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【
要
旨
】

伯
香
に
は
日
野
川
と
い
う
川
が
あ
る
。
そ
の
川
は
、
鳥
髪
山
を
と
り
ま
く
よ

う
に
東
流
し
て
日
本
海
へ
と
注
ぎ
、
八
俣
大
蛇
退
治
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
斐
伊

川
に
同
じ
く
、
砂
鉄
の
採
れ
る
川
で
あ
っ
た
。
そ
の
流
域
に
は
楽
々
福
神
社
と

そ
の
ゆ
か
り
の
神
社
が
点
在
し
、
孝
霊
天
皇
と
そ
の
一
家
に
よ
る
鬼
退
治
伝
承

が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
楽
々
福
の

「
フ
ク
」
と
は
「
吹
く
」

の
意
で
、

脂
輔
に
風
を
送
り
込
む
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
そ
こ
に
杷
ら
れ
て
い
る
楽
々
福

神
と
は
鉄
神
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
中
園
地
方
に
広
く
信
仰
さ
れ
て
い
る
鉄
神
金

屋
子
神
の
古
形
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
孝
霊
天
皇
と
と
も
に
楽
々
福
の
鬼
退
治
を
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
吉
備

津
彦
は
、
記
紀
で
は
吉
備
平
定
に
向
か
っ
た
四
道
将
軍
で
あ
り
、
そ
の
地
で
温

羅
と
呼
ば
れ
る
鬼
を
退
治
し
た
と
い
う
。
楽
々
福
鬼
伝
承
に
は
こ
の
よ
う
に

様
々
な
変
奏
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
伝
承
の
地
を
結
ぶ
と
、
吉
備
か
ら
伯
香
、
出

雲
を
経
て
隠
岐
へ
と
繋
が
る
一
筋
の
道
が
浮
か
び
上
っ
て
み
え
て
く
る
。
そ
れ

は
鉄
を
求
め
て
行
わ
れ
た
凹
道
将
軍
の
征
伐
の
道
で
あ
り
、
中
国
山
地
を
横
断

す
る
よ
う
に
し
て
走
る
鉱
脈
に
他
な
ら
な
い
。
鉄
に
携
わ
る
人
々
が
移
動
し
た

痕
跡
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
人
々
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
製
鉄
技
術
の
伝
播

の
道
で
も
あ
っ
た
。
楽
々
福
鬼
伝
承
の
背
後
に
は
、
こ
の
よ
う
な
鉄
を
め
ぐ
る

古
代
交
易
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
υ

楽
々
福
神
社
、
鬼
退
治
、
鉄
、
孝
霊
天
皇
、
吉
備
津
彦

目
次

は
じ
め
に

-
楽
々
福
神
社
の
鬼
退
治

2
孝
霊
天
皇
と
福
姫

3
吉
備
津
彦
と
鬼
退
治

む
す
び

は
じ
め
に

天
の
岩
屋
戸
の
騒
ぎ
を
起
こ
し
た
ス
サ
ノ
ヲ
は
、
高
天
原
か
ら
「
避
追
は
え
」

ら
れ
て
出
雲
肥
の
荷
上
の
鳥
髪
山
に
降
り
き
て
、
そ
の
地
で
人
々
を
苦
し
め
て

い
た
八
俣
の
大
蛇
を
退
治
す
る
。
そ
こ
か
ら
『
古
事
記
』
の
出
雲
神
話
は
は
じ

ま
っ
て
い
る
。

こ
こ
に
登
場
す
る
鳥
髪
山
と
は
、
伯
者
と
出
雲
の
境
に
位
置
す
る
今
の
船
通

山
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
山
を
水
源
と
す
る
斐
伊
川
は
、
西
に
流
れ
て
宍
道
湖

(
か
つ
て
は
神
西
湖
)

へ
と
注
い
で
い
る
。
そ
れ
は
流
れ
が
定
ま
ら
な
い
暴
れ
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川
で
、

そ
の
流
域
か
ら
多
く
の
砂
鉄
が
採
れ
る
こ
と
か
ら
、
斐
伊
川
こ
そ
八
俣

の
大
蛇
の
モ
デ
ル
だ
と
さ
れ
て
き
た
。
お
そ
ら
く
鉄
分
を
含
ん
だ
川
の
氾
濫
伝

承
が
、
こ
の
よ
う
な
神
話
を
生
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
人
間
の
力
及
ぱ
ぬ
「
自
然
」

を
象
徴
す
る
の
が
暴
れ
川
で
あ
り
大
蛇
で
あ
り
、
人
聞
が
「
自
然
」
を
支
配
し

始
め
た
こ
と
を
語
る
物
語
が
八
俣
大
蛇
伝
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
そ
の
船
通
山
を
水
源
と
し
て
い
る
の
は
、
斐
伊
川
だ
け
で
は
な
い
。

そ
の
山
を
取
り
巻
く
よ
う
に
し
て
日
野
川
も
流
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
奇
し
く
も

「
肥
の
河
(
斐
伊
川
ご
と
問
じ
「
ヒ
」
の
川
で
あ
り
、
そ
の
「
ヒ
」
と
は
、

説
に
よ
れ
ば
鳥
上
山
の
麓
に
杷
ら
れ
て
い
る
「
樋
速
日
子
命
」

「樋」

で、

の

砂
鉄
を
採
る
た
め
に
濁
流
を
流
す
樋
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う

30
そ
の
川
は
斐

伊
川
と
は
反
対
に
東
流
し
安
来
か
ら
日
本
海
へ
と
注
い
で
い
て
、

そ
の
川
沿
い

に
楽
々
福
神
社
と
そ
の
ゆ
か
り
の
神
社
は
あ
る
。
菅
福
神
社
な
ど
「
福
」
が
つ

く
神
社
は
、
楽
々
福
神
社
と
関
係
の
あ
る
神
社
に
違
い
な
く
、
「
福
」
と
は
「
吹

く
」
の
こ
と
、
製
鉄
の
際
鉄
人
が
踏
む
踊
輔
に
風
を
送
り
込
む
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。
ま
さ
に
楽
々
福
神
社
と
は
製
鉄
に
関
わ
る
人
々
が
奉
祭
し
た
神
社
で

あ
り
、

日
野
川
流
域
に
は
八
俣
大
蛇
と
は
異
な
る
製
鉄
伝
承
が
あ
っ
た
の
で
あ

る-
楽
々
福
神
社
の
鬼
退
治

鳥
取
県
日
野
郡
溝
口
町
宮
原
に
あ
る
楽
々
福
神
社
神
主
の
直
立
家
に
は
、
「
上

古
ハ
砂
鉄
ノ
事
ヲ
須
佐
ト
モ
佐
々
ト
モ
言
テ
、
楽
楽
福
神
ハ
鉄
穴
多
々
良
場
ノ

守
神
ナ
リ
。
此
ノ
神
ノ
縁
起
次
ノ
如
シ
。
」
と
は
じ
ま
る
、
次
の
よ
う
な
縁
起
が

伝
え
ら
れ
て
い
る
(20

伯
香
を
巡
幸
し
て
い
た
折
、
孝
霊
天
皇
は
こ
の
地
に
住
む
悪
鬼
の
兄
弟
が
巻

族
を
率
い
人
々
を
悩
ま
せ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
鬼
退
治
を
し
よ
う
と
し
て
南

に
あ
る
高
い
山
に
登
っ
た
。
山
頂
で
鬼
退
治
の
計
略
を
考
え
て
い
る
と
里
人
が

笹
積
団
子
を
献
上
し
、
そ
の
団
子
を
食
べ
た
軍
勢
の
士
気
は
あ
が
っ
た
。
そ
こ

で
そ
の
団
子
三
つ
を
並
べ
て
弟
の
鬼
で
あ
る
乙
牛
蟹
を
お
び
き
出
し
、
因
子
を

食
べ
て
い
る
と
こ
ろ
を
射
殺
し
た
。
そ
れ
に
因
ん
で
そ
の
山
を
笹
葺
山
と
呼
ぶ

よ
う
に
な
り
、
鬼
を
射
殺
し
た
大
矢
口
命
は
神
主
直
立
家
の
始
祖
で
あ
る
と
い

ぅ
。
こ
の
よ
う
に
弟
の
鬼
は
退
治
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
が
、
兄
の
鬼
を
退

治
す
る
こ
と
が
な
か
な
か
出
来
な
い
。
あ
る
夜
天
皇
の
夢
の
中
に
天
津
神
天
皇

が
現
れ
、
「
笹
の
葉
を
刈
っ
て
待
っ
て
い
る
と
吹
い
て
き
た
風
が
鬼
を
降
参
さ
せ
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る
」
と
い
う
託
宣
を
告
げ
た
。
笹
を
刈
っ
て
待
つ
こ
と
三
日
、
大
風
が
吹
き
笹

の
葉
、
が
鬼
の
住
む
山
へ
と
兵
を
誘
っ
た
。
兵
が
笹
の
葉
を
抱
え
持
っ
て
攻
め
入

る
と
、
鬼
た
ち
は
笹
の
薬
に
繍
わ
り
つ
か
れ
為
す
術
も
な
い
。
さ
ら
に
春
風
に

乾
い
た
笹
葉
が
燃
え
た
の
で
鬼
た
ち
は
散
り
散
り
に
逃
げ
惑
い
、
こ
こ
に
至
つ

て
大
牛
蟹
は
降
参
し
た
。
こ
れ
か
ら
は
北
辺
を
守
っ
て
天
皇
に
仕
え
る
と
申
し

出
た
の
で
、

天
皇
は
そ
れ
を
聞
き
入
れ
大
牛
蟹
を
許
し
た
。
人
々
は
多
い
に
喜

び
、
百
二
十
三
歳
で
こ
の
地
に
崩
御
し
た
天
皇
の
遺
徳
を
偲
ん
で
御
陵
脇
に
笹

葺
き
の
社
を
建
て
、
「
鬼
伏
大
神
」
と
し
て
杷
っ
た
と
い
う
。

一
読
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
伝
承
で
鍵
と
な
る
の
は
笹
で
あ
る
。
笹
直

因
子
に
笹
葉
、
笹
葺
き
の
社
に
楽
々
福
神
社
と
「
サ
サ
」
が
つ
く
。
「
サ
サ
」
と

は
笹
の
業
が
擦
れ
る
音
で
あ
り
、
神
楽
の
合
い
の
手
「
サ
ツ
サ
」

の
よ
う
に
神



が
降
臨
す
る
際
の
擬
音
語
で
あ
れ
ば
、
こ
の
地
に
「
フ
ク
」

の
神
が
降
臨
し
た

こ
と
を
サ
サ
フ
ク
と
い
う
名
は
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の

「
サ
サ
」

は
ま

た
、
古
代
に
お
い
て
は
細
か
い
こ
と
の
意
で
砂
鉄
を
指
し
、
「
笹
の
あ
る
と
こ
ろ

に
鉄
あ
り
」
と
図
式
化
さ
れ
る
。
笹
の
葉
が
燃
え
上
が
る
描
写
が
踊
輔
の
炎
を

想
起
さ
せ
る
よ
う
に
、
笹
が
登
場
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
そ
の
背
後

に
鉄
に
ま
つ
わ
る
物
語
が
あ
っ
て
、
そ
の
伝
承
が
伝
わ
る
地
に
は
産
鉄
に
関
す

る
遺
跡
や
漬
物
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
『
笹
(
サ
サ
)
」
が
こ
の
地
で
は
鬼
伝
承
と
深
く
結
び
つ
い
て
い

て
、
例
え
ば
『
出
雲
国
風
土
記
』
大
原
郡
に
も
、

日
本
最
古
と
い
わ
れ
る
鬼
伝

承
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

古
老
惇
へ
て
い
へ
ら
く
、
昔
、
或
人
、
此
慮
に
山
田
を
佃
り
て
守
り
き
。

そ
の
時
、
目
一
つ
の
鬼
来
た
り
て
、
佃
る
人
の
男
を
食
ひ
き
。
そ
の
時
、

男
の
父
母
、
竹
原
の
中
に
隠
り
て
居
り
し
時
に
、
竹
の
葉
動
げ
り
。
そ
の

時
、
食
は
る
る
男
、
「
動
動
」
と
い
ひ
き
。
故
、
阿
欲
と
い
ふ
。

あ
る
男
が
山
田
を
作
っ
て
耕
し
て
い
る
と
、
鬼
が
現
れ
て
そ
の
男
を
食
べ
て

し
ま
い
、
男
は
食
わ
れ
な
が
ら
も
竹
原
に
逃
げ
隠
れ
て
い
る
父
母
に
、
恐
怖
の

あ
ま
り
震
え
て
い
る
の
で
竹
の
葉
が
揺
れ
て
て
い
る
と
教
え
た
、
と
い
う
伝
承

で
あ
る
。
こ
の
阿
用
郷
に
あ
る
阿
用
神
社
(
『
出
雲
閣
風
土
記
』
所
載
)
は
今
も

山
の
斜
面
に
あ
り
、
そ
の
前
面
に
は
傾
斜
を
利
用
し
た
田
が
広
が
っ
て
い
る
。

ま
さ
に
阿
用
の
鬼
伝
承
に
語
ら
れ
て
い
る
の
と
同
じ
風
景
で
、
山
と
里
の
聞
に

位
置
す
る
そ
の
里
に
一
つ
目
の
鬼
は
現
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

一
つ
自
の
鬼
と
は

お
そ
ら
く
天
目
一
神
と
い
う
鉄
神
の
こ
と
で
あ
り
(
£
、
こ
こ
で
も
竹
の
葉
す
な

わ
ち
笹
が
さ
わ
さ
わ
と
動
い
て
い
て
A
d
、
鉄
と
笹
、
鬼
の
取
り
合
わ
せ
が
語
ら

れ
て
い
る
。
阿
用
郷
は
鉄
の
産
地
で
あ
り
、
そ
こ
で
採
れ
る
水
鉛
は
閣
の
生
産

額
の
九

O
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
た
ら
し
い

A
2。

し
か
し
こ
の
伝
承
で
は
、
楽
々
福
の
鬼
伝
承
と
異
な
っ
て
鬼
退
治
が
語
ら
れ

る
こ
と
は
な
い
。
た
だ
鉄
神
と
恩
わ
れ
る
鬼
が
降
り
て
き
て
人
を
食
ら
う
と
い

う
こ
と
だ
け
で
、
征
伐
伝
承
は
語
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

一
体
鬼
に
食
わ
れ
る

と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
「
食
わ
れ
る
」
と
い
え
ば
一
般
的
に

生
賛
と
し
て
捧
げ
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
が
、
果
た
し
て
こ
こ
に
、
そ

の
よ
う
な
生
賛
伝
承
の
残
浮
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
答
え
は
否
で
あ
る
。
こ
の
伝
承
か
ら
は
む
し
ろ
神
隠
し
の
よ
う
な
も
の

を
想
像
す
る
。
な
ぜ
な
ら
生
賛
と
な
る
そ
の
多
く
は
若
い
女
性
で
あ
る
の
に
、

こ
こ
で
は
男
が
食
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
女
で
は
な
く
男
が
食
わ
れ
る
と

い
う
こ
と
は
、
男
の
労
働
力
に
注
目
し
て
い
る
か
ら
か
も
し
れ
ず
、
男
は
里
で

は
な
く
山
の
世
界
、
向
こ
う
側
の
世
界
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
だ
。

つ
ま
り
こ
の
伝
承
の
背
後
に
あ
る
の
は
山
を
め
ぐ
る
抗
争
で
あ
り
、
里
人
か

ら
み
て
山
に
住
み
、
鉄
を
産
出
す
る
人
々
が
鬼
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
鬼
に
込
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
里
人
以
外
の
人
々
の
イ
メ
|

ジ
で
あ
り
、

里
と
の
接
触
を
持
ち
な
が
ら
も
境
界
に
う
ご
め
く
製
鉄
に
携
わ
る

人
々
の
姿
で
あ
っ
た
。
鬼
と
は
ま
さ
に
境
界
的
な
存
在
で
は
な
か
っ
た
か
。
と

な
れ
ば
、
楽
々
福
鬼
伝
承
に
も
山
を
め
ぐ
る
里
人
と
鬼
と
の
抗
争
が
あ
り
、
鬼

退
治
と
は
里
人
に
よ
る
山
の
支
配
の
別
名
な
の
で
あ
っ
た
。
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2
孝
盤
天
皇
と
福
姫

楽
々
福
神
社
の
伝
承
で
も
う
ひ
と
つ
注
目
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
大

日
本
根
子
彦
太
事
尊
、
す
な
わ
ち
孝
震
天
皇
で
あ
る
。
孝
霊
天
臭
と
は
第
七
代

天
皇
で
、
系
譜
の
み
で
事
績
が
記
さ
れ
な
い
欠
史
八
代
(
第
二
代

1
第
九
代
)

の
う
ち
の
一
人
で
あ
り
、
そ
の
存
在
は
疑
わ
し
い
。
そ
の
名
に
あ
る
「
ヤ
マ
ト

ネ
コ
」
と
い
う
称
号
が
、
次
代
孝
元
天
皇
、
九
代
開
化
天
皇
、
二
十
二
代
清
寧

天
皇
の
三
天
皇
及
び
、
記
紀
の
編
纂
が
最
終
段
階
に
入
っ
た
頃
の
持
統
天
皇
・

文
武
天
皇
・
元
明
天
皇
・
元
正
天
皇
の
四
天
皇
の
称
号
に
も
み
え
る
こ
と
か
ら
、

持
統
天
皇
か
ら
元
正
天
皇
ま
で
の
天
皇
像
を
投
影
し
た
、
机
上
で
作
ら
れ
た
天

皇
だ
と
一
般
的
に
は
考
え
ら
れ
て
い
る
。

確
か
に
そ
の
実
在
し
た
可
能
性
は
低
い
の
だ
が
、
今
こ
こ
で
問
題
と
す
る
の

は
実
在
し
た
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
孝
霊
天
皇
に
よ
っ
て
鬼
退
治
が
行
わ
れ
た

と
信
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
「
紀
氏
繕
記
」
に
は
、
「
御
丈
七
尺
、

御
函
鉢
車
問
く
、
面
頭
に
は
三
尺
の
角
あ
り
。
飛
行
自
在
の
天
皇
な
り
」
と
い
う

孝
霊
天
皇
の
姿
が
伝
え
ら
れ
て
い
て

3
、
あ
た
か
も
鬼
の
よ
う
な
容
姿
の
天
皇

に
よ
っ
て
鬼
は
退
治
さ
れ
て
い
る
。
鬼
の
よ
う
な
形
相
の
天
皇
に
よ
っ
て
鬼
が

退
治
さ
れ
る
、
そ
れ
は
ま
さ
に
杷
る
も
の
と
舵
ら
れ
る
も
の
の
同
化
で
あ
り
、

柳
田
国
男
が

ご
つ
目
小
僧
」

一
つ
目
の
生
貨
と
神
の
同
化
に
同

で
説
い
た
、

じ
で
は
な
い
か
。

柳
田
国
男
は
そ
の
論
文
の
中
で
、
神
に
捧
げ
ら
れ
る
も
の
は
逃
走
を
防
ぐ
た

め
に
目
を
一
つ
潰
し
足
一
本
を
折
る
習
慣
が
か
つ
て
こ
の
日
本
に
は
あ
り
、
そ

れ
が
や
が
て
神
と
し
て
杷
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る

A

ょ
。
も
し
仮

に
そ
れ
が
正
し
い
と
し
て
、

阿
用
郡
の
一
つ
目
鬼
伝
承
に
そ
れ
を
当
て
は
め
て

み
る
な
ら
ば
、
鬼
に
食
わ
れ
た
男
は
神
に
捧
げ
ら
れ
た
生
貨
で
、
し
か
し
そ
の
実

は
食
う
側
の
鬼
そ
の
も
の
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
食
わ
れ
る
「
里
」

と
食
う
「
山
」

の
関
係
は
逆
転
し
、
食
わ
れ
る
側
の
「
里
」
が
食
う
側
の
「
山
」

を
支
配
し
始
め
た
こ
と
を
こ
の
伝
承
は
語
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
孝
霊
天
皇
も
退
治
し
た
鬼
に
等
し
い
こ
と
に

な
り
、
楽
々
福
鬼
伝
承
は
鬼
の
大
将
が
鬼
を
退
治
し
た
物
語
で
あ
る
と
言
い
換

え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
孝
霊
天
皇
像
と
し
て
鬼
の
よ
う
な
形
相
が
伝
わ
っ
て
い
る

の
も
、
征
伐
す
る
も
の
と
さ
れ
る
も
の
と
の
同
化
が
あ
っ
て
、
鬼
の
大
将
と
し

て
の
イ
メ
ー
ジ
が
っ
く
り
あ
げ
ら
れ
た
か
ら
で
は
な
い
の
か
。
そ
し
て
何
よ
り

も
鬼
退
治
の
大
将
が
孝
重
天
皇
と
い
う
天
皇
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
伝
承
に
大

き
な
意
味
を
与
え
て
い
る
。
孝
霊
天
皇
に
よ
る
鬼
退
治
と
は
王
権
と
そ
れ
に
屈

し
な
い
異
形
の
人
々
と
の
抗
争
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
王
権
の

支
配
が
そ
の
背
後
に
は
あ
る
。

そ
の
孝
盤
天
皇
と
そ
の
一
族
を
肥
る
神
社
が
、

日
野
川
流
域
に
点
在
す
る

楽
々
福
神
社
お
よ
び
関
連
神
社
で
あ
っ
た
。
溝
口
町
宮
原
の
楽
々
福
神
社
は
、

孝
霊
天
皇
と
皇
后
細
比
女
命
を
、

日
野
郡
日
南
宮
内
の
東
西
楽
々
福
神
社
は
孝

霊
天
皇
や
細
姫
命
、
娘
の
福
姫
や
鬼
退
治
に
活
躍
し
た
吉
備
津
彦
な
ど
を
把
り
、

同
町
印
賀
の
楽
々
神
社
は
福
姫
の
み
、
米
子
市
上
安
曇
の
楽
々
福
神
社
は
孝
霊

天
皇
、
細
媛
命
、
福
姫
の
三
神
、
島
根
県
能
義
郡
広
瀬
町
石
原
の
佐
々
布
久
神

社
は
孝
重
天
皇
一
た
だ
一
神
を
そ
の
祭
神
と
す
る
。
関
連
社
と
し
て
考
え
ら
れ
る

日
谷
神
社
(
日
野
郡
日
南
町
笠
木
)
は
孝
霊
天
皇
と
細
比
売
命
、
吉
備
津
彦
を
、
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菅
福
神
社
(
日
野
郡
日
野
町
上
菅
)

は
孝
霊
天
皇
、
細
姫
命
、
福
姫
と
吉
備
津

彦
な
ど
を
肥
っ
て
い
て
、
そ
の
他
に
も
孝
霊
天
皇
や
そ
の
一
族
を
祭
神
と
す
る

神
社
は
、
山
田
神
社
(
日
野
郡
溝
口
栃
原
)
、
高
杉
神
社
(
西
伯
郡
大
山
町
宮
内
)
、

日
野
川
流
域
は
楽
々
福
の
神
の
ゆ

余
子
神
社
(
境
港
市
栄
町
)
な
ど
が
あ
り
、

か
り
が
あ
る
。
そ
の
周
辺
に
福
岡
な
ど
の
「
福
」
や
上
菅
、
菅
沢
な
ど
の
「
菅
」

が
つ
く
地
名
が
多
く
あ
る
の
も
、
そ
の
地
が
鉄
の
産
地
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
「
菅
」
も
ま
た
鉄
と
関
係
深
い
植
物
で
あ
り
、
華
や
茅
な
ど
湿
地
帯
に
生

え
る
植
物
の
根
に
は
鉄
バ
ク
テ
リ
ア
の
作
用
で
褐
鉄
鋼
の
団
塊
が
形
成
さ
れ
、

そ
れ
が
「
ス
ズ
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
原
初
的
な
姿
で
あ
る
と
い
う

3
0
そ
う

い
え
ば
溝
口
町
宮
原
の
楽
々
福
神
社
の
神
主
も
、
直
立
と
い
う
名
で
は
な
か
っ

た
か
。
楽
々
福
に
関
す
る
地
名
人
名
は
、
そ
れ
が
鉄
と
深
く
関
わ
り
が
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
地
に
は
、
楽
々
福
ゆ
か
り
の
神
社
の
由
来
を
語
る
、
次
の
よ
う
な

物
語
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

楽
々
福
大
明
神
と
い
う
の
は
福
媛
と
も
細
媛
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
孝
霊
天

皇
の
皇
后
の
こ
と
で
あ
り
、
孝
霊
天
皇
四
十
五
年
、
孝
露
天
皇
は
そ
の
皇
后
と

と
も
に
諸
国
巡
幸
の
折
、
隠
岐
島
か
ら
日
野
郡
吉
日
に
渡
っ
て
き
て
、
こ
の
地

に
鬼
が
お
り
人
民
が
安
心
し
て
住
め
な
い
と
い
う
こ
と
を
聞
い
た
。
悪
鬼
を
退

治
す
べ
く
、
里
山
と
の
境
に
あ
る
サ
ズ
ト
山
に
障
を
取
り
様
子
を
う
か
が
い
、

そ
の
時
サ
ズ
ト
山
麓
に
建
て
た
宮
が
宮
原
の
楽
々
福
神
社
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら

日
野
川
に
沿
っ
て
さ
ら
に
奥
深
く
入
っ
て
、
行
宮
と
し
て
菅
福
神
社
を
建
て
た

と
こ
ろ
、
皇
后
細
姫
命
が
産
気
づ
か
れ
、
生
山
で
姫
君
を
出
産
し
た
。
山
人
に

何
か
不
思
議
な
こ
と
は
な
い
か
と
尋
ね
る
と
、
こ
の
奥
の
鬼
林
山
に
化
け
物
が

い
る
と
い
う
。
見
る
と
そ
れ
は
頭
は
馬
、
胴
体
は
牛
、
足
は
猿
の
よ
う
な
化
け

物
で
、
牛
鬼
と
名
乗
っ
て
い
た
。
牛
鬼
は
天
皇
に
追
い
つ
め
ら
れ
て
殺
さ
れ
、

そ
の
尾
を
切
っ
た
と
こ
ろ
は
尾
切
山
、
胴
を
切
っ
た
と
こ
ろ
は
胴
原
と
名
付
け

ら
れ
た
。

そ
の
後
姫
君
は
十
五
歳
で
亡
く
な
り
、
そ
れ
を
肥
っ
た
の
が
印
賀
の

楽
々
福
神
社
で
あ
る
。
天
皇
と
皇
后
が
と
も
に
お
住
ま
い
に
な
る
宮
が
建
て
ら

れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
地
を
宮
内
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
今
の
宮
内

楽
々
福
神
社
で
、
東
の
宮
に
天
皇
、

西
の
官
に
皇
后
が
お
住
ま
い
に
な
っ
た
。

や
が
て
皇
后
は
百
十
歳
で
崩
御
さ
れ
、
そ
の
墓
が
西
宮
の
背
後
の
崩
御
山
で
あ

る
と
い
う
〈
2
。

こ
れ
は
溝
口
町
宮
原
の
楽
々
福
鬼
伝
承
の
後
編
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
孝

霊
天
皇
の
兵
が
鬼
退
治
を
し
な
が
ら
日
野
川
を
上
流
に
遡
っ
て
い
く
様
子
が
語

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
伝
承
の
中
心
に
あ
る
日
野
川
で
は
砂
鉄
が
採
れ
、
孝
霊
天

皇
ゆ
か
り
の
地
は
産
鉄
に
関
わ
っ
て
い
た
。
鬼
の
名
に
し
て
も
、
「
蟹
(
カ
ニ
ご

と
は
「
カ
ネ
(
金
ご
か
ら
の
転
化
だ
と
す
れ
ば
、
宮
原
の
鬼
伝
承
に
語
ら
れ
る

鬼
の
名
大
牛
蟹
と
こ
の
牛
鬼
は
同
じ
意
と
な
り
、
鬼
の
正
体
は
、
頭
が
罵
で
胴

が
牛
、
足
が
猿
の
化
け
物
の
よ
う
な
、
鉄
を
産
す
る
異
形
の
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
に
な
る
。

そ
し
て
こ
の
伝
承
で
興
味
深
い
の
は
、
楽
々
福
の
神
と
は
実
は
孝
憲
天
皇
の

こ
と
で
は
な
く
そ
の
后
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
名
が
ま
さ
に
「
フ
ク
」
媛
や
「
細

(
ク
ワ
シ
ご
媛
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
一
説
で
は
后
の
名
が

細
媛
、
后
が
生
ん
だ
姫
君
の
名
が
福
媛
で
あ
る
と
伝
え
て
い
る
が
、

い
ず
れ
に

-17一



せ
よ
「
フ
ク
」
と
は
「
吹
く
」
に
通
じ
鉄
を
吹
く
こ
と
で
あ
り
、
「
ク
ワ
シ
」
に

し
で
も
細
か
い
こ
と
の
意
で
砂
鉄
を
指
す
言
葉
で
あ
っ
て
、
福
姫
や
細
姫
と
は

踏
輔
に
杷
ら
れ
る
女
神
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
印
賀
の
楽
々
福
神
社
に
は
、
孝
霊
天
皇
が
鬼
退
治
で
留
守
に
し
て

い
た
時
、

一
人
残
さ
れ
た
姫
君
は
、
畑
に
育
っ
た
え
ん
ど
う
豆
を
採
り
に
い
っ

て
豆
の
蔦
が
絡
み
つ
い
た
竹
に
目
を
衝
か
れ
十
五
歳
で
死
ん
で
し
ま
い
、
祭
神

と
し
て
祭
和
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
伝
承
が
あ
る
。
上
安
曇
の
楽
楽
福

神
社
に
は
、
好
色
な
祭
神
が
、
あ
る
晩
よ
ぱ
い
に
行
っ
て
夜
明
け
を
告
げ
る
鶏

の
声
に
驚
き
、
松
葉
に
眼
を
突
か
れ
て
片
目
に
な
っ
た
た
め
、
境
内
に
は
松
を

植
え
ず
、
氏
子
は
鶏
を
飼
わ
な
く
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
宮
内
で
は
楽

楽
福
の
神
は
片
目
の
神
で
宮
内
の
人
々
も
片
目
が
小
さ
い
の
だ
と
伝
え
ら
れ
、

宮
原
で
は
楽
楽
福
の
神
の
は
眼
の
悪
い
神
だ
と
さ
れ
る
。
そ
の
他
に
も
篠
相
の

楽
々
福
神
社
で
は
竹
を
繍
え
ず
、
広
瀬
町
石
原
の
佐
々
布
久
神
社
で
は
竹
串
を

使
っ
て
育
て
る
き
ゅ
う
り
な
ど
の
野
菜
を
作
ら
な
い
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ら

の
伝
承
か
ら
は
笹
や
竹
を
嫌
う
一
つ
目
の
神
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る

(
叩
}
。
そ
れ
は
ま
た
、
出
雲
西
比
四
を
本
社
と
す
る
金
屋
子
神
を
想
起
さ
せ
る

鉄
神
の
姿
で
も
あ
っ
た
。

江
戸
時
代
に
伯
者
国
日
野
郡
の
鉄
師
に
よ
っ
て
書
き
残
さ
れ
た
『
鉄
山
秘
書
』

に
よ
れ
ば
、
金
屋
子
神
は
は
じ
め
播
磨
国
宍
粟
郡
千
種
に
降
臨
し
た
が
、
自
ら

西
方
に
縁
が
あ
る
と
い
っ
て
白
鷺
に
乗
り
、
こ
の
西
比
国
の
地
で
桂
の
木
で
羽

を
休
め
て
い
た
と
こ
ろ
を
発
見
さ
れ
た
と
い
う
。
犬
に
追
い
か
け
ら
れ
、
蔦
を

っ
た
っ
て
逃
れ
よ
う
と
し
た
が
途
中
で
切
れ
、
犬
に
か
ま
れ
て
死
ん
だ
の
で
犬

と
蔦
を
嫌
う
ら
し
い
。
あ
る
い
は
犬
に
追
い
か
け
ら
れ
て
麻
に
足
を
と
ら
れ
て

死
ん
だ
の
で
犬
と
麻
が
嫌
い
だ
と
も
い
い
、
男
神
と
す
る
説
も
あ
る
け
れ
ど
、

一
般
に
は
女
神
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
神
は
中
園
地
方
を
中
心
に
鍛
冶
屋
に

信
仰
さ
れ
、
播
磨
よ
り
来
る
途
中
に
吉
備
中
山
に
立
ち
寄
っ
た
と
い
う
異
伝
も

あ
る
(
U
1

こ
の
踊
輔
に
杷
ら
れ
る
女
神
金
屋
子
神
の
姿
こ
そ
ま
さ
に
楽
々
福
神
の
姿
で

あ
り
、

そ
の
類
似
を
思
え
ば
中
世
に
信
仰
が
は
じ
ま
っ
た
金
屋
子
神
の
古
形
が

楽
々
福
神
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
し
て
伯
香
と
金
屋
子
神
が
は
じ
め
て
降
臨
し

た
播
磨
に
は
、
単
に
鉄
の
産
地
で
あ
る
と
い
う
以
上
の
深
い
関
係
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
鉄
と
は
、
そ
の
原
料
が
採
れ
る
だ
け
で
は
「
鉄
」
に

は
な
ら
な
い
。
「
鉄
」
に
加
工
す
る
製
鉄
の
技
術
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
「
鉄
」
に

な
る
。
こ
れ
ら
地
域
聞
に
は
、

モ
ノ
の
交
換
の
み
な
ら
ず
、
人
々
の
交
流
や
技

術
の
伝
播
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

3
吉
備
津
彦
と
鬼
退
治

こ
の
よ
う
に
考
え
を
進
め
て
い
く
と
、
最
後
に
も
う
一
人
、
楽
々
福
鬼
伝
承

で
鍵
と
な
る
人
物
、
孝
霊
天
皇
の
皇
子
で
あ
る
吉
備
津
彦
に
つ
い
て
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

吉
備
津
彦
と
は
孝
霊
天
皇
の
第
三
子
で
、
本
来
の
名
は
彦
五
十
狭
芹
彦
命
と

い
っ
た
。
『
古
事
記
』
に
よ
れ
ば
、
吉
備
津
彦
の
ま
た
の
名
と
思
わ
れ
る
大
吉
備

津
彦
命
と
そ
の
弟
の
若
彦
健
吉
備
津
彦
命
が
吉
備
を
平
定
し
て
い
る
が
、
『
日
本

書
紀
』
で
は
そ
の
あ
た
り
の
記
述
が
少
し
異
な
り
、
第
十
代
崇
神
天
皇
の
命
に
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よ
り
、
朝
廷
に
服
し
な
い
者
た
ち
を
征
伐
す
ベ
く
各
国
に
遣
わ
さ
れ
た
四
道
将

軍
の
一
人
と
し
て
吉
備
津
彦
は
西
道
(
山
陽
道
)
に
派
遣
さ
れ
、
主
に
吉
備
の

平
定
に
あ
た
っ
た
と
あ
る
。
そ
の
吉
備
征
圧
の
目
的
は
製
鉄
技
術
の
掌
握
で
あ

っ
た
と
も
さ
れ
、
平
定
後
の
崇
神
紀
六
十
年
条
に
は
出
雲
国
造
の
祖
で
あ
る
出

雲
振
根
を
吉
備
津
彦
が
株
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
勢
力
範
囲
を
出

雲
へ
と
伸
ば
し
て
い
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ど
う
や
ら
吉
備
津
彦
の
平
定

に
は
、
鉄
を
め
ぐ
る
抗
争
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。

ま
た
、
吉
備
津
神
社
(
吉
備
津
彦
を
祭
神
と
す
る
)
の
縁
起
で
吉
備
津
彦
は
、

鬼
ノ
城
に
住
む
温
羅
と
い
う
鬼
を
犬
飼
健
、
楽
々
森
彦
、
留
玉
臣
の
三
人
の
家

来
と
と
も
に
倒
し
、

そ
の
釧
ね
た
鬼
の
首
を
さ
ら
し
た
が
、
犬
に
喰
わ
れ
よ
う

と
も
輔
懐
に
な
ろ
う
と
も
そ
の
首
が
吠
え
続
け
る
の
で
、
士
ロ
備
津
神
社
の
釜
の

下
に
埋
め
た
と
い
う
。
そ
れ
で
も
な
お
そ
の
声
は
止
ま
な
か
っ
た
あ
る
晩
、
吉

備
津
彦
の
夢
に
温
羅
が
現
れ
て
、
そ
の
妻
で
あ
る
阿
曽
姫
に
釜
の
祭
把
を
さ
せ

る
こ
と
を
願
い
、
釜
は
幸
あ
れ
ば
豊
か
に
鳴
り
、
禍
あ
れ
ば
荒
ら
か
に
鳴
る
と

告
げ
た
こ
と
が
「
鳴
釜
神
事
」

の
由
来
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
A
U
v。

こ
こ
で
家
来
の
名
に
注
目
し
て
み
る
と
、
犬
飼
は
犬
に
噛
ま
れ
て
死
ん
だ
金

屋
子
神
を
、
楽
々
森
彦
は
楽
々
福
の
神
を
連
想
さ
せ
、
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
て

き
た
鉄
に
関
す
る
三
つ
の
伝
承
に
は
共
通
項
が
多
く
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ

る
。
吉
備
津
神
社
の
創
建
に
関
し
て
も
、
仁
徳
天
皇
の
御
代
、
吉
備
津
彦
か
ら

く
だ
る
こ
と
五
代
の
孫
で
あ
る
加
夜
直
奈
留
美
命
が
、
士
ロ
備
津
彦
の
御
殿
で
あ

っ
た
茅
葺
宮
の
跡
に
社
殿
を
建
て
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、

宮
原
楽
々
福
神
社
の

「
笹
葺
の
社
」
に
同
じ
発
想
の
茅
葺
宮
が
神
社
創
建
に
関

与
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
中
園
地
方
に
伝
わ
る
鬼
伝
承
は
、
征
伐
す
る
も
の

や
鬼
の
住
む
場
所
を
変
え
な
が
ら
も
た
だ
一
つ
の
プ
ロ
ッ
ト
を
持
ち
、

い
わ
ば

楽
々
福
鬼
伝
承
の
変
奏
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
征
伐
す
る
も
の
が
天
皇
や
そ
の
臭
子
で
あ
る
こ
と
は
、
地
方
に
お
け

る
産
鉄
集
団
の
中
央
支
配
が
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
孝
霊
天
皇
が
伯

者
を
訪
れ
る
前
に
隠
岐
で
黄
魁
鬼
を
退
治
し
た
と
い
う
伝
承
や
、
牛
鬼
退
治
を

す
る
歯
黒
皇
子
(
こ
こ
で
は
吉
備
津
彦
で
は
な
い
)
も
ま
た
伯
香
に
来
る
前
に

備
中
で
鬼
と
思
わ
れ
る
蟹
魁
師
を
退
治
し
た
と
い
う
伝
承
が
残
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
に
し
て
中
央
支
配
は
繰
り
返
し
諮
ら
れ
、
鬼
退
治
は
ま
た
次
の
鬼
退

治
へ
と
語
り
つ
が
れ
て
い
っ
た
。

で
は
な
ぜ
鬼
伝
承
は
、

そ
の
よ
う
に
鎖
の
よ
う
に
繋
が
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う

か
。
鬼
退
治
を
す
る
の
は
あ
る
決
ま
っ
た
人
物
で
あ
る
と
い
う
考
え
に
基
づ
い

て
い
る
か
ら
な
の
か
。

お
そ
ら
く
鬼
退
治
が
次
の
鬼
退
治
へ
と
語
り
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
は
、
鬼

退
治
伝
承
を
更
新
し
て
い
く
よ
う
な
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。
征
伐
の
背
後
に
あ

る
の
は
鉄
の
原
料
確
保
と
い
う
単
純
な
こ
と
で
は
な
く
、
産
鉄
技
術
技
術
を
携

え
た
人
々
の
移
動
や
、

そ
れ
に
と
も
な
う
新
し
い
技
術
の
倍
播
更
新
で
は
な
か

っ
た
か
。
征
伐
す
る
も
の
と
さ
れ
る
も
の
と
の
同
化
原
理
と
は
、
古
い
鍛
冶
技

術
を
持
っ
た
集
団
が
新
し
い
鍛
冶
技
術
者
集
団
に
よ
っ
て
征
服
さ
れ
て
い
く
、

そ
の
よ
う
な
技
術
革
新
の
過
程
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
も
そ
も
四
道
将
軍
の
進
軍
は
、
そ
れ
ぞ
れ
古
代
街
道
に
沿
っ
て
な
さ
れ
て

い
る
。
平
定
の
結
果
と
し
て
都
と
そ
の
地
を
結
ぶ
街
道
は
整
備
さ
れ
、
そ
の
道
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を
通
っ
て
人
も
そ
ノ
も
、
技
術
も
文
化
も
往
来
す
る
。
そ
の
よ
う
に
孝
霊
天
皇

の
御
代
の
征
伐
伝
承
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
ら
、
楽
々
福
鬼
伝
承
を

は
じ
め
と
す
る
一
連
の
鬼
伝
承
や
鉄
神
の
伝
承
は
、
古
代
鉄
交
易
を
語
る
も
の

だ
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

む
す
び

因
幡
の
東
、
播
磨
と
の
国
境
で
あ
る
八
頭
郡
若
桜
町
に
も
オ
ニ
山
と
呼
ば
れ

る
山
が
あ
り
、
そ
の
対
面
に
は
式
内
意
非
神
社
が
あ
る
。
若
桜
町
歴
史
民
俗
資

料
館
の
学
芸
員
の
話
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
古
く
は
「
意
非
の
宮
」
と
呼
ば
れ
、

か
つ
て
は
一
ノ
宮
谷
(
香
田
)
に
あ
っ
た
が
、
武
内
宿
禰
が
境
内
か
ら
放
っ
た

矢
が
落
ち
、
今
の
地
に
遷
座
し
た
と
い
う
。
矢
を
放
っ
た
の
は
神
の
鎮
座
す
ベ

き
地
を
定
め
る
た
め
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
神
事
の
例
は
他
に
も
多
く
あ
る
の

だ
か
ら
、
こ
の
遷
座
に
疑
い
を
は
さ
む
余
地
は
な
い
。

そ
れ
で
も
な
蹄
に
落
ち
ず
気
に
な
っ
て
し
ま
う
の
は
、
武
内
宿
禰
が
ど
こ
へ

向
け
て
矢
を
放
と
う
と
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
か
し
た
ら
神
社

対
面
の
オ
ニ
山
に
向
け
て
矢
を
放
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
矢
を
放
っ
た
本
当
の

理
由
と
は
、
鬼
退
治
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

オ
ニ
山
は
そ
の
名
に
オ
ニ
と
つ
く
だ
け
で
、
そ
こ
に
鬼
が
住
ん
で
い
た
と
い

う
伝
承
が
残
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
は
い
っ
て
も
、

オ
ニ
山
の
背
後

に
は
鶴
尾
山
と
い
う
山
が
あ
っ
て
、
そ
の
山
頂
に
は
因
幡
三
名
城
の
一
つ
に
数

え
ら
れ
る
中
世
の
山
城
鬼
ケ
城
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
楽
々
福
の
鬼
住
山
や
吉
備

の
鬼
ノ
城
を
思
い
お
こ
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
オ
ニ
山
は
鬼
山
で
あ
っ
た
と

想
像
し
て
し
ま
い
た
く
な
る
。
武
内
宿
禰
が
矢
を
射
た
の
は
オ
ニ
山
に
住
む
鬼

を
退
治
す
る
た
め
で
あ
り
、
意
非
神
社
の
縁
起
需
に
は
鬼
退
治
伝
承
が
隠
ぺ
い

さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。

こ
れ
は
単
な
る
幻
想
で
あ
る
。

し
か
し
武
内
宿
禰
と
は
、
長
き
に
わ
た
っ
て

天
皇
に
伝
え
た
忠
臣
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
鬼
伝
承
の
プ
ロ
ッ
ト
を
考
え
て
み

る
と
、
鬼
退
治
を
す
る
の
は
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は

朝
廷
に
よ
る
鉄
の
支
配
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
こ
の
若
狭
町
オ
ニ
山
を
め
ぐ
る
伝

承
に
も
あ
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。
オ
ニ
山
周
辺
の
山
々
に
は
多
く
の
鉱
物
が
眠
つ

て
い
る
。
八
頭
川
を
少
し
下
っ
た
八
頭
町
重
枝
に
あ
る
式
内
布
留
多
知
神
社
に

は
、
不
々
岐
(
フ
プ
キ
)
と
呼
ば
れ
た
鬼
を
そ
の
祭
神
で
あ
る
ス
サ
ノ
ヲ
が
太

刀
で
退
治
し
た
と
い
う
伝
承
が
残
さ
れ
て
い
る
。

石
を
も
切
っ
た
と
い
う
そ
の

太
万
の
切
れ
味
は
、
こ
こ
に
優
れ
た
製
鉄
技
術
が
古
く
か
ら
発
達
し
て
い
た
こ

と
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
し
て
何
よ
り
も
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
若
狭
町
の
立
地
で
あ
る
。
若
狭
町

は
閤
幡
の
入
り
口
で
あ
り
、
播
磨
へ
と
い
た
る
街
道
が
こ
の
町
を
貫
い
て
い
る
。

金
屋
子
神
が
は
じ
め
に
天
か
ら
降
っ
て
き
た
播
磨
国
宍
粟
市
千
種
町
と
は
、
県

境
を
は
さ
ん
で
隣
町
と
い
え
る
近
さ
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
立
地
と
八
頭
川
沿

い
に
語
ら
れ
る
鬼
伝
承
は
、

一
体
何
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
。

こ
こ
に
浮
き
あ
が
っ
て
み
え
て
く
る
の
は
一
筋
の
道
で
あ
る
。
播
磨
ら
因
幡

へ
と
到
る
道
、
鉄
の
産
地
を
結
ぶ
道
で
あ
る
。
そ
の
道
は
さ
ら
に
伯
脅
か
ら
隠

岐
や
出
雲
と
も
繋
が
っ
て
お
り
、
鬼
伝
承
を
介
し
て
は
吉
備
と
も
結
ぼ
れ
て
い

く
。
播
磨
、
因
幡
、
伯
香
、
隠
岐
、
出
雲
、
吉
備
、
そ
れ
ら
を
結
ぶ
の
は
四
道
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将
軍
の
征
伐
で
あ
り
、
中
国
山
地
を
横
断
す
る
よ
う
に
し
て
走
る
鉱
脈
に
他
な

ら
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
鉄
を
め
ぐ
る
人
々
が
移
動
し
た
痕
跡
で
あ
り
、
そ
の
よ

う
な
人
々
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
製
鉄
技
術
の
伝
播
ル
1
ト
で
も
あ
っ
た
だ

ろ
う
。
楽
々
福
鬼
伝
承
を
は
じ
め
と
す
る
、
中
国
山
地
に
伝
わ
る
鬼
や
鉄
神
に

関
す
る
伝
承
の
背
後
に
は
、
こ
の
よ
う
な
鉄
を
め
ぐ
る
古
代
交
易
が
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

(
明
治
大
学
文
学
部
兼
任
講
師
)
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