
神
道
や
吉
田
神
道
へ
の
批
判
者
と
し
て

有
名
な
人
物
で
あ
る

二
一…

。

以
上
の
よ
う
に
二
人
を
比
較
し
て
い
く
と
、
幸
和
を
闇
斎
と
並
べ
、『
日
本
書

紀
』
に
つ
い
て
教
え
導
い
た
人
物
と
す
る
本
祝
詞
の
姿
勢
は
特
異
な
も
の
で
あ
る

と
い
え
る
。
こ
の
二
人
、
特
に
吉
見
幸
和
を
選
ん
だ
積
極
的
な
理
由
と
は
何
だ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

（
２
）
鹽
竈
神
社
に
お
け
る
学
問
と
祭
神
論

祝
詞
の
内
容
を
改
め
て
振
り
返
る
と
、
先
師
の
四
人
の
学
問
を
受
け
て
、
鹽
竈

神
社
に
も
鈴
木
晴
金
や
藤
塚
知
直
と
い
っ
た
神
官
が
、
書
紀
伝
授
を
行
う
よ
う
に

な
っ
た
と
し
て
い
る
。
彼
ら
の
よ
う
な
学
識
を
備
え
た
神
官
が
現
れ
始
め
た
時
期

の
仙
台
藩
お
よ
び
鹽
竈
神
社
の
学
問
の
状
況
を
ま
ず
は
見
て
い
き
た
い
。

仙
台
藩
で
は
当
初
、
伊
達
政
宗
が
谷
一
主
を
採
用
し
た
こ
と
を
皮
切
り
に
、
諸

藩
と
同
じ
く
朱
子
学
を
中
心
と
し
た
学
問
を
基
本
と
し
て
い
た
。
ま
た
登
用
し
た

儒
学
者
の
傾
向
と
し
て
は
、
林
羅
山
の
系
譜
に
連
な
る
人
物
が
多
い
。
そ
の
後
、

四
代
目
の
綱
村
か
ら
吉
村
に
か
け
て
、
遊
佐
木
斎
（
一
六
五
八
―
一
七
三
四
）
を

中
心
と
し
た
闇
斎
学
系
の
学
問
で
あ
る
崎
門
学
派
が
広
ま
り
を
見
せ
る
よ
う
に
な

る
。
こ
の
木
斎
は
崎
門
学
派
の
門
人
の
中
で
も
神
儒
兼
学
の
立
場
に
立
ち
、
室
鳩

巣
と
神
儒
論
争
を
繰
り
広
げ
た
事
で
も
有
名
で
あ
る

二
二

。

平
重
道
氏
は
「
塩
竈
学
問
史
上
の
人
々
」

二
三

の
中
で
、
こ
の
遊
佐
木
斎
が
鈴

木
晴
金
を
弟
子
に
取
っ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
晴
金
が
垂
加
神
道
の
影
響
を
受
け
た

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
木
斎
を
通
じ
て
跡
部
良
顕
に
も
見
え
て
い
る
こ
と
か
ら

も
垂
加
神
道
に
傾
倒
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
鈴
木
晴
金
は
社
殿
獻
供
の
際

の
席
次
に
つ
い
て
の
社
家
間
の
争
い
を
法
連
寺
が
下
し
た
処
分
に
対
し
て
、
こ
れ

を
不
満
に
思
い
、
下
さ
れ
た
処
分
の
不
当
さ
だ
け
で
は
な
く
、
法
連
寺
の
振
る
舞

い
が
神
社
の
旧
例
慣
行
を
乱
し
鹽
竈
神
社
内
を
混
乱
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
藩
に
上

申
し
た
人
物
で
あ
る
。
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
に
出
さ
れ
た
こ
の
意
見
書
で
は
、

六



祭
祀
の
取
り
決
め
に
つ
い
て
の
改
革
案
も
提
示
し
、
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
晴
金
に
弟
子
入
り
し
た
の
が
藤
塚
家
の
三
代
目
宮
内
で
あ
る
。
ま
た
平
氏

に
よ
る
と
宮
内
は
吉
見
幸
和
に
も
入
門
し
た
こ
と
か
ら
、
藤
塚
氏
と
の
関
係
は
こ

の
時
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る

二
四

。
こ
の
宮
内
の
子
が
先
師

の
一
人
で
あ
る
藤
塚
知
直
で
あ
り
、
こ
の
知
直
の
養
子
と
な
り
藤
塚
家
に
入
っ
た

の
が
同
じ
く
先
師
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
藤
塚
知
明
で
あ
る
。
こ
の
親
子
は
特

に
幸
和
と
の
関
係
が
深
く
、
藤
塚
知
直
の
場
合
、
一
七
四
三
年
に
幸
和
の
門
下
に

入
っ
た
こ
と
が
『
恭
軒
先
生
初
会
記…
』

二
五

か
ら
確
認
で
き
る
こ
と
や
、
幸
和
が

弟
子
へ
の
課
題
集
を
も
と
に
作
成
し
た
『
国
学
弁
疑
』

二
六

に
も
そ
の
名
前
を
見

つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
『
恭
軒
先
生
門
人
帳
』

二
七

に
は
、
許
可
門
人
で

あ
る
藤
塚
知
直
だ
け
で
は
な
く
、
阿
部
時
昌
、
春
日
恒
長
、
鈴
木
繁
長
、
鈴
木
定

泰
、
鈴
木
茂
時
な
ど
の
名
前
が
「
奥
州
塩
釜
神
社
祢
宜
」
と
し
て
、
さ
ら
に
志
賀

喜
高
が
「
同
祝
」
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
幸
和
も
鹽
竈
神
社
に
訪
れ
て

い
た
こ
と
が
『
遊
松
島
記
』

二
八

か
ら
も
窺
え
る
。

以
上
の
よ
う
な
幸
和
と
の
交
流
は
、
彼
ら
が
幸
和
の
学
問
を
積
極
的
に
受
容
し

よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
の
現
れ
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
で
は
彼
ら
が
幸
和
の
学
問

を
求
め
た
動
機
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
理
由
の
一
端
と
し
て
前
述
し
た
鹽
竈
神
社
の
祭
神
に
つ
い
て
の
論
争
が
あ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
祭
神
に
つ
い
て
の
公
式

見
解
と
も
い
え
る
『
鹽
竈
神
社
縁
起
』
に
つ
い
て
改
め
て
詳
し
く
述
べ
て
い
き
た

い
。仙

台
藩
で
は
第
四
代
藩
主
伊
達
綱
村
の
時
、
彼
の
命
に
よ
り
元
禄
六
年

（
一
六
九
二
年
）、『
鹽
竈
神
社
縁
起
』
が
作
成
さ
れ
た

二
九

。
こ
の
縁
起
を
記
し
た

理
由
に
つ
い
て
、『
鹽
竈
神
社
縁
起
』

三
〇

よ
り
引
用
す
る
。

右
者
陸
奥
守
藤
ノ
綱
材
朝
臣
自
レ
幼
崇
レ
神
而
以
為
二

國
ノ
守
一
崇
―
敬
異
二
于
他
一
風
フ_

衰
ヘ
道_

微
テ
雑
―
説
伝
テ
世
無
下
知
ル
二

其実
ヲ
一
者
上
□
シ
レ
之
憂
ル
ヿ
レ
之
有
レ
年
矣
故
以
二
社
家
所
一
レ
伝
且
所
レ
訪ト

ウ
下

春
―
日
香_

取
鹿_

嶋
及
参
州
六
所
明
神
之
社
家
等
ニ
上
之

諸
説
ヲ
参
―
考
乄
而
質タ

ヽ
ス

二
之
於
予
一
取
二
其
正
者
一
撰
レ
之
為
二
一

巻
一
而
伝
二
後
来
一
者
也
于
レ
時
元
禄
酉
仲
秋
月

神
祇
管
領
従
三
位
左
衛
門
督
卜
部
朝
臣
兼
連

右
縁
起
者
兼
連
郷
之
所
二
述
作
一
也
以
可
レ
為
二
後

代
之
証
拠
一
故
加
二
筆

ヲ
巻
尾
一
矣

　

元
禄
六
年
九
月
十
六
鳥　
　
　

基
煕

こ
の
内
容
に
よ
れ
ば
藩
主
綱
村
は
幼
い
こ
と
か
ら
神
を
崇
め
、
国
の
守
と
し
て

崇
敬
し
て
い
た
。
彼
は
鹽
竈
神
社
と
摂
末
社
の
創
始
や
祭
神
な
ど
に
つ
い
て
、
世

の
中
が
「
風
フ_

衰
ヘ
道_

微
」
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、
世
間
で
は
雑
説
の
み
が
伝

わ
り
、正
し
い
伝
承
に
つ
い
て
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
憂
い
て
い
た
。
そ
こ
で
、

各
社
の
社
家
に
伝
わ
っ
て
い
る
家
伝
を
集
め
、
そ
れ
を
他
の
諸
説
と
比
較
し
、
正

し
い
内
容
を
撰
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
縁
起
は
吉
田
家
の
兼
連
が
作
成
し
た
と
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
実

七
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質
的
な
述
作
は
遊
佐
木
斎
で
あ
る
こ
と
が
先
行
研
究
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る

三
一

。
だ
が
、
吉
田
家
の
名
を
用
い
、
藩
主
の
強
い
意
向
を
受
け
て
制
作
さ
れ
た

縁
起
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
後
も
論
争
が
続
い
て
い
る
。

例
と
し
て
は
、
遊
佐
木
斎
の
弟
子
に
当
た
る
佐
久
間
洞
巌
が
『
非
祭
弁
』
や
「
鹽

竈
社
址
審
定
考
」

三
二

な
ど
を
著
し
て
い
る
。
そ
の
主
張
と
し
て
は
、
伊
達
政
宗

の
時
代
に
釜
社
が
あ
る
所
か
ら
現
在
の
地
に
移
し
替
え
ら
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ

り
、
さ
ら
に
本
来
の
神
体
は
釜
で
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
こ

の
縁
起
の
作
成
に
関
わ
っ
た
師
の
木
斎
は
『
東
奥
州
鹽
竈
非
祭
弁
撥
正
』
に
よ
っ

て
反
論
を
加
え
、
さ
ら
に
洞
巌
に
『
非
祭
弁
』
を
焼
却
さ
せ
た
と
い
う
。
ま
た
新

井
白
石
な
ど
も
鹽
竈
神
社
に
関
心
を
持
ち
、『
鹽
釜
社
考
』
を
書
き
著
し
て
洞
巌

に
送
っ
て
い
る
。
そ
の
主
張
と
し
て
は
、
祭
神
を
宇
比
地
迩
神
・
須
比
智
迩
神
と

推
察
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
祭
神
に
つ
い
て
の
推
察
は
神
官
側
か
ら
も
出
さ
れ
て
い
る
。
一
例
と

し
て
、藤
塚
知
直
も
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
に
『
鹽
竈
神
社
記
』
を
著
し
て
い
る
。

『
鹽
竈
神
社
記
』
で
は
祭
神
を
鹽
土
老
翁
、
武
甕
槌
神
、
経
津
主
神
と
し
、
別
宮

に
鹽
土
老
翁
が
祀
ら
れ
た
理
由
に
つ
い
て
、
鹽
土
老
翁
は
伊
弉
諾
の
子
で
あ
り
、

神
代
に
お
い
て
始
め
は
筑
紫
国
の
国
主
と
な
り
、
そ
の
後
東
北
に
赴
い
て
国
の
防

衛
に
努
め
た
と
し
て
い
る

三
三

。

こ
の
よ
う
に
知
直
は
鹽
土
老
翁
の
活
躍
し
た
神
代
の
出
来
事
を
歴
史
的
な
事
象

と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
神
話
を
歴
史
と
し
て
理
解
す
る
思
考
は
、
幸
和
の

『
神
代
正
義
』
な
ど
の
『
日
本
書
紀
』
解
釈
の
特
徴
で
あ
る
。
幸
和
が
門
弟
達
に

出
し
た
『
日
本
書
紀
』
の
解
釈
に
関
す
る
宿
題
集
と
い
え
る
『
国
学
弁
疑
』
の
巻

に
は
藤
塚
の
名
が
あ
る
こ
と

三
四

も
考
え
合
わ
せ
る
と
、
藤
塚
家
に
は
幸
和
の
書

紀
解
釈
学
が
伝
授
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

そ
し
て
祝
詞
の
言
葉
に
従
う
な
ら
ば
、
学
問
の
継
承
は
直
接
的
に
は
途
絶
え
て

し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
幸
和
を
『
日
本
書
紀
』
に
つ
い
て
の
師
と
し
て

い
る
こ
と
か
ら
も
、
彼
の
解
釈
論
に
つ
い
て
は
明
治
時
代
の
神
官
に
も
知
ら
れ
て

い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、「
二
霊
祭
并
先
師
祭
祝
詞
」
を
通
じ
て
、
吉
見
幸
和
が
鹽
竈
神
社

の
神
官
に
『
日
本
書
紀
』
の
解
釈
学
を
伝
え
、
先
師
の
一
人
と
し
て
認
識
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
幸
和
の
書
紀
解
釈
を
鹽
竈
神
社
神
官
が
受

容
し
た
動
機
の
一
端
に
、
祭
神
論
争
が
あ
っ
た
可
能
性
に
言
及
し
た
。
こ
れ
ら
を

踏
ま
え
て
、
こ
れ
か
ら
の
課
題
と
し
て
は
、
幸
和
の
書
紀
解
釈
な
ど
の
学
問
を
受

容
し
た
こ
と
で
、
鹽
竈
神
社
神
官
の
学
問
や
神
観
念
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え

た
の
か
を
考
え
て
い
き
た
い
。
た
し
か
に
藤
塚
知
直
の
『
鹽
竈
神
社
記
』
は
、
神

話
を
歴
史
と
し
て
解
釈
す
る
思
想
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
は
幸
和
と
も

共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
尾
張
東
照
宮
の
神
官
で
あ
っ
た
幸
和
と
鹽
竈

神
社
の
神
官
で
あ
っ
た
藤
塚
知
直
・
知
明
、
そ
れ
ぞ
れ
が
神
官
と
し
て
ど
の
よ
う

な
祭
祀
観
や
神
観
念
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
そ
の
相
違
点
、
さ
ら
に
は
影
響
関
係

な
ど
に
つ
い
て
議
論
す
べ
き
点
が
多
く
残
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
吉
見
幸
和
に
着

目
し
た
志
賀
廣
喜
氏
に
つ
い
て
も
、
多
く
の
資
料
を
残
し
て
お
り
興
味
深
い
人
物

と
い
え
る
。

「
二
霊
祭
并
先
師
祭
祝
詞
」
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
こ
れ
ら
の
諸
課

題
は
、
鹽
竈
神
社
の
み
な
ら
ず
、
近
世
・
近
代
の
神
社
や
神
観
念
に
つ
い
て
考
え

る
手
が
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
。

八



「二霊祭并先師祭祝詞」（鹽竈神社所蔵）

最
後
に
本
稿
で
使
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
「
二
霊
祭
并
先
師
祭
祝
詞
」
の
掲
載

に
つ
い
て
の
許
可
を
く
だ
さ
っ
た
鹽
竈
神
社
様
に
こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
を
申
し

上
げ
ま
す
。

以
下
、
本
稿
で
紹
介
し
た
「
二
霊
祭
并
先
師
祭
祝
詞
」
の
原
文
を
写
真
の
形
で

掲
載
す
る
。
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「二霊祭并先師祭祝詞」（鹽竈神社所蔵）

「二霊祭并先師祭祝詞」（鹽竈神社所蔵）

一
〇



「二霊祭并先師祭祝詞」（鹽竈神社所蔵）

「二霊祭并先師祭祝詞」（鹽竈神社所蔵）

一
一
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

一　
…

藤
塚
知
明
は
こ
の
点
に
つ
い
て
『
奥
州
一
宮
弁
疑
』
の
中
で
、
神
名
帳
そ
の
も
の
が
元
々
か
ら
式
に

入
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
細
注
が
後
に
本
文
に
紛
れ
込
ん
で
し
ま
っ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
し
て
い
る
。

二　

…

大
塚
徳
郎
「
鹽
竈
神
社
史
」（
鹽
竈
市
史
編
纂
委
員
会…

編
『
塩
竃
市
史
Ⅲ　

別
編
Ⅰ
』
一
九
五
九
年
）

三
六
一
〜
三
六
三
頁

三　

…

こ
れ
ら
鹽
竈
神
社
の
具
体
的
な
歴
史
に
つ
い
て
は
、
大
塚
徳
郎
氏
の
「
鹽
竈
神
社
史
」
や
、
瑞

厳
寺
・
志
波
彦
神
社
・
鹽
竃
神
社
・
東
北
歴
史
博
物
館…

編
『
塩
竃
・
松
島…:…

そ
の
景
観
と
信
仰
』

（
二
〇
〇
八
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
茂
木
祐
樹
氏
「
鹽
竈
神
社
の
歴
史
」
な
ど
に
詳
し
い
。
ま
た

起
請
文
な
ど
の
写
真
が
東
北
歴
史
博
物
館…

編
『
奥
州
一
宮
鹽
竈
神
社　

し
お
が
ま
さ
ま
の
歴
史
と

文
化
財
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

四　

…

前
掲　

四
〇
八
〜
四
一
九
頁

五　

…

鹽
竈
市
史
編
纂
委
員
会…

編
『
塩
竃
市
史
Ⅳ　

別
編
Ⅱ
』
一
九
八
六
年　

所
収

六　

…

平
安
末
期
か
ら
陸
奥
国
の
多
賀
国
府
に
あ
っ
て
民
政
を
つ
か
さ
ど
っ
た
職
。

七　

…

古
川
左
京…

編
『
鹽
竈
神
社
史
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
安
永
四
年
風
土
記
御
用
ニ
付
家
譜
被
相
改

書
出
仕
候
記
録
」
な
ど
に
詳
し
い

八　

…

荒
武
賢
一
朗
・
高
橋
陽
一…

編
『
東
北
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
叢
書…
第
六
六
号…

江
戸
時
代
鹽
竈
神
社

神
官
文
書
』
東
北
大
学
東
北
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー　

二
〇
一
九
年

九　

…

志
賀
家
文
書
（
鹽
竈
神
社
所
蔵
）

一
〇　

…

志
賀
家
文
書
（
鹽
竈
神
社
所
蔵
）

一
一　

…

神
社
に
属
す
る
神
職
で
、
神
主
の
下
で
実
務
を
取
り
仕
切
る
。

一
二　

…

志
賀
家
文
書
（
鹽
竈
神
社
所
蔵
）

一
三　

…

志
賀
家
文
書
（
鹽
竈
神
社
所
蔵
）

一
四　

…

志
賀
家
文
書
（
鹽
竈
神
社
所
蔵
）

一
五　

…

志
賀
家
文
書
（
鹽
竈
神
社
所
蔵
）

一
六　

…

塩
竈
市
史
編
纂
委
員
会
『
塩
竈
市
史
Ⅲ　

別
編
Ⅰ
』
三
八
〇
〜
三
八
一
頁

一
七　

…

志
賀
家
文
書
（
鹽
竈
神
社
所
蔵
）

一
八　

…

山
崎
闇
斎
の
こ
と
。
江
戸
前
期
の
朱
子
学
者
、
垂
加
神
道
の
創
始
者
。
元
和
四
〜
天
和
二
年

（
一
六
一
八
―
八
二
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

一
九　

…

江
戸
中
期
の
国
学
者
。
享
保
一
五
年
〜
享
和
元
年
（
一
七
三
〇
―
一
八
〇
一
）

二
〇　

…

江
戸
時
代
後
期
の
国
学
者
。
安
永
五
〜
天
保
一
四
年
（
一
七
七
六
―
一
八
四
三
）

二
一　

…

本
居
宣
長
の
『
五
部
書
説
弁
加
評
』
や
平
田
篤
胤
の
『
俗
神
道
大
意
』
な
ど
も
幸
和
の
『
五
部
書

説
弁
』
を
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
幸
和
は
既
成
神
道
の
批
判
者
と
し
て
江
戸
時
代
で
は

知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

二
二　

…

遊
佐
木
斎
の
学
問
に
つ
い
て
は
、
高
橋
美
由
紀
氏
の
「
崎
門
学
者
・
遊
佐
木
斎
」
や
「
仙
台
藩
の

神
道
興
隆
と
遊
佐
木
斎
」（
高
橋
美
由
紀
『
神
道
思
想
史
研
究
』
ぺ
り
か
ん
社　

二
〇
一
三
年
）

に
詳
し
い
。

二
三　

…

塩
竈
市
史
編
纂
委
員
会
『
塩
竈
市
史
Ⅲ　

別
編
Ⅰ
』
四
八
〇
〜
四
八
一
頁

二
四　

…「
塩
竈
学
問
史
上
の
人
々
」（
前
掲
）
四
八
四
頁

二
五　

…

平
重
道
・
阿
部
秋
生…

編
『
日
本
思
想
史
大
系
三
九　

近
世
神
道
論　

前
期
国
学
』（
岩
波
書
店…

一
九
七
二
年
）
に
収
録
。

二
六　

…

狩
野
文
庫
（
東
北
大
学
）
所
蔵

二
七　

…

神
宮
文
庫
所
蔵

二
八　

…

山
下
三
次…

編
『
鹽
竈
神
社
史
料
』（
志
波
彦
神
社
鹽
竈
神
社
社
務
所　

一
九
二
七
年
）
二
一
四
〜

二
一
七
頁

二
九　

…

池
谷
浩
一
「
仙
台
藩
と
鹽
竈
神
社
」（『
國
學
院
大
學
伝
統
文
化
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
』

第
二
号　

二
〇
一
〇
年
三
月　

所
収
）

三
〇　

…

志
賀
家
文
書
（
鹽
竈
神
社
所
蔵
）

三
一　

…

平
重
道
「
塩
竈
学
問
史
上
の
人
々
」（
塩
竈
市
史
編
纂
委
員
会
『
塩
竈
市
史
Ⅲ　

別
編
Ⅰ
』）

四
五
六
〜
四
五
七
頁

三
二　

…『
奥
羽
観
蹟
聞
老
誌
』
と
い
う
佐
久
間
洞
巌
の
著
作
の
中
に
収
録
さ
れ
た
一
編

三
三　

…

神
道
大
系
編
纂
会…

編
『
神
道
大
系　

神
社
編
二
十
七　

陸
奥
国
（
下
）』（
一
九
八
四
年
）
一
三
九

〜
一
四
三
頁

三
四　

…

狩
野
文
庫
所
蔵

一
二


