
出
羽
三
山
信
仰
圏
の
地
理
学
的
考
察

円
石

鼻

通

明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〉

【
要
約
目
　
出
羽
三
山
信
仰
は
東
日
本
一
帯
に
広
く
分
布
し
て
お
り
、
各
地
に
参
詣
講
や
末
社
、
石
碑
が
存
在
す
る
。
本
稿
は
、
出
羽
三
山
を
め
ぐ
る
山
岳

宗
教
集
落
と
そ
の
勢
力
圏
を
考
察
し
た
前
稿
を
ふ
ま
え
、
地
方
史
誌
、
民
俗
誌
、
民
俗
地
図
お
よ
び
聞
き
取
り
調
査
か
ら
出
羽
三
山
信
仰
に
関
す
る
諸
事

例
を
収
集
し
、
そ
の
類
型
化
を
行
な
う
こ
と
に
よ
り
、
出
羽
三
山
信
仰
が
お
り
な
す
地
域
構
造
を
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
各
地
の
信
仰
形
態
を
比
較
検
討
し
た
結
果
、
参
詣
者
の
年
齢
を
主
た
る
指
標
と
し
て
、
第
一
次
～
第
三
次
に
わ
た
る
信
仰
圏
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
、

出
羽
三
山
信
仰
は
同
心
円
的
な
圏
構
造
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
各
信
仰
圏
内
に
お
い
て
も
、
信
仰
形
態
の
地
域
差
か
ら
、

い
く
つ
か
の
地
域
類
型
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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林
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出羽三山借仰圏の地理学的考察（岩鼻）

一
は
じ
め
に
1
宗
教
地
理
学
に
お
け
る
信
仰
圏
研
究
の
意
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
地
理
学
に
お
い
て
宗
教
現
象
を
考
察
す
る
視
点
と
し
て
、
そ
の
分
布
や
伝
播
を
検
討
す
る
研
究
が
従
来
か
ら
多
く
試
み
ら
れ
て
き
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
し
か
し
、
た
と
え
ば
ゼ
リ
ン
ス
キ
ー
の
合
衆
国
に
お
け
る
諸
宗
派
の
分
布
論
的
研
究
に
お
い
て
は
、
宗
教
は
文
化
地
域
設
定
の
一
指
標
に
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ぎ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
内
田
の
真
宗
・
曹
洞
宗
の
分
布
論
的
研
究
に
お
い
て
も
、
そ
の
発
展
過
程
が
考
察
の
対
象
と
さ
れ
る
な
ど
、
従
来
の
宗

教
地
理
学
に
お
い
て
は
宗
教
が
お
り
な
す
地
域
構
造
の
解
明
と
い
う
視
点
が
十
分
で
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
単
な
る
分
布
パ
タ
ー
ン
や
伝

播
過
程
に
と
ど
ま
ら
ず
、
宗
教
の
分
布
の
内
部
に
秘
め
ら
れ
た
地
域
構
造
を
探
る
こ
と
が
宗
教
地
理
学
の
重
要
な
課
題
と
な
る
。

　
宗
教
が
お
り
な
す
地
域
構
造
と
し
て
、
ま
ず
教
団
組
織
が
有
す
る
階
層
的
な
地
域
構
造
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
内
田
は
近
江
盆
地
に
お
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そ

い
て
、
寺
院
一
報
恩
講
組
一
組
…
別
院
崇
敬
部
下
一
教
区
－
本
山
と
い
う
重
層
的
な
連
帯
性
の
強
い
寺
院
共
同
体
の
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

指
摘
し
た
。
筆
者
も
藤
豆
に
お
い
て
、
在
地
修
験
（
末
派
修
験
1
触
頭
）
一
山
内
修
験
1
本
山
と
い
う
教
団
組
織
が
有
す
る
階
暦
的
な
地
域
構
造
と

し
て
山
岳
宗
教
集
落
の
勢
力
圏
を
考
察
し
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
地
域
構
造
は
教
団
組
織
が
編
成
し
た
構
造
で
あ
り
、
い
わ
ば
中
心
か
ら
の
視
点
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
個

々
の
地
域
に
お
い
て
宗
教
が
受
容
さ
れ
る
揚
合
、
さ
ま
ざ
ま
な
信
仰
形
態
の
地
域
差
が
生
じ
る
。
民
俗
学
に
お
い
て
は
こ
の
信
仰
形
態
の
地
域

差
に
着
姦
し
、
信
仰
圏
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
立
場
に
お
い
て
は
、
個
々
の
地
域
に
お
い
て
受
容
さ
れ
た
宗
教
の
有
す
る
役
割
や
意
義

が
検
討
さ
れ
、
い
わ
ば
周
辺
か
ら
の
視
点
に
よ
っ
た
地
域
構
造
の
考
察
が
行
な
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
宗
教
が
お
り
な
す
地
域
構
造
の
解
明
に
際
し
て
は
、
従
来
の
宗
教
地
理
学
で
行
な
わ
れ
て
き
た
中
心
か
ら
の
視
点
に
立
脚
し

た
研
究
に
加
え
、
信
仰
を
受
容
し
た
地
域
の
側
か
ら
逆
照
射
し
た
地
域
構
造
の
研
究
、
す
な
わ
ち
僧
仰
圏
研
究
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
両
方
の

視
点
に
立
脚
し
た
研
究
が
統
合
さ
れ
て
、
は
じ
め
て
宗
教
が
お
り
な
す
地
域
構
造
が
明
ら
か
に
な
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
前
稿
で
の
出
羽
三
山
の
山
岳
宗
教
集
落
の
勢
力
圏
の
考
察
を
受
け
て
、
出
羽
三
山
の
信
仰
圏
に
つ
い
て
検
討

し
、
出
羽
三
山
の
山
岳
宗
教
が
お
り
な
す
地
域
構
造
の
解
明
に
努
め
た
い
。

①
　
宗
教
地
理
学
の
研
究
動
向
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
当
麻
成
志
「
臼
本
宗
教
地
理
学
の
提
唱
」
人
文
地
理
1
3
1
4
、
昭
3
6
。

　
ソ
ー
フ
ァ
ー
、
　
（
穂
久
・
久
保
田
・
生
野
訳
）
　
『
宗
教
地
理
学
』
大
明
堂
、
昭

　
4
6
。

　
シ
ェ
ヴ
ィ
ン
ト
編
、
　
（
徳
久
・
吉
田
訳
）
　
『
宗
教
の
空
間
構
造
』
大
開
堂
、
昭

　
5
3
。

　
ω
昌
9
さ
U
．
切
こ
0
8
σ
Q
謎
℃
げ
冤
9
＆
話
＝
σ
q
δ
窃
㌧
、
唾
重
工
鴇
凡
匿
顛
“
§
§
い

　
縛
魂
§
ξ
軌
ム
㌧
一
〇
◎
。
一
．

②
　
N
。
嗣
彦
岸
ざ
≦
‘
〉
路
銭
嘆
。
脚
臼
ε
些
Φ
目
巴
σ
q
δ
器
σ
q
8
σ
q
『
p
喜
嘱
。
肉
昏
。

　
q
鼠
け
8
ω
＄
3
ω
…
℃
無
8
ヨ
ω
o
h
o
巨
『
o
ぴ
ヨ
Φ
ヨ
σ
⑦
邑
凱
℃
一
p
一
〇
罵
”
卜
箆
。
蓉

　
9
鴇
－
卜
。
”
一
〇
ひ
ド

③
　
内
田
秀
雄
「
真
宗
の
発
展
」
人
文
地
理
1
0
1
5
・
6
、
昭
3
4
。

　
同
「
曹
洞
宗
の
発
展
」
大
阪
学
芸
大
学
紀
要
8
、
昭
3
5
。

④
内
田
秀
雄
「
近
江
村
落
の
宗
数
性
」
大
阪
学
芸
火
学
紀
要
1
5
、
昭
4
2
。

⑤
拙
稿
「
出
羽
三
山
を
め
ぐ
る
山
岳
宗
教
集
落
」
地
理
学
評
論
5
6
1
8
、
昭
5
8
。

⑥
　
前
掲
註
⑤
参
照
。
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出羽三山信仰圏の地理学的考察（岩鼻）

二
　
地
理
学
・
民
俗
学
に
お
け
る
信
仰
圏
研
究
の
問
題
点
と
課
題

　
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
民
俗
学
に
お
い
て
は
山
岳
宗
教
の
僑
仰
圏
に
関
す
る
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
ま
ず
、
宮
田
は
各
地
の
霊
山
の

事
例
に
も
と
づ
き
、
山
麓
の
地
域
社
会
に
は
地
域
共
同
体
と
密
着
し
た
信
仰
形
態
が
存
在
す
る
の
に
対
し
、
遠
隔
の
地
域
社
会
に
は
講
集
団
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

い
う
第
二
次
的
な
信
仰
形
態
が
み
ら
れ
る
と
い
う
二
重
構
造
の
存
在
を
指
摘
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
さ
ら
に
、
続
く
論
文
で
宮
田
は
第
一
次
～
第
三
次
に
わ
た
る
同
心
円
的
な
信
仰
圏
の
仮
説
を
提
起
し
た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
次
信
仰
圏
は
一

日
以
内
で
登
拝
可
能
で
あ
り
、
対
象
と
な
る
山
岳
が
遙
拝
で
き
る
圏
域
と
し
、
そ
の
信
仰
は
、
水
流
耳
玉
、
生
産
暦
、
祖
霊
神
、
山
の
神
田
の

神
信
仰
の
い
ず
れ
か
に
関
わ
る
と
し
た
。
第
二
次
信
仰
圏
は
遙
拝
不
可
能
な
地
域
で
、
参
詣
す
る
に
も
途
中
で
宿
泊
が
必
要
で
あ
り
、
御
師
の

配
札
圏
と
な
っ
て
代
参
講
が
盛
ん
で
あ
る
と
し
た
。
第
三
次
儒
仰
圏
は
山
岳
と
の
直
接
的
な
つ
な
が
り
が
薄
く
、
信
仰
集
団
が
各
自
の
属
す
る

地
域
社
会
を
超
越
し
て
連
繋
し
、
し
ぼ
し
ば
そ
の
山
岳
に
対
す
る
宗
教
教
団
が
組
織
さ
れ
る
と
し
た
。

　
こ
の
宮
照
の
仮
説
そ
の
も
の
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
圏
外
設
定
の
指
標
に
は
問
題
点
を
残
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
第
一
次
信
仰
圏
と
第
二
次
信
仰
圏
の
境
界
は
、
遙
拝
が
可
能
か
ど
う
か
、
そ
し
て
一
日
以
内
で
登
拝
可
能
か
ど
う
か
で
設
定
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
の
二
種
の
指
標
に
よ
る
境
界
設
定
が
常
に
合
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
徒
歩
一
日
と
い
う
行
動
半
径
は
一
定
の
距
離

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

と
し
て
設
定
し
う
る
が
、
遙
拝
可
能
な
範
囲
は
対
象
と
な
る
山
岳
の
位
置
や
標
高
に
よ
り
大
き
く
変
化
す
る
。
例
を
あ
げ
れ
ぼ
、
岩
木
山
や
筑

波
山
の
よ
う
な
平
野
部
に
位
置
す
る
独
立
峰
の
場
合
は
徒
歩
一
日
圏
を
は
る
か
に
超
え
る
遠
方
か
ら
も
遙
拝
可
能
と
な
る
。

　
ま
た
、
第
一
次
信
仰
圏
の
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
、
水
流
分
源
、
生
産
暦
、
祖
霊
神
、
山
の
神
田
の
神
信
仰
と
い
う
四
種
の
信
仰
も
、
第

二
・
三
次
信
仰
圏
に
存
在
し
な
い
信
仰
と
は
い
い
が
た
く
、
む
し
ろ
山
岳
宗
教
に
一
般
的
に
み
ら
れ
る
信
仰
を
あ
げ
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
え
よ

、
つ
。

　
さ
ら
に
、
第
二
次
信
仰
圏
が
御
師
の
配
札
圏
と
な
る
と
い
う
指
摘
も
不
十
分
で
、
山
岳
宗
教
集
落
が
成
立
し
て
い
る
場
合
、
第
二
次
信
仰
圏
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の
内
側
の
第
一
次
信
仰
圏
も
当
然
な
が
ら
御
師
の
檀
那
場
と
し
て
勢
力
圏
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
配
札
が
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
御
師
の
配
札

圏
が
第
二
次
信
仰
圏
特
有
の
も
の
で
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
宮
田
の
信
仰
圏
に
関
す
る
仮
説
は
圏
域
設
定
の
指
標
に
あ
い
ま
い
さ
を
残
し
て
い
る
が
、
そ
の
結
果
、
以
後
の
実
証

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

研
究
も
単
に
同
心
円
的
な
信
仰
圏
の
存
在
を
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
宮
田
の
岩
木
山
信
仰
に
関
す
る
実
証
研
究
に
お
い
て
も
、
問
題

設
定
と
し
て
、
岩
木
山
が
望
見
可
能
な
旧
茅
部
領
に
な
ぜ
信
仰
が
存
在
し
な
い
の
か
、
ま
た
、
岩
木
山
麓
の
百
沢
に
は
山
伏
が
存
在
し
、
広
域

的
な
第
二
次
信
仰
圏
を
拡
大
す
る
条
件
を
備
え
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
信
仰
圏
が
津
軽
に
限
ら
れ
て
い
た
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
点
を
あ
げ

な
が
ら
、
結
論
と
し
て
岩
木
山
信
仰
圏
は
各
部
落
に
か
つ
て
信
仰
的
意
味
を
持
っ
て
存
在
し
た
モ
リ
山
の
重
層
的
構
造
の
上
に
成
り
立
っ
て
い

る
と
い
う
指
摘
に
と
ど
ま
り
、
自
ら
設
定
し
た
問
題
へ
の
解
答
は
何
ら
示
さ
れ
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
宮
田
以
降
の
実
証
研
究
と
し
て
、
ま
ず
宮
本
の
加
波
山
信
仰
に
関
す
る
論
文
が
あ
げ
ら
れ
る
。
宮
本
は
加
波
山
信
仰
の
第
一
次
信
仰
圏
を
大

当
講
・
総
登
り
の
行
な
わ
れ
る
筑
波
・
足
尾
・
加
波
三
山
の
周
辺
地
域
、
第
二
次
信
仰
圏
を
禅
定
講
・
神
輿
渡
御
の
行
な
わ
れ
る
一
層
広
範
な

地
域
（
茨
城
県
真
壁
郡
・
結
城
郡
、
栃
木
県
芳
賀
郡
な
ど
）
と
し
て
把
握
し
た
。
宮
本
は
信
仰
形
態
の
差
異
に
よ
っ
て
信
仰
圏
を
設
定
し
、
第

・
二
次
信
仰
圏
に
は
山
先
達
の
介
入
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
主
な
論
点
は
禅
定
講
・
神
輿
渡
御
の
成
立
過
程
に
あ
り
、
信
仰
圏
は
図

示
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
現
実
に
加
波
山
信
仰
は
同
心
円
的
な
圏
構
造
を
有
し
て
い
る
の
か
、
さ
ら
に
、
大
当
講
・
総
登
り
の
行
な
わ
れ
る
地

域
の
外
側
に
禅
定
講
・
神
興
渡
御
の
行
な
わ
れ
る
地
域
が
存
在
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
第
一
次
信
仰
圏
内
で
禅
定
講
・
神
輿
渡
御
も
重
層
的
に

存
在
す
る
の
か
ど
う
か
は
十
分
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
宮
本
の
研
究
に
お
い
て
も
、
各
々
の
信
仰
形
態
の
分
布
が
明
確
に
把
握
さ

れ
て
い
な
い
た
め
、
信
仰
圏
の
存
在
を
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
圏
域
が
設
定
さ
れ
図
示
さ
れ
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
次
に
、
牧
雅
子
の
筑
波
山
信
仰
に
関
す
る
論
文
が
あ
げ
ら
れ
る
。
牧
は
筑
波
山
信
仰
に
お
い
て
、
山
麓
の
講
の
み
ら
れ
る
地
域
を
第
一
次
信

仰
圏
、
お
座
替
り
の
大
祭
に
参
詣
す
る
地
域
を
第
二
次
信
仰
圏
、
代
参
講
の
み
ら
れ
る
地
域
を
第
三
次
信
仰
圏
と
す
る
信
仰
圏
を
設
定
し
た
。

そ
し
て
、
筑
波
山
を
中
心
と
す
る
三
重
の
同
心
円
を
描
き
、
各
鼻
溝
を
設
定
し
て
い
る
が
、
論
点
は
む
し
ろ
設
定
し
た
同
心
円
の
圏
域
と
実
際
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の
信
仰
形
態
の
分
布
と
の
ず
れ
の
説
明
に
中
心
が
あ
り
、
宮
田
の
仮
説
を
実
証
す
る
と
い
う
姿
勢
に
欠
け
て
い
る
。
特
に
牧
の
設
定
し
た
第
二

次
信
仰
圏
は
講
の
存
在
し
な
い
信
仰
形
態
が
み
ら
れ
る
地
域
で
あ
り
、
代
参
講
が
盛
ん
で
あ
る
と
し
た
、
宮
田
の
設
定
し
た
第
二
次
信
仰
圏
と

は
全
く
性
格
を
異
に
す
る
。
要
す
る
に
、
牧
の
設
定
し
た
筑
波
山
信
仰
圏
は
宮
田
の
仮
説
を
単
な
る
同
心
円
的
圏
構
造
と
し
て
継
承
し
た
に
す

ぎ
な
い
と
い
え
よ
う
。

　
ま
た
、
西
海
は
牧
の
筑
波
山
信
仰
圏
に
修
正
を
加
え
、
第
二
次
信
仰
圏
は
三
六
神
講
・
対
象
を
も
た
な
い
大
当
講
が
分
布
し
、
筑
波
山
の
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

容
が
視
界
に
な
い
地
域
に
限
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。
し
か
し
、
御
六
神
講
の
分
布
は
牧
も
図
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
が
第
一
次
信
仰

圏
内
の
山
麓
に
分
布
し
、
第
一
次
仰
圏
内
の
講
と
同
質
と
み
な
し
た
ほ
う
が
よ
い
。
そ
し
て
、
筑
波
山
と
直
接
関
係
の
な
い
大
当
講
の
分
布
地

域
を
第
二
次
信
仰
圏
と
す
る
こ
と
は
中
心
と
な
る
山
岳
と
の
関
係
か
ら
設
定
さ
れ
る
信
仰
圏
の
概
念
と
矛
盾
す
る
た
め
不
適
当
で
あ
る
。

　
以
上
指
摘
し
た
よ
う
に
、
民
俗
学
に
お
け
る
山
岳
宗
教
の
信
仰
圏
研
究
は
、
信
仰
圏
の
形
成
過
程
お
よ
び
発
展
過
程
と
い
う
歴
史
的
側
面
へ

の
関
心
が
強
く
、
ま
た
、
信
仰
の
分
布
の
把
握
よ
り
も
個
々
の
信
仰
形
態
の
民
俗
事
例
の
考
察
が
重
視
さ
れ
、
山
岳
宗
教
が
お
り
な
す
地
域
構

造
と
し
て
の
信
仰
圏
の
理
解
に
乏
し
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
信
仰
の
分
布
を
把
握
し
、
そ
の
濃
淡
や
地
域
差
に
着
目
し
て
信
仰
圏
を
設
定
す

る
こ
と
が
、
地
理
学
に
お
け
る
信
仰
圏
研
究
の
課
題
と
な
る
。
従
来
の
地
理
学
に
お
け
る
山
岳
宗
教
の
信
仰
圏
研
究
は
山
岳
宗
教
集
落
の
勢
力

　
　
　
　
　
　
　
⑧

圏
研
究
に
と
ど
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
の
信
仰
圏
研
究
は
試
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
宮
田
の
仮
説
に
も
と
づ
き
、
よ
り
精
緻
な
圏
域
設
定
の
指
標
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
理
学
的
な
信
仰
圏

モ
デ
ル
を
再
構
築
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。
本
稿
で
研
究
対
象
と
す
る
出
羽
三
山
は
広
域
的
な
信
仰
圏
を
有
す
る
こ
と
が
池
上
や
宮
田
に
よ
り

　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

指
摘
さ
れ
て
お
り
、
筆
者
の
前
稿
に
お
い
て
も
、
そ
の
山
岳
宗
教
集
落
の
勢
力
圏
は
東
日
本
一
帯
に
及
ん
で
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
さ
ら
に

現
在
も
東
日
本
各
地
に
信
仰
が
残
存
す
る
こ
と
か
ら
、
信
仰
圏
研
究
の
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
は
最
適
の
条
件
を
備
え
て
い
る
。

①
宮
田
登
「
山
倭
信
仰
と
講
集
団
」
日
本
民
俗
学
会
報
2
1
、
昭
3
6
。

②
宮
田
登
「
岩
木
山
信
仰
一
そ
の
信
仰
圏
を
め
ぐ
っ
て
一
」
（
和
歌
森
太
郎
編
『
津

軽
の
民
俗
』
吉
川
弘
文
館
、
昭
4
5
）
。

③
山
岳
宗
教
に
お
い
て
対
象
と
な
る
山
屠
が
可
視
か
不
可
視
か
と
い
う
問
題
は
信
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仰
の
起
源
や
形
態
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

　
対
象
と
な
る
特
定
の
山
肥
へ
の
信
仰
と
い
う
空
間
認
識
が
可
視
と
い
う
こ
と
か
ら

　
の
み
生
じ
る
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
り
、
ま
た
、
可
視
不
可
視
と
い
う
指
標
は

　
主
観
的
側
面
も
大
き
く
、
実
際
に
確
認
す
る
こ
と
は
濁
難
で
も
あ
る
た
め
、
本
稿

　
に
お
け
る
考
察
で
は
除
外
し
て
お
き
た
い
。

④
前
掲
註
②
参
照
。

⑤
　
宮
本
袈
裟
雄
「
地
方
霊
山
信
仰
の
成
立
と
そ
の
展
開
」
　
（
笠
原
一
男
編
『
日
本

　
に
お
け
る
政
治
と
宗
激
』
吉
川
弘
文
館
、
昭
4
9
）
。

⑥
牧
雅
子
「
筑
波
山
僑
仰
の
信
仰
圏
」
現
代
宗
教
2
、
昭
5
5
。

⑦
西
海
賢
二
『
筑
波
山
と
山
岳
僑
仰
－
講
集
団
の
成
立
と
展
開
！
』
描
書
房
、
昭

　
5
6
。

⑧
　
た
と
え
ば
、
そ
の
事
例
と
し
て
、
長
野
覚
「
山
岳
宗
教
（
修
験
道
）
集
落
英
工
彦

　
山
の
構
造
と
経
済
的
基
盤
」
駒
沢
地
理
焉
、
昭
5
4
、
が
あ
げ
ら
れ
る
。

⑨
　
池
上
広
正
「
東
北
地
方
に
於
け
る
山
信
仰
一
特
に
そ
の
信
仰
圏
に
つ
い
て
一
」

　
宗
教
研
究
m
、
昭
2
8
、
お
よ
び
、
前
掲
註
②
参
照
。

⑩
前
掲
第
一
章
註
⑤
参
照
。
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三
　
出
羽
三
山
信
仰
の
分
布

　
出
羽
三
山
の
信
仰
圏
を
設
定
す
る
に
際
し
、
本
章
に
お
い
て
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
出
羽
三
山
信
仰
の
分
布
を
把
握
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
筆
者
は
前
鑑
に
お
い
て
出
羽
三
山
を
め
ぐ
る
「
八
方
七
口
」
の
山
岳
宗
教
集
落
の
勢
力
圏
（
江
戸
後
期
～
明
治
前
期
）
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
う
げ

の
結
果
、
羽
黒
山
系
の
肘
折
は
山
形
県
最
上
地
方
、
岩
根
沢
は
山
形
県
内
陸
部
、
宮
城
、
福
島
県
、
手
向
は
東
北
・
関
東
地
方
一
帯
、
湯
殿
山

　
　
し
　
め
　
か
　
け

系
の
七
五
三
掛
と
大
網
は
山
形
県
庄
内
地
方
、
新
潟
県
、
大
井
沢
は
山
形
県
置
賜
地
方
、
福
島
県
会
津
地
方
、
栃
木
県
、
本
道
寺
は
山
形
県
内

陸
部
、
宮
城
、
福
島
県
お
よ
び
北
関
東
に
勢
力
圏
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
そ
れ
に
対
し
、
本
章
で
は
出
羽
三
山
信
仰
を
受
容
し
た
地
域
社
会
に
存
在
す
る
、
講
・
末
社
・
石
碑
を
指
標
と
し
て
、
出
羽
三
山
信
仰
の
分

布
の
濃
淡
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
ま
ず
、
『
礒
本
民
俗
地
図
』
よ
り
出
羽
三
山
を
信
仰
対
象
と
す
る
講
を
選
び
出
し
た
（
図
1
）
。
　
『
日
本
民
俗
地
図
』
は
各
県
ご
と
の
調
査
地

点
数
が
三
十
ヶ
所
前
後
で
あ
り
、
十
分
な
講
の
分
布
は
把
握
し
が
た
い
面
も
あ
る
が
、
各
調
査
地
点
の
資
料
が
活
字
化
さ
れ
て
い
る
た
め
、
講

の
存
廃
や
名
称
な
ど
を
図
示
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
こ
の
『
日
本
民
俗
地
図
』
の
後
を
受
け
て
、
近
年
各
県
の
教
育
委
員
会
に
よ
り
、
調
査
地
点
数
を
増
加
し
た
新
し
い
『
民
俗
分
布
図
』
が
続
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表1出羽三薯山碑の分＝布

一上一 週 川
奈
神

2
　
1
　
n
δ
　
2
　
n
δ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
1

玉
埼

1
　
　
1
　
　
2
　
　
4
3
5
1
2
　
　
　
　
　
　
　
1

京
東

1
　
1
　
　
　
　
1
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出羽三山信仰圏の地理学的考察（岩鼻）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

々
と
作
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
各
県
の
『
民
俗
分
布
図
』
か
ら
出
羽
三
山
を
信
仰
対
象
と
す
る
講
を
選
び
出
し
、
図
示
し
た
（
図
2
）
。
た
だ

し
、
山
形
県
を
は
じ
め
と
し
て
、
出
羽
三
山
を
含
む
山
岳
信
仰
や
社
寺
参
詣
の
講
の
分
布
が
示
さ
れ
て
い
な
い
『
民
俗
分
布
図
』
も
若
干
み
ら

れ
、
ま
た
、
　
『
暇
本
民
俗
地
図
』
の
よ
う
に
調
査
項
目
が
一
定
し
て
い
な
い
た
め
、
広
域
的
な
分
布
の
比
較
に
は
不
都
合
な
面
も
あ
る
。

　
こ
れ
ら
2
枚
の
講
の
分
布
図
か
ら
、
東
北
地
方
、
と
り
わ
け
、
岩
手
、
宮
城
、
福
島
県
に
は
濃
密
に
出
羽
三
山
信
仰
が
分
布
し
、
ま
た
、
新

潟
、
千
葉
県
に
も
か
な
り
の
分
布
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
講
の
名
称
に
も
地
域
差
が
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
な
お
、

こ
れ
ら
の
『
民
俗
地
図
』
に
お
い
て
は
、
大
正
～
昭
和
初
期
の
民
俗
が
調
査
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。

　
次
に
、
出
羽
三
山
の
末
社
の
分
布
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
出
羽
三
山
は
明
治
初
期
の
神
仏
分
離
に
よ
っ
て
三
山
神
社
と
な
り
、
月
山
山
頂

に
は
月
山
本
宮
、
湯
殿
山
山
腹
に
は
湯
殿
山
本
宮
、
羽
黒
山
頂
に
は
三
神
合
祭
殿
と
し
て
、
出
羽
神
社
、
月
山
神
社
、
湯
殿
山
神
社
が
祀
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
千
社
の
分
布
を
『
全
国
神
社
名
鑑
』
よ
り
拾
い
出
す
と
、
北
は
北
海
道
か
ら
関
寺
ま
で
一
骨
一
道
十
四
県
に
わ
た
る
広
い

範
囲
に
拡
散
し
て
い
る
（
図
3
）
。

　
末
社
ご
と
に
そ
の
分
布
を
比
較
検
討
す
る
と
、
羽
黒
・
出
羽
神
社
の
末
社
は
広
範
に
分
布
し
て
い
る
の
に
対
し
、
月
山
神
社
の
末
社
は
北
東

北
に
、
湯
殿
山
神
社
の
末
社
は
福
島
県
か
ら
北
関
東
に
偏
在
し
て
い
る
。
羽
黒
・
出
羽
神
社
の
末
社
の
分
布
は
羽
黒
山
手
向
の
広
大
な
勢
力
圏

に
対
応
し
、
ま
た
、
月
山
神
社
の
末
社
の
分
布
は
羽
黒
山
の
伝
統
的
な
勢
力
圏
で
あ
る
蓄
電
の
分
布
に
対
応
し
、
出
羽
三
山
信
仰
に
お
け
る
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

山
信
仰
の
歴
史
的
先
行
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
一
方
、
湯
殿
山
神
社
の
末
社
は
湯
殿
山
系
の
四
ヶ
所
の
山
岳
宗
教
集
落
の
勢
力
圏
に
ほ
ぼ
対
応

し
て
い
る
。

　
た
だ
し
、
こ
の
分
布
図
は
現
代
に
お
け
る
末
社
の
分
布
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
明
治
初
期
の
神
仏
分
離
や
明
治
後
期
の
神
社
整
理
の
際
に
、

社
名
変
更
や
合
併
が
頻
繁
に
行
な
わ
れ
た
た
め
、
実
際
に
本
宋
関
係
が
存
在
す
る
の
か
ど
う
か
は
確
認
が
困
難
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
最
後
に
、
出
羽
三
山
の
石
碑
の
分
布
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
出
羽
三
山
碑
は
東
北
製
糖
と
関
菓
七
県
お
よ
び
新
潟
、
山
梨
県
で
、
そ
の
存

在
が
報
告
さ
れ
て
い
る
（
表
1
）
。
建
碑
数
は
十
九
世
紀
に
入
っ
て
急
増
し
て
お
り
、
幕
末
期
の
出
羽
三
山
信
仰
の
隆
盛
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
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き
る
。

　
ま
た
、
県
ご
と
の
建
碑
数
で
は
、
山
形
、
岩
手
、
宮
城
、
千
葉
県
が
多
く
、
前
述
の
講
の
分
布
と
の
対
応
が
み
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
石
碑
に
関
し
て
、
碑
面
に
「
湯
殿
山
」
と
の
み
刻
ん
だ
石
碑
と
、
　
「
月
山
・
湯
殿
山
・
羽
黒
山
」
と
三
山
の
名
を
刻
ん
だ
石

碑
の
二
種
類
が
存
在
す
る
。
こ
の
「
湯
殿
山
碑
」
と
「
三
山
碑
」
の
構
成
比
を
比
較
検
討
す
る
と
、
各
県
ご
と
に
明
ら
か
な
差
異
が
現
わ
れ
て

い
る
（
表
1
）
。
す
な
わ
ち
、
宮
城
、
福
島
、
山
形
、
新
潟
、
栃
木
県
に
お
い
て
は
、
　
「
湯
殿
山
碑
」
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
の
に
対
し
、
秋

田
、
岩
手
県
で
は
「
三
山
碑
」
が
や
や
上
回
り
、
青
森
お
よ
び
関
東
諸
県
（
除
栃
木
）
で
は
「
三
山
碑
」
が
大
多
数
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
分
布

の
差
異
を
生
み
出
し
た
要
因
と
し
て
は
、
羽
黒
山
系
と
湯
殿
山
系
の
山
岳
宗
教
集
落
の
勢
力
圏
の
重
層
関
係
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
江
戸

時
代
に
双
方
の
勢
力
圏
が
重
層
し
て
競
合
し
た
地
域
に
お
い
て
は
、
羽
黒
山
系
も
競
合
を
避
け
る
た
め
に
、
出
羽
三
山
の
奥
の
院
と
し
て
の
湯

殿
山
信
仰
を
前
面
に
出
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
石
碑
の
ほ
と
ん
ど
が
「
湯
殿
山
碑
」
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
湯
殿
山
系
の
勢
力
圏
の

及
ば
な
か
っ
た
地
域
に
お
い
て
は
「
三
山
碑
」
が
建
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
明
治
以
降
、
羽
黒
山
手
向
が
出
羽
三
山
の
祭
祀
権
を
独
占
す
る
に
至
る
と
、
石
碑
も
「
三
山
碑
」
が
多
く
占
め
る
よ
う
に
な
り
、

ま
た
、
そ
れ
ま
で
は
「
三
山
碑
」
に
お
い
て
も
、
　
「
湯
殿
山
」
が
中
央
に
刻
ま
れ
て
い
た
の
が
、
　
「
月
山
」
が
中
央
に
刻
ま
れ
る
よ
う
に
変
化

し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
出
羽
三
山
の
石
碑
の
分
布
と
変
遷
の
中
に
出
羽
三
山
の
山
岳
宗
教
集
落
の
勢
力
圏
の
動
向
を
読
み
と
る
こ
と
も
可
能
で

あ
る
。

　
以
上
の
出
羽
三
山
の
講
・
末
社
・
石
碑
の
分
布
の
検
討
に
よ
っ
て
、
出
羽
三
山
信
仰
は
東
日
本
一
帯
に
広
く
分
布
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ

れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
分
布
は
、
出
羽
三
山
に
近
接
し
た
秋
田
、
青
森
県
に
希
薄
で
あ
る
の
に
対
し
、
遠
く
離
れ
た
千
葉
県
に
濃
密
な
分
布
が

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
分
布
の
濃
淡
は
必
ず
し
も
出
羽
三
山
か
ら
の
距
離
関
係
で
説
明
で
き
る
と
は
い
え
な
い
。
で
は
、
出
羽
三
山
信
仰
の

分
布
の
濃
淡
を
規
定
し
て
い
る
要
因
は
何
だ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
、
人
々
の
属
す
る
仏
教
の
宗
派
と
の
関
連
が
民
間
信
仰
を
受
容
す
る
基
盤
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
仏
教
の
宗
派
に
よ
っ
て
、
民
間
信
仰
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出羽三山信仰圏の地理学的考察（岩鼻）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
存
在
形
態
が
異
る
こ
と
は
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
修
験
道
と
関
係
の
深
い
真
言
宗
と
天
台
宗
の
信
徒
は
山
岳
儒
仰
の
受
容
に
積
極
的

で
あ
り
、
ま
た
、
禅
宗
の
信
徒
も
民
間
信
仰
を
拒
否
は
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
　
「
門
徒
物
知
ら
ず
」
と
称
さ
れ
る
浄
土
真
宗
の
信
徒
や
日
蓮

宗
の
信
徒
は
民
間
信
仰
に
対
し
て
排
他
性
が
強
か
っ
た
。
出
羽
三
山
信
仰
の
場
合
も
、
北
陸
の
真
宗
地
帯
に
は
ほ
と
ん
ど
伝
播
し
て
い
な
い
し
、

近
接
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
分
布
の
希
薄
な
秋
田
県
も
東
北
六
諭
随
一
の
真
宗
地
帯
で
あ
る
。

　
次
に
、
山
岳
信
仰
や
民
間
信
仰
相
互
の
競
合
関
係
が
考
え
ら
れ
る
。
山
岳
信
仰
や
民
間
信
仰
の
神
仏
は
諸
々
の
御
利
益
を
有
す
る
た
め
、
信

仰
が
重
層
的
に
存
在
す
る
事
例
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
が
、
類
似
す
る
御
利
益
を
持
つ
信
仰
は
互
い
に
競
合
す
る
。
出
羽
三
山
信
仰
は
、
馬
面
、

水
神
、
祖
霊
神
と
し
て
、
主
に
農
民
の
信
仰
を
集
め
た
が
、
信
仰
の
競
合
す
る
よ
う
な
規
模
の
霊
山
が
乏
し
い
地
域
へ
展
開
し
た
こ
と
が
想
定

さ
れ
る
。

　
一
方
、
羽
黒
山
系
と
湯
殿
山
系
の
山
岳
宗
教
集
落
の
地
方
に
お
け
る
末
端
組
織
も
信
仰
の
伝
播
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
羽
黒
山
手
向

に
お
い
て
は
、
各
院
坊
が
在
庁
と
称
し
て
各
々
の
霞
場
内
の
羽
黒
派
修
験
を
支
配
し
た
。
こ
れ
ら
の
末
派
修
験
は
里
山
伏
と
呼
ば
れ
、
寺
院
の

少
な
か
っ
た
東
北
地
方
で
は
、
村
落
内
の
宗
教
生
活
に
お
い
て
重
要
な
立
場
に
あ
っ
た
。
こ
の
里
山
伏
が
村
落
に
お
い
て
、
出
羽
三
山
の
講
を

組
織
す
る
中
心
と
な
り
、
参
詣
の
際
に
は
山
岳
宗
教
集
落
ま
で
先
導
す
る
里
先
達
を
勤
め
た
の
で
あ
る
。

　
近
世
前
期
に
は
徳
川
幕
府
か
ら
公
認
さ
れ
た
本
山
派
と
当
山
派
の
二
大
修
験
勢
力
が
東
北
地
方
に
進
出
し
、
各
地
で
在
地
の
羽
黒
派
修
験
と

　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
間
に
紛
争
が
生
じ
た
。
い
ず
れ
の
修
験
勢
力
を
優
遇
す
る
か
は
、
各
藩
の
宗
教
政
策
に
よ
り
異
な
り
、
羽
黒
派
修
験
が
排
斥
さ
れ
た
藩
領
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

お
い
て
は
出
羽
三
山
信
仰
の
分
布
も
希
薄
で
あ
る
。

　
明
治
の
神
仏
分
離
に
よ
り
、
明
治
5
年
に
修
験
道
は
禁
じ
ら
れ
、
末
派
修
験
の
多
く
は
神
社
の
神
主
と
な
り
、
次
第
に
国
家
神
道
の
枠
に
組

み
入
れ
ら
れ
て
、
出
羽
三
山
の
地
方
支
配
組
織
は
崩
壊
に
至
っ
た
。
た
だ
、
各
県
の
宗
教
政
策
に
よ
り
、
神
仏
分
離
の
徹
底
度
に
も
差
異
が
あ

⑩り
、
明
治
以
降
の
出
羽
三
山
信
仰
の
分
布
の
濃
淡
を
規
定
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
明
治
時
代
に
三
山
神
社
は
神
式
の
拝
詞
を
作
成
し
た
が
、
今

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

な
お
、
伝
統
的
な
仏
式
の
拝
詞
を
唱
え
て
登
拝
す
る
信
徒
も
多
い
。
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以
上
、
出
羽
三
山
信
仰
の
分
布
の
濃
淡
を
規
定
し
て
い
る
要
因
に
つ
い
て
検
討
し
た
が
、

に
存
在
す
る
出
羽
三
山
信
仰
の
諸
事
例
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
た
い
。

＠＠＠＠＠
前
掲
第
一
章
註
⑤
参
照
。

文
化
庁
編
『
日
本
民
俗
地
図
皿
（
僑
仰
・
社
会
生
活
）
』
国
土
地
理
協
会
、
昭
覗
。

『
青
森
県
民
俗
分
布
図
』
昭
5
1
。

『
秋
田
県
民
俗
分
布
図
隔
昭
5
4
。

『
岩
手
県
民
俗
地
図
』
昭
5
2
。

『
宮
城
県
民
俗
分
布
図
隠
昭
5
2
。

『
山
形
県
民
俗
地
図
』
昭
5
4
。

『
福
島
県
斑
俗
分
布
図
』
昭
4
8
。

『
新
潟
県
民
俗
地
図
』
昭
5
4
。

『
栃
木
県
民
俗
地
図
H
臨
昭
5
4
。

『
千
葉
県
民
俗
地
図
』
昭
5
2
。

『
埼
玉
漿
民
俗
地
図
』
昭
5
4
。

『
東
京
都
民
俗
地
図
』
昭
5
5
。

『
長
野
県
民
俗
地
図
』
昭
4
7
。

『
静
岡
県
民
俗
地
図
』
昭
5
3
。

『
富
山
県
晟
俗
分
布
図
臨
昭
5
2
。

『
茨
域
梁
民
俗
分
白
図
』
昭
4
6
。

以
上
は
各
県
教
育
委
員
会
編
に
よ
る
。

『
神
奈
川
県
史
、
各
論
編
5
、
民
俗
』
昭
5
2
。

『
群
馬
県
史
、
資
料
編
2
6
、
民
俗
2
』
昭
5
7
。

以
上
は
付
図
と
し
て
添
布
。
な
お
山
梨
梁
は
未
発
行
。

『
全
国
神
社
名
鑑
　
上
、
下
』
全
国
神
社
名
鑑
刊
行
会
、
昭
5
2
。

前
掲
第
一
章
註
⑤
参
照
。

次
章
で
は
こ
の
検
討
を
ふ
ま
え
て
、
東
日
本
各
地

⑥
表
1
の
作
成
に
際
し
て
は
、
以
下
の
文
献
を
参
照
し
た
。

　
　
青
森
県
・
『
路
傍
の
石
名
久
井
七
村
』
昭
4
3
。

　
　
秋
田
県
・
『
由
利
町
畏
俗
誌
』
昭
5
2
、
『
石
造
紀
年
物
調
査
報
告
霞
（
大
館
市
）
』

　
昭
4
9
、
　
『
五
城
目
町
の
石
造
記
念
物
』
昭
5
0
、
他
。

　
　
岩
手
県
・
『
路
傍
の
信
仰
（
大
船
渡
）
』
昭
5
2
、
『
福
岡
の
石
碑
』
昭
5
1
、
『
雫

　
石
の
石
碑
「
』
昭
4
9
、
　
『
千
厩
町
の
古
碑
』
昭
5
4
、
他
。

　
　
宮
城
県
・
『
村
田
町
史
隔
昭
5
2
、
『
小
野
田
町
史
』
昭
4
9
、
『
矢
ホ
町
史
二
隔

　
昭
4
9
、
　
『
道
ば
た
の
碑
（
白
石
市
）
』
昭
4
9
、
他
。

　
　
福
島
県
・
『
い
わ
き
の
講
と
野
仏
』
昭
5
1
、
　
『
猪
苗
代
湖
北
民
俗
誌
』
昭
4
8
、

　
『
猪
苗
代
町
史
民
俗
編
』
昭
5
4
、
他
。

　
　
山
形
県
・
『
出
羽
三
山
碑
』
昭
5
2
、
　
『
置
賜
文
化
5
3
』
昭
4
8
、
　
『
出
羽
文
化
史

　
料
』
昭
2
2
、
　
『
郷
土
の
民
俗
（
白
鷹
町
）
』
昭
4
4
、
他
。

　
　
新
潟
県
・
『
朝
日
村
の
民
俗
』
昭
5
2
～
5
3
、
『
福
島
潟
』
昭
4
5
、
『
加
茂
市
史
』

　
昭
5
0
。

　
　
栃
木
県
・
『
下
野
の
野
仏
瞼
昭
解
。

　
　
茨
斌
県
・
『
さ
し
ま
の
民
俗
隔
昭
5
2
、
　
『
筑
波
山
周
辺
の
民
俗
』
昭
4
4
、
　
『
茨

　
城
の
民
俗
8
』
昭
4
4
、
　
岡
鹿
島
町
史
2
』
昭
4
9
、
他
。

　
　
群
馬
県
・
『
尾
島
町
の
石
造
遺
物
』
昭
5
3
。

　
　
千
葉
県
・
『
佐
原
の
昆
俗
』
昭
5
1
、
　
『
野
田
市
金
石
資
料
集
隔
昭
4
2
、
　
『
銚
子

　
市
史
』
昭
3
1
、
　
『
鋸
南
町
史
』
昭
4
4
、
他
。

　
　
東
京
都
・
『
清
瀬
市
史
』
昭
4
8
、
　
『
小
平
町
誌
』
昭
3
4
、
　
『
瑞
穂
町
文
化
財
調

　
査
報
街
2
』
昭
壇
、
他
。

　
　
埼
玉
累
・
『
入
間
東
部
の
石
造
文
化
財
』
昭
5
1
、
『
川
越
の
石
仏
』
昭
4
8
、
『
越
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谷
市
金
石
資
料
集
』
昭
4
4
。

　
　
神
奈
用
県
・
岡
石
仏
調
査
報
告
書
一
さ
が
み
は
ら
の
文
化
財
騒
昭
5
3
、
　
『
城
山

　
町
の
石
造
文
化
財
』
昭
5
0
、
他
。

　
　
な
お
、
山
梨
県
に
お
い
て
も
『
上
野
原
晦
講
説
』
に
よ
れ
ば
、
出
羽
三
山
碑
が

　
九
基
確
認
さ
れ
る
が
紀
年
が
不
明
で
あ
る
た
め
、
表
1
か
ら
は
除
外
し
た
。

⑦
た
と
え
ば
最
近
の
研
究
と
し
て
、
中
川
正
「
集
落
の
性
格
形
成
に
お
け
る
宗
教

　
の
意
義
一
霞
ヶ
浦
東
岸
に
お
け
る
二
つ
の
集
落
i
」
人
文
地
理
3
5
－
2
、
昭
5
8
、

　
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑧
漏
出
派
は
郡
ご
と
に
年
行
事
を
置
い
て
末
派
修
験
を
支
配
す
る
体
制
を
と
り
、

　
郡
内
の
羽
黒
派
修
験
を
も
支
配
下
に
入
れ
よ
う
と
し
た
た
め
に
霞
争
い
が
起
き
た
。

　
羽
黒
派
も
本
山
派
に
対
抗
し
て
、
各
地
に
飯
頭
を
置
く
支
配
体
制
を
と
っ
た
。
南

　
部
藩
に
お
け
る
建
蔽
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
文
献
が
あ
る
。

　
　
森
毅
「
近
世
修
験
道
「
霞
」
知
行
の
形
成
」
奥
羽
史
談
6
1
、
昭
4
8
。

　
　
同
「
修
験
道
に
於
け
る
「
霞
」
　
「
且
那
揚
」
職
の
展
騰
」
盛
岡
短
大
研
究
報
出
口

　
4
、
　
群
口
8
。

　
　
　
0
4

　
2

　
　
同
「
修
験
劇
職
の
展
闘
と
山
伏
改
め
」
盛
岡
短
大
研
究
報
告
3
0
、
昭
5
4
。

四
　
出
羽
三
山
信
仰
の
諸
形
態

村
落
社
会
に
お
け
る
出
羽
三
山
の
信
仰
形
態
に
つ
い
て
は
、

　
　
伊
達
藩
に
お
け
る
慕
例
は
、
　
『
宮
城
県
史
1
2
』
昭
3
6
、
参
照
。

　
　
米
沢
藩
に
お
け
る
事
例
は
、
戸
川
安
直
門
山
岳
儒
仰
と
羽
黒
修
験
と
米
沢
と
し

　
置
賜
文
化
5
3
、
昭
4
8
、
参
照
。

⑨
嫡
嗣
文
雄
『
江
戸
幕
府
の
宗
教
統
制
』
評
論
社
、
昭
4
6
、
に
よ
れ
ば
、
水
戸
藩

　
で
は
早
く
か
ら
寺
社
整
理
が
行
な
わ
れ
、
羽
黒
派
修
験
や
湯
殿
山
行
人
は
追
放
ざ

　
れ
た
た
め
、
出
羽
三
山
信
仰
は
希
薄
で
あ
る
。
一
方
、
出
羽
三
山
参
詣
を
制
限
し

　
た
藩
も
み
ら
れ
る
。
藤
田
守
「
米
沢
の
修
験
道
史
略
記
」
置
賜
文
化
5
3
、
昭
4
8
、

　
に
よ
れ
ば
、
米
沢
藩
で
は
享
和
三
年
に
堂
社
、
供
養
塔
、
石
仏
類
の
新
建
禁
正
令

　
が
出
さ
れ
、
寛
政
九
年
以
降
た
び
た
び
、
伊
勢
参
宮
、
柳
津
虚
空
蔵
、
湯
殿
山
参

　
詣
の
禁
止
令
が
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
漸
城
常
三
『
新
稿
社
寺
参
詣
の
社
会
経

　
済
史
的
研
究
』
塙
書
房
、
昭
5
7
に
よ
れ
ば
、
指
馬
藩
で
は
元
禄
九
年
、
家
臣
の
三

　
山
参
詣
を
禁
止
し
、
三
春
藩
で
も
貞
享
二
年
、
湯
殿
山
参
詣
に
関
す
る
規
定
を
設

　
け
た
と
い
う
。

⑩
堂
廊
文
雄
『
神
仏
分
離
』
撫
育
社
、
昭
5
2
。

　
　
安
丸
良
夫
『
神
々
の
明
治
維
新
一
神
仏
分
離
と
廃
仏
殿
釈
1
』
岩
波
書
店
、
昭
5
4
。

⑬
戸
川
安
章
『
出
羽
三
山
修
験
道
の
研
究
』
佼
正
出
溶
融
、
昭
4
8
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

宗
教
社
会
学
や
民
俗
学
の
立
揚
か
ら
調
査
研
究
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、

そ
れ
ら
の
研
究
の
対
象
地
域
は
一
部
に
限
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
信
仰
形
態
を
財
羽
三
山
の
信
仰
圏
の
中
に
位
置
づ
け
る
試
み
は
な
さ
れ

て
い
な
い
。

そ
・
で
、
本
章
に
お
い
て
は
、
前
章
で
確
認
し
た
出
羽
三
山
生
半
の
分
布
す
る
地
域
に
お
け
畠
羽
三
山
の
信
仰
形
態
の
離
平
平
を
、
民
俗
㈹

誌
お
よ
び
地
方
史
里
馬
か
ら
収
集
し
、
筆
者
の
聞
き
と
り
調
査
の
事
例
も
交
え
て
、
各
県
ご
と
に
比
較
検
討
し
た
い
。
そ
の
際
、
出
羽
三
山
信
　
9
7
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仰
が
村
落
社
会
に
お
い
て
、
諸
々
の
民
間
信
仰
の
中
で
い
か
な
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
を
中
心
に
考
察
を
加
え
た
い
。
な
お
、

各
事
例
の
位
置
は
図
4
に
示
し
た
。

　
a
　
青
　
　
森
　
　
県

　
〔
事
例
1
、
三
戸
郡
階
上
町
田
代
〕

　
　
　
出
羽
三
山
へ
お
山
参
り
に
行
っ
た
人
た
ち
が
八
日
党
と
い
っ
て
、
六
月
八
日
、
十
二
月
八
日
に
講
を
賢
く
。
以
前
は
行
屋
に
毎
月
旧
暦
八
臼
に
、
お
よ

　
　
う
か
、
お
こ
も
り
、
ぎ
ょ
う
や
な
ど
の
名
で
参
集
し
た
が
、
今
は
年
二
回
に
な
っ
た
。
お
こ
も
り
に
行
く
人
は
前
日
か
ら
風
呂
に
入
っ
て
身
を
清
め
、
精

　
　
進
を
し
て
七
日
夕
方
に
米
な
ど
を
持
っ
て
集
ま
る
。
一
晩
中
、
お
神
酒
あ
げ
を
し
て
神
様
を
拝
み
雑
談
す
る
。
八
日
夕
方
解
散
し
た
。
導
師
は
仲
間
う
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
　
か
ら
出
て
、
朝
昼
晩
と
祭
文
を
あ
げ
て
拝
む
。

　
青
森
県
に
お
け
る
出
羽
三
山
信
仰
は
、
民
俗
事
例
の
分
布
を
み
る
と
、
南
菓
部
に
偏
在
し
て
い
る
（
表
2
）
。
八
戸
藩
の
藩
日
記
に
よ
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
以
降
、
出
羽
三
山
参
詣
の
記
録
が
み
ら
れ
る
と
い
う
。
津
軽
地
方
に
は
岩
木
山
信
仰
、
下
北
地
方
に
は
恐
山
信
仰
と
い

う
競
合
す
る
山
岳
信
仰
が
存
在
す
る
た
め
出
羽
三
山
信
仰
は
希
薄
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
三
戸
郡
三
園
町
泉
山
で
は
、
産
土
神
で
あ
る
月
山
神
社
の
奥
の
院
が
名
久
井
岳
に
あ
り
、
岩
木
出
の
初
参
り
と
同
様
に
、
男
子
七
歳
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

初
参
り
儀
礼
が
存
在
す
る
。
岩
木
山
か
ら
離
れ
た
地
方
で
は
、
岩
木
山
に
擬
し
た
山
に
お
山
カ
ケ
を
す
る
習
慣
が
あ
り
、
そ
れ
と
同
様
に
、
山

形
県
の
月
山
か
ら
遠
距
離
に
あ
る
た
め
、
月
山
神
社
を
勧
請
し
て
名
久
井
岳
を
月
山
に
み
た
て
て
登
拝
を
行
な
っ
て
い
る
も
の
と
解
釈
で
き
る
。
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八
事
党
と
い
う
講
の
名
称
も
毎
月
八
日
に
講
を
開
く
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
出
羽
三
山
参
詣
よ
り
も
講
の
集
会
が
重
要
と
な
っ
て

い
る
。
三
三
は
出
羽
三
山
参
詣
者
に
限
定
さ
れ
、
同
信
的
結
合
の
強
い
性
格
を
有
し
て
い
る
。
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b
　
岩
　
　
手
　
　
県

〔
事
例
4
、
水
沢
市
〕

　
　
最
上
講
り
は
地
域
ご
と
に
十
人
内
外
が
講
を
組
み
、
ひ
ざ
ま
で
の
長
さ
の
白
い
着
物
に
白
い
股
引
ぎ
を
は
き
、
三
宮
笠
に
わ
ら
じ
と
い
う
装
束
で
、
着

　
物
は
祖
父
、
父
、
息
子
と
伝
承
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
、
背
中
に
は
巡
礼
先
の
大
き
な
印
が
捺
し
て
あ
り
、
三
度
笠
に
は
地
域
を
示
し
て
、
た
と
え
ば
「
胆
」
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な
ど
と
墨
書
し
て
い
た
。
羽
黒
山
で
は
胆
沢
は
双
林
坊
と
い
う
よ
う
に
地
域
ご
と
に
宿
坊
が
決
ま
っ
て
い
て
、
歓
待
さ
れ
山
案
内
さ
れ
た
。
ウ
（
卯
と
丑
）

の
年
は
御
釜
年
と
い
っ
て
殊
に
参
詣
老
が
多
か
っ
た
。
出
発
前
臼
に
は
白
装
束
で
鎮
守
に
集
ま
り
、
近
隣
部
落
の
各
神
社
を
回
っ
て
オ
シ
タ
マ
イ
リ
を
し

た
。
家
族
は
本
人
が
帰
宅
す
る
ま
で
蔭
膳
を
供
え
、
鳥
海
山
や
湯
殿
山
を
か
け
る
前
日
に
は
隣
近
所
に
も
手
伝
っ
て
も
ら
っ
て
水
ゴ
リ
を
と
り
オ
シ
タ
マ

イ
リ
を
し
た
。
最
上
詣
り
は
信
仰
に
加
え
て
途
中
の
名
所
旧
蹟
の
見
学
と
稲
作
先
進
地
の
農
事
視
察
も
兼
ね
、
最
上
詣
り
が
縁
で
、
稲
の
新
品
種
が
紹
介

さ
れ
た
例
も
あ
る
。
帰
宅
す
る
と
出
発
前
と
同
じ
よ
う
に
お
礼
詣
り
を
し
て
鎮
守
に
二
、
三
日
間
籠
り
、
神
楽
を
あ
げ
て
神
意
を
慰
め
、
神
恩
を
感
謝
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

一
同
直
会
を
し
て
散
会
し
た
。

出羽三山信仰圏の地理学的考察（岩鼻）

　
岩
手
県
に
お
け
る
出
羽
三
山
信
仰
は
「
最
上
詣
り
」
の
形
態
が
一
般
的
で
あ
る
（
表
3
）
。
　
「
最
上
詣
り
」
と
は
出
羽
三
山
と
鳥
海
山
の
双
方

に
参
詣
す
る
形
態
で
あ
り
、
岩
手
県
に
お
い
て
は
石
碑
も
、
出
羽
三
山
碑
と
鳥
海
山
碑
が
並
立
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。
北
上
市
と
江
刺
市
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

残
る
、
江
戸
～
明
治
期
の
出
羽
三
山
参
詣
記
録
に
よ
れ
ば
、
必
ず
鳥
海
山
に
登
拝
し
た
後
に
出
羽
三
山
に
登
拝
し
て
い
る
。
ま
た
、
帰
途
に
は

山
形
や
仙
台
の
城
下
町
に
立
ち
寄
っ
て
い
る
。
庄
内
の
農
業
先
進
地
の
視
察
と
同
時
に
、
城
下
町
で
は
仏
壇
や
鋳
物
を
は
じ
め
と
す
る
諸
々
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

都
市
的
生
産
物
を
購
入
し
て
帰
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
出
羽
三
山
参
詣
は
信
仰
の
旅
の
み
な
ら
ず
、
文
化
経
済
交
流
の
契
機
と
し
て
の
役

割
も
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
岩
手
県
内
に
は
岩
手
山
や
早
桶
峰
山
な
ど
の
山
岳
信
仰
が
存
在
し
た
が
、
信
仰
圏
の
狭
い
ロ
ー
カ
ル
な
信
仰
に
と
ど
ま
り
、
む
し
ろ
漁
業
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

と
し
て
の
金
華
山
講
や
金
毘
羅
講
・
火
防
の
古
峰
原
講
、
さ
ら
に
は
伊
勢
講
や
善
光
寺
参
り
と
い
っ
た
遠
距
離
参
詣
が
盛
ん
で
あ
る
。
そ
の
中

で
、
出
羽
三
山
は
農
耕
神
と
し
て
鳥
海
山
と
同
格
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
参
詣
前
後
の
精
進
が
き
び
し
く
、
同
行
者
で
講
の
集
会
を
開
く
事
例
の
多
い
こ
と
は
同
信
的
結
合
の
強
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、

反
面
、
参
詣
期
間
申
は
家
族
や
近
隣
の
者
も
精
進
を
す
る
と
い
う
点
に
は
共
同
体
的
結
合
も
存
在
し
、
両
者
の
中
間
的
な
信
仰
形
態
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。
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c
　
秋
　
　
田
　
　
県

　
〔
事
例
1
3
、
由
利
郡
岩
城
町
〕

　
　
　
羽
黒
講
は
女
性
の
集
ま
り
で
、
羽
黒
山
か
ら
掛
軸
を
も
ら
っ
て
き
て
、
各
ム
ラ
ご
と
に
数
人
が
集
ま
っ
て
拝
む
。
四
～
五
年
差
一
回
、
羽
黒
山
に
参
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
　
羽
黒
か
ら
は
毎
年
春
先
に
お
札
配
り
が
来
る
。
昔
は
米
を
渡
し
た
が
、
今
は
数
百
円
を
包
む
。

　
秋
田
県
に
は
出
羽
三
山
信
仰
の
民
俗
事
例
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
。
県
別
の
出
羽
三
山
参
詣
者
数
調
査
で
も
、
出
羽
三
山
に
近
接
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

に
も
か
か
わ
ら
ず
少
数
で
あ
る
。
し
か
し
、
羽
黒
山
参
り
は
盛
ん
で
あ
り
、
し
か
も
女
性
の
参
詣
が
中
心
で
あ
る
（
表
4
）
。

　
山
岳
宗
教
に
お
い
て
は
、
江
芦
時
代
は
聖
域
圏
は
女
人
禁
制
で
あ
っ
た
が
、
準
聖
域
圏
の
里
宮
や
女
人
堂
ま
で
は
女
性
の
参
詣
が
許
さ
れ
た

た
め
、
山
岳
を
遙
拝
し
、
女
人
往
生
を
祈
願
す
る
講
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
た
。
出
羽
三
山
に
お
い
て
も
、
羽
黒
山
参
り
の
女
人
講
の
形
成
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

手
向
の
御
師
の
布
教
が
契
機
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
秋
田
県
に
は
唐
松
講
な
ど
の
女
性
の
講
が
多
く
存
在
す
る
こ
と
も
、
女
性
の
羽
黒
山

参
り
の
盛
行
の
基
盤
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
秋
田
県
内
の
山
岳
信
仰
と
し
て
は
、
北
部
に
大
平
山
信
仰
、
南
部
に
鳥
海
山
信
仰
が
あ
り
、
男
性
の
参
詣
講
と
し
て
の
出
羽
三
山
講
は
こ
れ

ら
と
競
合
し
、
分
布
は
希
薄
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
江
芦
時
代
に
は
湯
殿
山
開
山
の
縁
年
で
あ
る
隠
事
に
は
百
人
講
や
五
百
人
講
を
組
ん
で
、
秋
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⑬

田
藩
か
ら
も
出
羽
三
山
参
詣
が
行
な
わ
れ
た
と
い
う
。

出羽三山信仰圏の地理学的考察（岩鼻）

d
　
宮
　
　
城
　
　
県

〔
事
例
1
6
、
桃
生
郡
河
南
町
〕

　
　
　
羽
黒
山
は
比
較
的
近
距
離
に
あ
り
、
山
伏
の
出
入
り
も
多
か
っ
た
か
ら
、
各
地
区
に
多
く
の
三
山
講
が
組
織
さ
れ
、
毎
夏
、
山
伏
の
先
達
に
よ
り
白
衣

　
　
の
三
山
詣
り
が
な
さ
れ
た
。
出
立
に
は
家
族
と
も
ど
も
厳
重
な
精
進
潔
斎
が
求
め
ら
れ
、
三
山
登
山
の
日
に
は
留
守
宅
に
講
員
が
集
ま
っ
て
、
注
連
を
回

　
　
し
た
中
に
置
か
れ
る
水
桶
の
水
を
浴
び
て
安
泰
を
祈
っ
た
。
帰
る
と
鎮
守
の
宮
な
ど
に
参
詣
し
、
そ
の
む
ね
を
神
に
報
告
し
感
謝
し
た
。
登
山
老
は
帰
宅

　
　
後
、
山
の
こ
と
は
一
切
語
ら
れ
ぬ
タ
ブ
ー
が
あ
り
、
も
し
話
せ
ば
神
罰
を
受
け
る
も
の
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
参
詣
者
の
股
を
く
ぐ
れ
ば
風
邪
を
ひ
か
ぬ
等

　
　
の
伝
承
も
あ
る
。
三
山
碑
、
こ
と
に
湯
殿
山
碑
は
各
地
に
み
ら
れ
る
が
、
講
員
全
部
が
参
詣
し
終
っ
た
時
や
、
そ
の
他
特
別
に
祭
り
が
行
な
わ
れ
た
際
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
、
庚
申
碑
な
ど
と
ち
が
っ
て
大
き
な
も
の
が
多
い
。

　
宮
城
県
に
お
い
て
は
、
北
部
に
は
岩
手
県
と
同
じ
く
「
最
上
講
」
の
形
態
も
残
存
す
る
が
、
大
部
分
は
出
羽
三
山
の
み
に
代
参
を
送
る
講
が

一
般
的
で
あ
る
（
表
5
）
。

　
ま
た
、
参
詣
者
が
出
羽
三
山
の
こ
と
を
他
人
に
語
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
タ
ブ
ー
に
は
同
信
的
結
合
の
強
さ
が
示
さ
れ
て
い
る
。
県
内
に

あ
る
金
華
山
の
信
仰
は
漁
業
神
と
し
て
の
性
格
が
強
く
、
御
利
益
が
異
な
る
た
め
、
競
合
す
る
山
岳
信
仰
が
な
く
、
出
羽
三
山
が
と
り
わ
け
崇

敬
を
集
め
た
こ
と
は
、
前
述
の
事
例
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
石
碑
の
大
き
さ
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
い
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ま
と

　
な
お
、
現
在
宮
城
県
に
は
、
大
和
教
、
大
和
教
団
と
い
う
出
羽
三
山
信
仰
を
基
盤
と
し
て
派
生
し
た
新
興
宗
教
の
教
団
組
織
が
存
在
し
、
夏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

期
に
は
出
羽
三
山
参
詣
を
実
施
し
て
い
る
。
第
二
章
で
述
べ
た
、
宮
田
の
信
仰
圏
仮
説
に
よ
れ
ば
、
新
興
宗
教
の
教
団
組
織
は
山
岳
と
の
直
接

的
な
関
係
が
薄
い
第
三
次
信
仰
圏
に
お
い
て
み
ら
れ
る
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
宮
城
県
内
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
教
団
組
織
の
成
立
事
情
を
探
究

す
る
と
、
山
岳
宗
教
集
落
の
衰
退
に
と
も
な
い
師
檀
関
係
が
弱
ま
っ
た
際
に
、
在
地
の
末
端
組
織
の
宗
教
者
が
新
た
な
自
己
申
心
の
教
団
組
織
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を
再
編
成
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
新
興
宗
教
の
教
団
組
織
は
山
岳
宗
教
集
落
の
御
師
配
札
圏
の
外
側
に
展
開
し
た
と
み
る

よ
り
は
む
し
ろ
、
旧
来
の
御
師
配
札
圏
と
い
う
基
盤
に
も
と
づ
き
、
そ
れ
を
蚕
食
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
組
織
を
編
成
し
た
も
の
と
み

る
ほ
う
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
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e
　
福
　
　
島
　
　
県

　
〔
事
例
2
8
、
耶
麻
郡
猪
苗
代
町
新
在
家
〕

　
　
　
湯
殿
山
講
は
旧
七
月
九
日
か
ら
三
日
間
を
お
山
の
日
と
定
め
て
あ
る
。
部
落
の
春
会
議
に
抽
選
で
代
参
者
二
人
を
決
め
、
代
参
者
は
前
日
か
ら
火
断
ち

　
　
と
い
っ
て
火
に
通
し
た
食
事
を
と
ら
ず
、
飯
を
食
べ
る
場
合
も
一
度
水
に
く
ぐ
ら
せ
た
。
午
後
、
法
印
に
参
っ
て
お
祓
い
を
受
け
、
御
幣
を
二
体
い
た
だ

　
　
き
、
一
体
を
屋
根
に
、
も
う
一
体
を
コ
リ
場
と
す
る
川
端
に
立
て
、
コ
リ
を
と
っ
て
潔
斎
す
る
。
出
発
前
に
は
鎮
守
に
参
り
、
行
衣
、
白
脚
絆
、
白
足
袋
、

　
　
草
鮭
、
白
冠
、
着
ご
ざ
、
菅
笠
、
金
剛
杖
の
い
で
た
ち
で
旅
立
つ
。
十
日
目
お
山
か
け
の
日
で
、
留
守
家
族
は
早
朝
鎮
守
参
り
を
し
て
、
お
山
無
事
を
祈

　
　
り
、
部
落
の
各
戸
も
鎮
守
に
参
っ
て
無
事
帰
村
を
願
い
、
留
守
宅
を
慰
問
す
る
。
留
守
宅
で
は
、
な
ま
ぐ
さ
一
切
抜
き
の
酒
肴
で
も
て
な
す
。
こ
の
朝
は

　
　
親
戚
近
所
で
馬
の
朝
草
を
刈
っ
て
留
守
宅
に
届
け
る
。
こ
れ
を
朝
草
義
理
と
称
す
る
。
こ
れ
は
お
山
か
け
の
家
で
は
、
山
の
草
に
鎌
の
刃
を
向
け
る
と
お

　
　
山
の
怒
り
に
ふ
れ
て
山
が
荒
れ
る
か
ら
だ
と
か
、
神
さ
ま
の
足
を
刈
り
と
る
の
で
草
を
刈
っ
て
は
な
ら
な
い
か
ら
だ
な
ど
と
い
う
。
朝
草
を
出
し
た
人
々

　
　
に
は
当
家
で
赤
飯
を
出
す
。
翌
日
、
無
事
帰
村
す
る
と
、
法
印
に
参
っ
て
日
を
か
え
し
て
も
ら
う
。
お
山
か
け
の
日
を
あ
げ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
先
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
　
受
け
た
二
体
の
御
幣
を
鎮
守
に
納
め
て
、
湯
殿
山
の
祈
騰
札
を
各
戸
に
配
る
。

　
福
島
県
に
お
け
る
出
羽
三
山
信
仰
は
凸
会
津
、
中
通
り
、
浜
通
り
の
各
地
方
ご
と
に
多
様
な
形
態
が
み
ら
れ
（
表
6
）
、
講
の
名
称
も
「
奥
参

り
」
、
　
「
権
現
講
」
、
　
「
お
福
田
講
」
等
の
様
々
な
呼
称
が
存
在
す
る
。

　
会
津
地
方
に
お
い
て
は
、
成
人
儀
礼
の
山
岳
登
拝
と
し
て
、
山
形
県
境
の
飯
豊
山
参
詣
が
あ
り
、
ま
た
、
柳
津
虚
空
蔵
の
「
十
三
ま
い
り
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

の
信
仰
も
み
ら
れ
、
出
羽
三
山
信
仰
は
成
年
層
、
戸
主
層
の
信
仰
と
な
っ
て
い
た
。
会
津
盆
地
で
は
飯
豊
山
を
「
前
山
」
、
三
山
を
「
奥
」
と

　
　
　
　
　
⑲

呼
ん
だ
と
い
う
。

　
申
通
り
地
方
に
お
い
て
は
、
安
積
郡
で
は
「
伊
勢
に
七
度
、
熊
野
に
三
度
、
奥
の
御
山
に
九
度
」
と
い
い
、
生
涯
に
必
ず
出
か
け
る
も
の
で

　
　
　
　
　
⑳

あ
っ
た
と
い
う
。
一
方
、
三
春
町
で
は
、
二
十
歳
前
後
に
三
回
お
山
を
か
け
る
と
穀
に
不
自
由
し
な
い
と
い
っ
て
、
有
志
で
奥
参
り
に
出
か
け
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・

と
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事
講
員
と
参
詣
者

参
諸

場
所
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講
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2
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25日
　
ム
ラ
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規
約
ぎ

め

託
宣
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中
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三
山
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神

の

名
が
出
る

12
月

に
お

こ
も

り
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も
ち

つ
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年
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代
参

者
宅

で
掛

軸

に
餅
を
供
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る
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主
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が
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講
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募
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①
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⑫

た
と
い
う
。
ま
た
、
郡
山
市
日
和
田
地
区
で
も
、
戦
前
は
二
十
歳
（
兵
役
）
ま
で
に
出
羽
三
山
に
三
回
登
拝
す
る
こ
と
を
強
制
し
て
い
た
。
こ
の

よ
う
に
成
人
儀
礼
と
し
て
の
出
羽
三
山
参
詣
も
み
ら
れ
た
。

　
浜
通
り
地
方
で
は
、
出
羽
三
山
参
詣
は
伊
勢
参
り
と
同
じ
く
生
涯
に
一
度
は
必
ず
行
く
も
の
と
す
る
所
が
多
い
。
伊
勢
講
は
戸
主
層
で
組
織

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

さ
れ
、
伊
勢
参
り
を
す
ま
せ
た
者
は
寄
り
合
い
で
も
上
座
に
坐
っ
た
と
い
う
が
、
出
羽
三
山
参
詣
は
そ
れ
ほ
ど
の
権
威
づ
け
は
な
か
っ
た
。

　
ま
た
、
福
島
県
に
お
い
て
も
近
在
の
山
を
出
羽
三
山
に
み
た
て
て
、
分
霊
を
勧
請
し
て
参
詣
を
行
な
う
例
が
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
福
島

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

市
信
夫
三
山
に
は
出
羽
三
山
が
勧
請
さ
れ
、
出
羽
三
山
ま
で
参
れ
な
い
場
合
は
信
夫
三
山
に
参
詣
す
る
と
い
う
風
習
が
み
ら
れ
た
。
中
通
り
、

107　（705）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

浜
通
り
地
方
で
盛
ん
な
羽
山
信
仰
に
お
い
て
も
、
出
羽
三
山
が
勧
請
さ
れ
て
い
る
例
が
み
ら
れ
、

岩
木
山
と
同
じ
く
、
遠
隔
地
で
は
勧
請
し
た
分
霊
に
参
詣
す
る
信
仰
形
態
が
存
在
す
る
。

前
述
の
青
森
県
ご
一
戸
郡
の
月
山
参
り
や
模
擬

108 （706）

　
f
　
山
　
　
形
　
　
県

　
山
形
県
下
に
お
け
る
出
羽
三
山
信
仰
は
、
庄
内
、
最
上
、
村
山
、
置
賜
の
各
地
方
ご
と
に
多
様
な
展
開
が
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
各
地
方
ご

と
に
事
例
を
あ
げ
て
検
討
し
た
い
。

　
〔
事
例
5
0
、
鶴
岡
市
民
田
〕

　
　
　
七
月
一
日
か
ら
八
月
一
日
に
か
け
て
、
月
山
、
鳥
海
山
の
山
参
り
代
参
が
行
な
わ
れ
た
。
上
の
お
山
は
出
羽
三
山
、
下
の
お
山
は
鳥
海
山
を
い
う
。
昔

　
　
は
く
じ
で
代
参
人
を
決
め
、
代
参
人
は
精
進
料
理
を
食
べ
、
小
川
の
流
れ
で
一
週
間
の
水
ゴ
リ
を
と
り
、
お
あ
が
り
を
し
て
白
装
束
に
身
を
か
た
め
、
山

　
　
参
り
に
出
か
け
た
も
の
で
あ
る
。
代
参
人
は
虫
札
、
松
の
葉
、
し
ゃ
く
な
げ
の
枝
を
持
っ
て
き
て
全
戸
に
配
り
、
各
家
で
は
水
田
の
水
口
に
虫
よ
け
の
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
守
り
と
し
て
立
て
、
豊
作
を
祈
っ
た
も
の
で
あ
る
。
今
は
車
を
利
用
し
て
山
参
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
庄
内
地
方
に
は
出
羽
三
山
に
関
係
す
る
多
様
な
信
仰
形
態
が
重
層
的
に
存
在
す
る
。
ま
ず
、
最
も
一
般
的
に
み
ら
れ
る
の
は
「
お
山
参
り
」

と
称
さ
れ
る
形
態
で
あ
る
（
表
7
）
。
事
例
に
も
示
し
た
よ
う
に
、
月
山
と
鳥
海
山
の
双
方
に
代
参
者
を
送
る
。
た
だ
し
、
岩
手
県
の
「
最
上
詣

り
」
は
同
じ
代
参
者
が
鳥
海
山
と
出
羽
三
山
の
両
方
に
続
け
て
登
拝
し
た
が
、
庄
内
地
方
で
は
、
同
時
に
双
方
の
山
に
別
々
の
代
参
者
を
送
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
ま
た
、
土
檀
那
と
称
さ
れ
る
羽
黒
山
信
仰
が
存
在
す
る
。
こ
の
土
檀
那
は
属
人
的
血
縁
集
団
で
あ
る
マ
キ
ご
と
に
羽
黒
山
の
院
坊
か
ら
午
玉

札
を
受
け
て
、
春
秋
の
祈
薦
を
し
て
も
ら
う
信
仰
形
態
で
あ
る
。
一
方
、
近
世
の
羽
黒
修
験
の
入
落
儀
礼
が
明
治
以
降
は
三
山
神
社
の
行
事
と

な
り
、
七
月
十
五
日
の
花
祭
り
、
八
月
三
十
一
日
の
八
朔
祭
り
、
十
二
月
三
十
一
日
の
松
例
祭
に
は
近
在
の
人
々
が
講
を
結
成
し
て
多
く
参
加

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
羽
黒
講
は
主
と
し
て
女
性
の
講
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
そ
れ
に
対
し
、
鶴
岡
市
歯
苔
沢
で
は
湯
殿
山
の
二
月
山
の
登
拝
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
庄
内
地
方
で
は
、
月
山
、
羽
黒
山
、
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表
7山

形
県

庄
内

地
方

に
お

け
る

信
仙

事
例

動
蔀
・
「
頚
．
地
引
…
鋤
1
講
・
と
廼

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
墾

・
参

翻
　

轟
踊

・
時

期
’

5
1
・

P闇
闇
郡
櫛
弛
｝
　
1
月
鯵
・
　
　
　
　
1・

一
・
人
・
く
じ
で
一
月
1，

J－
1・

・
茸

I　
　
出
　
　
　
典

1㈱
職
柵

5
1　

b

5
1　

c

5
1b

司
一

上

同
上

同
上

八
坂

講
1繍

，
鹸

夜
こ

も
り

花
　
祭
　
り

八
朔
祭
り

i最
近
は
潮
入
的

1．

大
　

網
　

講
祈

醗
後

な
お

ら
い

婦
人

若
い

男
女

大
ぜ

い
で

行
く

　
女

の
人

が
多

い

手
向

八
坂

神
社

春
秋

2回

3日
1麺

注
連

寺
，

年
1圏

同
上

同
上

同
上

5
2
・
P油

川
醐

鮒
睡

沢
1
灘

瞳
・

1
i自

計
・

5～
6人

1毎
輔

・
月

・
5日

隣
国

嘱
俗

A　
’
56

5
2b

53

54

55
　
a

5
5b

5
5　

c

56

同
上

東
田
州
郡
余
目
町

東
田
川
郡
余
目
町

鶴
　
　
岡
　
　

市

同
上

同
上

鶴
　
　
岡
　
　

市

同
上

田
　

谷

廻
　

館

田
　
州

同
上

同
上

大
　
広

大
　
谷

八
朔
祭
り

お
山
ま
い
り

三
　

由
　

講

上
の

山
講

羽
　

黒
　

講

権
　

現
　

講

羽
　

黒
　

講

3
月

に
く
じ

で
4年

間
の

代
参

凹
き
め

は
ば

き
ぬ

ぎ
を

か
ね

て
講

毎
月

1
5
日
に

講
，

モ
チ

つ

き1
月
17

日
，

出
隅

iを
か

け

親
ぼ
く

嫁
入

り
前

の
娘

　
若

い
男

16軒
で

代
参

巨
人

有
志

，
156戸

中
44戸

5

人
代

参

成
年

以
上

の
男

子

若
妻
や
娘
2～

3人

成
年
以
上
の
男
子

既
婚

婦
人

　
2人

代
参

羽
黒

山
，

夕
方

参
拝

，
翌

朝
下

山

月
山

，
鳥

海
山

　
7月

宋

の
土

用
を

か
け

る

手
向

，
星

野
徳

泉
が

配
札

月
山
，
下
の
山
は
鳥
海
山
，

夏羽
黒

山
花

祭
り

湯
殿

山

花
祭
り

同
上

聞
き

取
り

　
’

80

極
i川

啓
一

，
註

＝
＝

⑥

聞
き

取
り

’
80

『
日
本
民
俗
地
図
』
　

’
72

同
．
ヒ

同
上

r庄
内

大
谷

の
民

俗
』
’
66

（
卜n卜）①OH



α
圃

㎝
Q
Q
ρ

α
Q
O
σ

ゆ
り
騨

㎝
の
σ

窃
㊤
O

暴
　
　
函

1
膿
1
＞

田
　
　
珊

画
遡
毒

m
　
灘

謡
　
濁
　
繋

灘
竺
〉
繭
灘

田
　
　
描

画

卦
　
　
田

図
　
旨

画
　
卜

田
　
　
忌
　
灘

〉
　
厳
　
聡

冴
　
謹
　
灘

ド
面
Q
。
皿
甲
》
騨
離
凝
4

醸
層

翻
㊦
雌
滞

藻
賠
葺
　
b
。
面
鱒
ロ

湖
　
晋

マ
奮
》
・
・
〉
蕎
一
悪
〉
薬
障

瞭
灘

恥
灘
営
》
℃
○
○
謄
b
ρ
〉
冷

刈
漉
嘱
凄
胃
遷
田
輸
糾
蜘
一

伴
吟
麗
4

鼎
蚕
〉
職
盛
㈲
洋
　
鎌
蝉
b
。

群
鰹
蕪

『
聖
魑
田
…
㊦
愈
書
』
、
ミ

『
m
昼
瀞
翁
誉
囲
』
．
鳶

図

『
凪
景
湘
扇
昌
囲
』
．
鵡

図図
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湯
殿
山
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
す
る
参
詣
講
が
成
立
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
手
向
橋
本
坊
の
祀
る
八
坂
神
社
の
講
や
、
七
五
三
掛
注
連
寺
、
大
網
大
日
坊
の
女
人
講
な
ど
、
山
岳
宗
教
集
落
へ
の
参
詣
講
も
み

ら
れ
る
。

　
最
後
に
、
庄
内
地
方
に
み
ら
れ
る
モ
リ
の
山
陵
仰
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
モ
リ
山
と
は
平
地
に
近
い
低
山
の
こ
と
で
、
人
が
死
ぬ
と

そ
の
霊
は
三
十
三
回
忌
ま
で
は
モ
リ
山
に
と
ど
ま
り
、
年
忌
が
あ
け
る
と
月
山
に
登
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
七
月
十
三
日
夜
に
は
、
月
山
本
宮

の
西
に
あ
る
採
評
壇
に
柴
を
つ
ん
で
採
燈
護
摩
を
修
し
、
山
頂
か
ら
野
口
ま
で
の
王
子
社
の
神
人
も
こ
の
火
を
み
る
と
、
か
が
り
火
を
た
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

山
麓
の
青
々
で
は
こ
の
火
を
み
る
と
門
火
を
た
き
、
精
霊
を
家
の
仏
壇
に
迎
え
入
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
庄
内
地
方
に
お
け
る
月
山

信
仰
は
祖
霊
神
的
性
格
を
濃
厚
に
有
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
〔
事
例
6
0
、
新
庄
市
〕

　
　
　
　
三
山
参
詣
は
最
上
川
沿
い
に
下
り
、
狩
川
か
ら
羽
黒
山
に
向
か
う
。
参
拝
が
す
む
と
手
向
の
桜
林
坊
に
泊
ま
る
。
翌
朝
未
明
に
起
き
て
月
山
を
か
け
る

　
　
　
が
、
精
進
が
至
ら
な
い
と
お
山
が
荒
れ
て
登
れ
な
く
な
る
と
い
う
。
最
後
に
湯
殿
山
を
お
が
む
。
も
ら
っ
て
き
た
お
札
は
神
棚
に
納
め
る
が
、
田
ん
ぼ
に
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已
愚
麺
冴
醸
嚢
胃
評
耳
鳴
舷
門
麟
謹

蝿
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Q
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①
膳

α
㎝

①
圃

①
g
◎

①
㊤刈

O

掛
　
耳
　
載

憩
b
商
客
疑
葺

誌
図
菌

卜

立

p

轍
　
　
繋
　
酸
　
　
笥

遥
識
E
転
籍
…
貫
　
畑
　
　
羅

山
繭
灘
蓼
獄
曄
日工

　
頃
　
　
莞

　
　
海
　
　
裳

羅
　
　
譜
　
藩
　
　
忌

灘
㊦
壷
罫

酵
讃
辞
O
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葺
嚇
O

〉
　
　
測
　
謬

〉
　
　
田
　
賄
鞍

壁
舖
則
后
魏
O

4丼

4ぐ
N．一　4

蕊
贈
蛋
融
帰

認
戸
出
識
蟻

預
椿
油
o
Q
田
胃
勢
知

解
漉
卜
o
O
頂
伴
も
。
”
ρ
一
9

＝
加
》
強
”
罵
、
（

一
”
合
　
○
◎
”
H
b
o
面
。
。
田
》

賀
る
帥
タ

難
許
㊦
確
菩
檎
㎝
加
胃
剖

詳
”
斗
随
図
や

灘
卸
伴
瞭
躍
隷

嚇
猷
藻
戴
伴
蒸
羨

凄

『
鎧
誹
山
ノ
團
漫
㊦
寅
彊
』

　
　
　
　
　
　
　
．
o
。
O

雌
隷

輝
熱
驚
選
出

『
卜
F
毎
海
』
、
十

目
丑
㊦
一
醸
㊦
唄
鮭
層

聴
0
》

津
　
飾
潔
蛋

『
田
耕
濃
．
翁
誉
理
』
、
鵡

嚢
韻
㊦
測
匿

髄
潔
葺

H
G
陶
縣
”
漆
沁
ぴ
伴
雌
雌
諾
　
面
…
”
筋
魏
忌

『
田
畠
濃
萌
薔
図
』
．
誌

『
翻
翻
㊦
凪
萌
』
Q
。
層
、
＄

酷
刑
蕪
隙
貯

『
繭
巖
e
藁
薦
』
9
、
↓
b
。

墜
鉗
m
忌

『
警
㊦
湘
翁
』
9
、
置

騙
難
㊦
書
鰍
σ

富
田
鐙
繭
紬

¢
び

魑
翔
♪
欝
　
『
醐
謡
㊦
却
翁
』
？
Q
O
．
♂

　
さ
す
と
こ
ろ
も
あ
る
。
留
守
中
の
家
族
は
、
川
ぱ
た
に
ぼ
ん
で
ん
を
立
て
て
水
ゴ
リ
を
と
っ
た
。
ぼ
ん
で
ん
に
星
が
つ
く
と
、
無
事
お
山
を
か
け
た
と
安

　
心
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
十
二
月
七
日
の
湯
殿
山
の
年
越
の
晩
は
村
人
が
行
屋
に
集
ま
り
、
サ
ソ
ゲ
サ
ン
ゲ
の
拝
詞
を
唱
え
る
と
、
近
く
の
湯
殿
山

　
碑
に
お
参
り
し
た
。
湯
殿
山
は
五
穀
豊
穣
の
作
神
と
し
て
、
ま
た
祖
霊
の
還
る
山
と
し
て
崇
め
ら
れ
て
い
る
。
御
神
体
の
近
く
の
岩
肌
に
死
者
の
戒
名
を

　
記
し
た
紙
を
貼
り
、
こ
れ
に
水
を
洗
ぐ
岩
供
養
の
風
習
が
あ
る
。
ま
た
、
月
山
に
対
し
、
昔
は
「
東
の
お
山
」
と
呼
ば
れ
た
秋
田
櫛
巻
の
神
室
山
の
僑
仰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
も
み
ら
れ
た
。
神
室
山
に
も
月
山
と
同
じ
く
十
五
歳
の
初
参
り
と
湿
原
祭
祀
の
慣
習
が
あ
っ
た
。

最
上
地
方
の
出
羽
三
山
信
仰
に
は
「
十
五
の
初
参
り
」
と
い
う
習
慣
が
あ
っ
た
（
表
8
）
。
こ
れ
は
、
十
五
歳
に
な
っ
た
男
子
が
出
羽
三
山
登
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拝
に
同
行
す
る
と
い
う
信
仰
形
態
で
あ
り
、
岩
木
山
の
初
参
り
と
同
じ
く
、
成
人
儀
礼
と
し
て
の
登
拝
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ぼ
、
社
会

的
強
制
で
あ
り
、
共
同
体
的
結
合
の
強
い
信
仰
形
態
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
ま
た
、
出
羽
三
山
信
仰
と
関
連
す
る
行
事
と
し
て
サ
ン
ゲ
サ
ン
ゲ
行
事
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
八
β
講
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
村
落

に
お
け
る
三
山
講
の
集
会
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
家
の
主
人
や
三
山
参
詣
老
が
旧
暦
十
二
月
一
日
か
ら
八
日
ま
で
行
屋
に
こ

も
り
、
三
山
の
拝
詞
を
唱
え
、
豊
作
を
祈
願
す
る
行
事
で
あ
る
。

　
〔
事
例
6
2
、
山
形
市
高
瀬
〕

　
　
　
出
羽
三
山
参
詣
を
お
西
参
り
、
蔵
王
山
参
り
を
お
東
参
り
と
も
称
し
た
。
男
子
が
十
五
歳
に
な
る
と
初
参
り
と
い
っ
て
、
ま
ず
湯
殿
山
に
参
詣
し
た
。

　
　
参
る
一
週
間
前
か
ら
水
ゴ
リ
を
と
り
、
家
族
ま
で
が
肉
や
魚
を
一
切
食
べ
ず
に
身
を
清
め
、
ま
た
貯
め
て
お
い
た
一
銭
銅
貨
を
塩
で
洗
っ
て
サ
ラ
シ
の
袋

　
　
に
入
れ
て
サ
イ
銭
に
し
た
。
出
発
す
る
夜
は
ど
こ
か
の
家
に
皆
で
集
ま
っ
て
、
ぼ
ん
で
ん
を
刻
み
、
初
参
り
の
人
は
三
本
、
行
っ
た
こ
と
の
あ
る
人
は
一

　
　
本
を
屋
根
の
上
に
立
て
、
家
中
皆
で
声
高
く
「
や
一
ま
の
か
一
み
は
三
社
の
こ
一
ん
げ
ん
」
と
何
回
も
く
り
返
し
お
経
を
あ
げ
て
夜
中
に
出
発
し
た
。
翌

　
　
朝
方
に
は
お
山
に
着
い
て
お
参
り
を
し
た
が
、
そ
の
時
間
頃
に
は
家
の
ほ
う
で
も
「
良
い
お
山
を
お
参
り
で
き
ま
す
よ
う
に
」
と
皆
で
村
社
に
お
参
り
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊨

　
　
た
も
の
だ
っ
た
。
ど
こ
の
村
に
も
先
達
が
い
て
、
一
切
を
世
話
し
て
く
れ
た
。

　
村
山
地
方
の
出
羽
三
山
信
仰
も
、
最
上
地
方
と
同
様
に
、
　
「
十
五
の
初
参
り
」
の
形
態
が
み
ら
れ
る
（
表
8
）
。
上
山
出
身
の
斎
藤
茂
吉
も
十

五
歳
の
時
に
出
羽
三
山
に
登
拝
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
村
落
で
の
講
の
集
会
は
八
日
講
と
呼
ば
れ
、
戸
主
層
が
中
心
の
行
事
と
な
っ
て
い

る
二
重
構
造
を
有
し
て
い
る
。

　
〔
事
例
6
6
、
米
沢
轟
巾
六
郷
町
、
一
漆
〕

　
　
　
置
賜
地
方
で
は
飯
豊
山
を
お
西
山
と
い
い
、
十
三
～
十
五
歳
、
後
に
は
二
十
歳
ま
で
に
三
回
ほ
ど
登
拝
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
丁
前
と
し
て
認
め
ら
れ

　
　
る
習
俗
が
あ
っ
た
。
一
丁
前
に
な
る
と
オ
シ
モ
（
出
羽
三
山
）
に
講
中
で
参
っ
た
。
行
屋
の
あ
る
家
は
旧
家
で
行
屋
で
は
向
か
っ
て
右
側
の
炉
を
中
火
、

　
　
左
側
を
上
火
（
浄
火
）
と
い
い
、
中
火
は
飯
豊
山
登
拝
、
上
火
は
三
山
詣
り
の
折
と
厳
別
し
た
。
飯
豊
山
は
「
お
米
の
山
」
と
も
呼
ば
れ
、
三
回
詣
れ
ば
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米
に
一
生
不
自
由
し
な
い
と
い
わ
れ
る
。
オ
シ
モ
マ
イ
リ
は
三
年
ま
い
り
と
い
い
、
ハ
ツ
ヤ
マ
の
人
は
三
十
日
間
、
ニ
サ
イ
ヤ
マ
と
サ
ソ
サ
イ
ヤ
マ
の
人

　
　
は
一
週
間
ほ
ど
行
屋
生
活
を
し
た
。
産
火
は
禁
物
で
、
産
の
あ
っ
た
家
の
人
は
三
山
詣
り
の
留
守
宅
に
も
行
け
な
か
っ
た
。
ナ
シ
モ
マ
イ
リ
に
も
成
人
登

　
　
拝
的
性
格
が
み
ら
れ
る
が
、
多
く
は
一
丁
前
の
戸
主
が
行
く
。

　
置
賜
地
方
に
お
い
て
も
、
　
「
十
五
の
初
参
り
」
と
い
う
出
羽
三
山
の
信
仰
形
態
が
み
ら
れ
る
が
、
南
部
の
米
沢
付
近
で
は
福
島
県
境
の
飯
豊

山
（
西
の
お
山
）
が
成
人
儀
礼
登
拝
の
対
象
と
さ
れ
、
出
羽
三
山
（
東
の
お
山
）
は
一
丁
前
の
男
が
登
拝
す
る
山
と
し
て
上
位
に
置
か
れ
る
例
が
み

ら
れ
る
（
表
8
）
。

出羽三山信仰圏の地理学的考察（岩鼻）

　
g
　
新
　
　
潟
　
　
県

　
〔
事
例
7
1
、
新
発
田
市
〕

　
　
　
男
は
一
生
に
一
度
は
三
山
詣
り
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
か
、
上
方
詣
り
か
ら
帰
る
と
必
ず
オ
ス
モ
マ
イ
リ
を
す
る
も
の
と
い
わ
れ
、
ど
う
し
て
も
行

　
　
け
な
い
場
合
に
は
大
日
如
来
を
祀
る
乙
宝
寺
に
詣
っ
た
。
明
治
四
十
年
頃
か
ら
昭
和
十
年
頃
ま
で
注
連
寺
住
職
は
毎
年
下
翼
地
方
を
布
教
に
肥
り
、
そ
れ

　
　
と
前
後
し
て
大
軍
坊
住
職
も
新
潟
市
か
ら
北
越
後
を
巡
回
し
た
と
い
う
。
注
連
寺
は
地
区
の
オ
オ
ヤ
ケ
、
大
日
坊
は
大
衆
の
教
化
を
主
と
し
た
と
も
い
う
。

　
　
両
寺
と
も
北
蒲
原
の
宿
泊
者
が
も
と
は
多
か
っ
た
が
、
注
連
寺
は
大
日
坊
の
二
倍
は
あ
っ
た
と
い
う
。
大
正
期
か
ら
羽
黒
の
檀
所
院
が
進
出
し
た
。
檀
所

　
　
筆
記
は
明
治
二
十
年
頃
、
手
向
平
門
前
の
大
塚
氏
と
聖
之
院
の
関
東
道
者
引
だ
っ
た
星
野
氏
（
五
清
坊
）
が
引
き
受
け
、
養
清
華
は
北
蒲
原
郡
、
大
塚
氏

　
　
は
新
潟
市
と
中
・
東
・
西
・
南
蒲
原
郡
の
株
を
取
得
し
た
。
湯
殿
山
丑
年
豊
年
に
は
千
人
か
ら
紙
の
寄
進
を
受
け
、
千
枚
梵
天
を
作
っ
て
湯
殿
山
に
納
め

　
　
て
き
た
と
い
う
。
元
海
寺
に
は
女
性
を
主
と
し
た
大
日
講
中
が
あ
っ
た
。

　
新
潟
県
で
は
、
出
羽
三
山
参
詣
は
「
オ
シ
モ
マ
イ
リ
」
と
称
さ
れ
、
上
方
参
り
（
伊
勢
参
り
）
と
対
置
さ
れ
、
一
生
に
一
度
は
参
る
も
の
と
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

れ
た
。
た
だ
し
、
県
南
部
で
は
戸
隠
信
仰
等
と
競
合
し
、
分
布
は
希
薄
と
な
る
。
ま
た
、
女
性
の
羽
黒
山
参
り
や
大
日
坊
参
り
も
盛
ん
で
あ
る

（
表
9
）
。
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⑳

　
一
方
、
佐
渡
で
は
分
霊
で
あ
る
羽
黒
山
神
社
へ
の
女
子
の
「
十
三
ま
い
り
」
が
み
ら
れ
、
上
述
の
乙
甲
寺
参
り
と
あ
わ
せ
、
青
森
、
福
島
県

の
事
例
と
同
様
に
、
勧
請
し
た
分
霊
へ
の
参
詣
と
い
う
信
仰
形
態
が
存
在
す
る
。

h
　
茨
　
　
城
　
　
県

〔
事
例
8
0
、
高
萩
市
下
大
能
塚
鐘
〕

　
　
湯
殿
山
講
は
男
た
ち
の
集
ま
り
で
、
五
～
六
年
お
き
に
参
詣
に
行
く
。
講
は
各
戸
か
ら
一
人
で
現
在
十
一
名
に
な
っ
て
い
る
。
参
詣
費
用
に
あ
て
る
た

　
め
に
、
講
中
の
者
に
種
モ
ミ
を
貸
し
て
い
た
。
十
月
二
十
八
日
に
は
掛
軸
を
か
け
て
一
晩
飲
み
明
か
す
風
習
が
あ
る
。
身
を
清
め
る
た
め
に
、
数
日
前
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藩
㊤
　
蝋
　
蕊
　
麺
　
a
　
帥
　
罵
　
び
　
愈
　
魯
　
麟
　
魯

曝
謹

日
b
3

刈
c
Q

『
蒔刈

0

嵜
　
昌
　
講

簾
毒
蟹
養
田
識

蝶
零
響
愛
想
茸

斑
叢
二
念
≧
麟

雌
通
雲
婁
常
識

　
　
蹄
　
　
慕

♂

諄
図
麟

酸
　
　
獄

繋
㊦
鹸
騨

逸
、
メ
串
4
へ
唱

購
　
　
驚
　
錫
　
海
　
灘

馳
炉
【
蕊
潔
忌
繋

鐡

田
下
Σ
灘

冴
　
　
難
　

脳
難
…
脳
帯

灘
m
　
伴
訟
．
蝿

賭
爲
融
渦
笠
置
遂
π
理
詳

斡
毬
菅
齢
麹
㊦
蓮
覇
勤
圏

晶・

ﾉ
憩
誹

嚥
伴
輿
胃
恥
騨
単
璽
伴
朗

巽
育
馬
叉
路
又

甥
加
伴
鰍
輩
瞭

醤
π
引
漫
評
猷
盤
聾
暇
醤

a
〈
O
臼
C

①
G
。
〉
μ
譜
4
Q
。
〉
冷
聴

謡
マ
寝
藁
釜
こ
［
＝
・
・
二
幕
三
〉

煎

ヨ凶

帰

…
マ
・

，
ざ
、
丁
濁

朝箭
撫
IA

陣
1
膣

v－
猿l

八
課
麟
滋
伴
尋
遷

聾
碑
懇
醐
汁
同
舞
　
汁
期
麟
》

墜
賄
詣
掬
醸
屡

『
外
遊
晶
4
G
濃
霧
』
、
ミ

“
油
b
。
O
遡
～
Φ
面
8
ロ
㊦
　
『
窪
田
晶
4
㊦
湘
翁
閏
』

蓋鵠
㊦
δ
～
嵩
辺

滴
　
葺

…一

笂
ｫ
i
…
；
…
一
．費
重
臣
忌

マ
ぎ
鶏
畠
墜
一
難
・
ユ
刷
幽
劃
毒

、
“
o
。

麗
二
二
O
　
、
G
。
O

『
珊
耕
湘
雨
薗
璽
』
．
鳶

『
鳶
肇
国
』
、
ざ

『
m
暑
遍
頭
型
廻
』
、
趨

『
田
誹
仙
翁
諄
図
』
．
鵡

董
諄
蔑
綿
肺
胴
、
『
○
。
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隈
δ
　
薗
　
暑
　
穐
翠
　
符
　
沸
　
¢
　
嘔
　
愈
　
喜
　
4
4
唱
　
蓮

剛
強

Qo
m

o◎

ﾖ
oQ
y

oQ
ｩ

渦
　
浸
　
肚
，

内
兜
密
旨
薗
冴
麟

蟄
冴
製
い
b
義
動
画

鋳
萌
郡
鋳
萌
罵
蕾

鎖
蜘
晶
簑
浅
贈
ε

雨
量
歯

命
　
　
撫

讃
　
　
酔

ウ
　
　
牽

裳
　
　
油

謁
　
　
蒲

瀦
㊦
訟
鉢

魑
　
撫
　
灘

同
一
彊
一
「
ご
融
韓

韻
猫
E
謬

繋
遊
伴
識
蝸

一
目
遡
伴
出
講
雌

函
一
〇
油
関
皿
鼎
詳

b5

?
H
O
m
倉
へ
勢
㊦
趨
溢

O
帝
繍
塞

帥
許
伴
μ
瓦
曝
湖
ぐ
ノ
肖
遡
「

胃
囲
が

訓
囎
爺
㌶
噂
演
凝

蔭
哉
瞬
．
犀
潰
4
読
図
昨
虫
“

㊦
N
O
＞

身
構
部
壽
録
装
　
皿
　
薮

藩

軽
藤
銅
麹
婁
洋

マ
蓑
亀
識
語

一
一
己
刈
田
　
φ
牌
圏
塑
婁

『
蕊
升
知
地
無
植
煮
頃
口
』

　
　
　
　
　
　
　
、
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
　
ら
水
を
浴
び
、
帰
っ
て
か
ら
は
参
拝
記
念
碑
を
建
て
た
り
、
氏
神
に
報
告
し
た
り
し
た
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
茨
城
県
に
お
け
る
出
羽
三
山
信
仰
は
南
東
北
に
比
べ
れ
ば
、
は
る
か
に
希
薄
と
な
る
。
こ
れ
は
前
章
で
述
べ
た
水
戸
藩
の
宗
教
政
策
や
、
筑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

波
山
講
、
加
波
山
講
、
三
峰
講
等
の
関
東
各
地
の
山
岳
信
仰
と
競
合
し
た
こ
と
も
一
因
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
一
方
、
三
山
碑
の
中
に
は
、
碑
文
に
坂
東
・
秩
父
・
西
国
巡
礼
な
ど
が
共
に
刻
ま
れ
て
い
る
例
が
し
ぼ
し
ぼ
み
ら
れ
、
出
羽
三
山
参
詣
が
こ

れ
ら
の
巡
礼
と
同
じ
く
回
国
巡
礼
地
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

i
　
栃
　
子
木
　
　
県

み
事
例
8
1
、
塩
谷
郡
塩
原
町
箒
根
遅
野
沢
〕

　
　
湯
殿
山
講
は
男
性
の
講
で
、
丑
年
に
宿
に
集
ま
り
、
ご
ち
そ
う
を
食
べ
る
。
代
参
人
（
申
し
出
）
二
入
を
出
し
、
行
く
前
に
行
屋
（
囲
黒
陶
ま
で
）
で

　
　
　
　
　
⑬

　
身
を
清
め
た
。

栃
木
県
に
お
け
る
出
羽
三
山
信
仰
も
茨
城
同
様
か
な
り
希
薄
で
あ
る
。
男
体
山
講
、
三
峰
講
、
加
波
山
講
な
ど
の
山
岳
信
仰
と
競
合
し
た
こ

ユ15　（713）



　
　
　
　
　
　
⑭

と
が
考
え
ら
れ
る
。
羽
黒
講
が
み
ら
れ
る
が
（
表
1
0
）
、

霊
に
参
詣
す
る
信
仰
形
態
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

多
く
は
河
内
郡
上
河
内
村
羽
黒
山
神
社
に
参
詣
す
る
講
で
あ
り
、

こ
れ
も
勧
請
し
た
分

116 （714）

一
　
群
　
　
馬
　
　
県

　
〔
事
例
8
6
、
邑
楽
郡
千
代
田
村
〕

　
　
　
出
羽
三
山
を
信
仰
す
る
講
が
上
五
箇
に
盛
ん
で
、
愛
宕
神
社
に
お
こ
も
り
し
て
行
を
し
た
。
組
ご
と
の
組
織
で
十
三
軒
ほ
ど
だ
っ
た
（
大
正
十
四
年
）
。

　
　
毎
月
三
回
の
お
B
待
、
年
二
回
大
日
待
を
し
、
大
寒
の
一
週
間
は
寒
行
を
し
、
五
年
に
一
回
位
は
大
々
的
に
行
を
し
た
。
手
向
の
木
村
武
松
と
い
う
先
達

　
　
が
昭
和
二
十
一
年
ま
で
来
て
布
教
し
て
い
た
。
安
政
四
年
に
吉
永
紋
十
郎
が
広
軌
坊
と
い
う
称
号
を
羽
黒
山
別
当
か
ら
も
ら
っ
て
い
る
。
こ
の
吉
永
家
に

　
　
上
五
箇
の
大
本
部
が
あ
り
、
先
達
の
家
に
は
神
棚
に
幕
を
張
り
、
ふ
つ
う
の
女
子
供
は
入
れ
な
か
っ
た
。
戦
前
は
四
ツ
足
の
肉
類
は
食
べ
ず
、
人
か
ら
頼

　
　
ま
れ
る
と
祈
藤
し
て
神
様
の
お
告
げ
を
つ
げ
て
や
っ
た
。
こ
の
さ
ん
や
ま
講
は
男
だ
け
の
講
で
五
十
～
六
十
歳
位
の
年
輩
の
信
心
者
が
十
六
～
十
七
人
加

　
　
捜
し
て
い
た
が
、
終
戦
時
に
終
り
に
な
っ
た
。
ま
た
、
今
か
ら
五
十
年
ほ
ど
前
ま
で
、
檜
内
に
大
日
講
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
出
羽
三
山
の
信
仰
で
信
者
が

　
　
集
ま
っ
て
行
を
し
た
と
い
う
。
行
の
間
は
女
の
煮
た
食
物
は
食
べ
な
か
っ
た
。

　
群
馬
県
に
お
い
て
も
、
三
峰
講
、
榛
名
講
、
御
岳
講
な
ど
と
競
合
す
る
た
め
か
、
出
羽
三
山
信
仰
は
希
薄
で
あ
り
、
県
南
東
部
の
前
述
の
事

例
が
み
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
ま
た
、
桐
生
か
ら
の
参
詣
を
記
録
し
た
江
戸
時
代
の
三
山
道
中
記
が
残
さ
れ
て
お
り
、
往
路
は
弥
彦
へ
寄
っ
て
日
本
海
側
を
通
っ
て
出
羽
三

山
に
参
詣
し
、
帰
路
は
松
島
へ
寄
り
、
福
島
、
宇
都
宮
経
由
で
帰
参
す
る
と
い
う
名
所
旧
蹟
を
遍
歴
す
る
園
国
巡
礼
的
な
旅
で
あ
っ
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
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e
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旧
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さ
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O
＞
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騨
鎌
蔽
螺
伴
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灘

今
㌶
舜
ぐ
・

塗

湊

『
孤
島
潭
義
軍
理
』
、
鳶

『
田
耕
滋
翁
愚
【
凶
』
．
鵡

出羽三山信仰圏の地理学的考察（岩鼻）

　
k
　
長
　
　
野
　
　
県

　
〔
事
例
8
7
、
岡
谷
市
湊
小
坂
〕

　
　
　
さ
ん
や
ま

　
　
　
三
山
講
は
七
十
戸
ほ
ど
で
組
織
さ
れ
、
九
月
二
十
八
日
を
例
祭
と
し
て
お
日
待
を
し
て
い
る
。
以
前
は
祭
り
の
あ
と
、
諏
訪
湖
の
湖
中
に
ボ
ソ
デ
ン
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
た
て
る
行
事
が
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
信
濃
・
上
野
両
国
で
は
天
明
の
浅
間
山
噴
火
以
降
、
他
国
の
霊
山
参
詣
を
禁
じ
、
浅
間
山
の
神
を
祀
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
出
羽

三
山
参
詣
者
数
は
激
減
し
、
羽
黒
派
修
験
や
巫
女
も
他
派
に
転
じ
た
と
い
う
。
明
治
二
十
年
頃
に
長
野
県
一
円
を
三
山
敬
愛
講
社
に
再
編
成
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

よ
う
と
す
る
試
み
も
な
さ
れ
た
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
前
述
の
諏
訪
の
三
山
講
は
、
あ
る
い
は
そ
の
な
ご
り
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
元
禄
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

頃
は
上
伊
那
郡
よ
り
三
山
参
詣
が
あ
っ
た
と
い
う
。

　
1
　
埼
　
　
玉
　
　
県

　
〔
事
例
8
8
、
川
越
市
大
袋
宿
西
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
　
月
山
講
は
三
月
末
か
四
月
初
め
頃
に
寄
り
集
ま
っ
て
御
飯
を
食
べ
る
。

　
埼
玉
県
に
お
い
て
も
、
出
羽
三
山
信
仰
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
（
表
！
1
）
。
埼
玉
県
に
は
、
御
岳
講
、
大
山
講
、

山
岳
信
仰
が
盛
ん
で
あ
り
、
出
羽
三
山
信
仰
は
あ
ま
り
浸
透
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

三
峰
講
、
富
士
講
な
ど
の

117 （715）



　
凱
　
菓
　
　
京
　
　
都

　
〔
事
例
9
0
、
蔦
飾
区
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
　
　
遠
く
出
羽
三
山
を
信
仰
す
る
講
申
も
あ
っ
た
。
現
在
で
も
区
内
各
地
の
道
路
の
分
波
点
や
社
寺
の
入
口
に
は
出
羽
三
山
や
富
士
山
等
の
記
念
塔
が
あ
る
。

　
都
内
に
お
い
て
も
、
旧
農
村
部
に
は
こ
の
よ
う
な
出
羽
三
山
信
仰
の
な
ご
り
が
み
ら
れ
る
が
、
江
戸
城
下
で
は
、
注
連
寺
と
手
向
群
議
坊
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

出
開
帳
を
行
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
信
仰
の
な
ご
り
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
江
戸
町
民
に
は
富
士
講
や
大
山
講
は
普
及
し
た
が
、

出
羽
三
山
信
仰
は
浸
透
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

118 （716）

　
n
　
千
　
　
葉
　
　
県

　
〔
事
例
9
1
、
千
葉
市
千
葉
寺
〕

　
　
　
奥
州
参
り
は
昔
は
五
十
歳
す
ぎ
、
今
は
四
十
歳
す
ぎ
く
ら
い
か
ら
行
く
。
出
羽
三
山
参
詣
者
を
行
人
と
呼
び
、
行
人
に
な
る
と
八
日
講
に
参
加
で
き
る
。

　
　
行
人
の
最
大
の
行
事
と
し
て
ボ
ン
デ
ソ
供
養
が
あ
り
、
出
羽
三
山
か
ら
持
ち
帰
っ
た
ボ
ソ
デ
ソ
を
塚
に
埋
め
る
行
事
で
あ
っ
て
、
そ
の
際
に
建
碑
す
る
。

　
　
行
人
が
死
ぬ
と
三
山
参
詣
の
際
の
行
衣
を
着
せ
、
行
人
仲
間
で
ボ
ソ
デ
ソ
を
作
っ
て
家
と
墓
前
と
供
養
塚
に
供
え
、
三
山
誓
詞
を
唱
え
て
と
む
ら
う
ボ
ソ

　
　
デ
ソ
ハ
ギ
を
行
な
う
。
千
葉
寺
に
は
手
向
の
橋
本
坊
が
二
年
に
一
度
、
冬
配
札
に
来
る
。
七
月
初
め
に
世
話
人
が
参
詣
者
を
募
集
し
、
七
月
二
十
日
頃
か

　
　
ら
参
詣
に
行
く
。
今
は
講
中
は
増
加
し
て
百
軒
近
い
。
四
十
～
六
十
歳
の
人
が
八
丁
講
を
開
く
。
昔
は
四
つ
の
町
内
ご
と
に
集
ま
っ
た
が
、
今
は
い
っ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

　
　
よ
に
す
る
。
八
月
十
七
日
か
ら
三
日
聞
、
講
中
で
行
を
す
る
。

　
千
葉
県
は
関
東
地
方
に
お
い
て
最
も
出
羽
三
山
信
仰
が
盛
ん
で
あ
り
（
表
1
2
）
、
現
在
も
手
向
の
宿
坊
か
ら
檀
回
に
来
る
地
区
が
か
な
り
存
在

　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

す
る
。
千
葉
県
に
お
い
て
、
出
羽
三
山
信
仰
が
濃
密
に
分
布
す
る
の
は
「
七
里
ヶ
法
華
」
と
称
さ
れ
る
日
蓮
宗
地
帯
の
縁
辺
部
に
お
い
て
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

る
。
し
た
が
っ
て
、
日
蓮
宗
勢
力
に
対
抗
す
る
手
段
と
し
て
出
羽
三
山
信
仰
を
受
容
し
、
し
か
も
近
隣
の
村
落
と
「
付
き
あ
い
村
」
と
し
て
連
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①
自



帯
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

　
講
は
奥
州
講
、
さ
ん
や
ま
講
な
ど
と
称
さ
れ
る
が
、
宮
本
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
代
参
型
の
講
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
ず
、
岡
垣
仲
間
型
の
講

が
多
く
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
三
山
参
詣
を
す
ま
せ
た
行
人
の
み
で
講
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
講
員
は
老
年
層
が
多
く
、
池
上
や
柳
川
が

　
　
　
　
　
　
⑭

指
摘
し
た
よ
う
に
、
出
羽
三
山
参
詣
は
老
年
層
へ
の
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
八
千
代
市
勝
田
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

は
伊
勢
参
り
も
三
山
参
詣
へ
同
じ
く
一
生
に
一
度
は
行
く
も
の
と
さ
れ
、
戸
主
に
な
る
前
の
成
人
が
参
宮
す
る
。
三
山
参
詣
が
老
年
層
へ
の
イ

ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
の
に
対
し
、
伊
勢
参
り
は
戸
主
層
へ
の
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
成
人
儀
礼
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

登
拝
と
し
て
は
「
十
三
の
大
山
ま
い
り
」
が
元
服
登
山
と
称
さ
れ
、
安
房
郡
や
埼
玉
、
神
奈
川
県
か
ら
相
模
大
山
に
参
詣
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
ま
た
、
三
山
講
の
講
社
が
死
ん
だ
蒔
に
は
、
本
葬
の
後
に
講
員
の
み
で
別
に
葬
儀
を
行
な
う
。
そ
し
て
、
行
人
墓
と
称
す
る
、
一
般
と
は
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

別
さ
れ
た
墓
が
建
て
ら
れ
、
行
人
は
死
ぬ
と
神
に
な
る
と
い
わ
れ
る
。
行
屋
で
の
行
の
際
に
も
、
特
殊
な
面
こ
と
ば
が
使
わ
れ
る
な
ど
、
同
信

的
結
合
が
非
常
に
強
い
信
仰
形
態
が
千
葉
県
の
出
羽
三
山
信
仰
の
立
食
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
明
治
期
の
出
羽
三
山
参
詣
記
録
が
散
見
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
名
所
旧
蹟
を
巡
歴
す
る
周
遊
の
旅
と
な
っ
て
い
る
。
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o
　
神
　
奈
　
川
　
県

〔
事
例
鰯
、
横
浜
市
港
北
区
鴨
居
〕

　
　
三
山
碑
は
横
浜
市
内
で
も
鶴
見
、
神
奈
川
、
港
北
、
保
土
ケ
谷
、
戸
塚
の
各
区
内
に
み
ら
れ
る
が
、
講
は
わ
ず
か
に
港
北
区
鴨
居
町
に
残
存
す
る
の
み

　
で
あ
る
。
現
在
二
十
一
戸
が
講
員
で
、
正
月
、
五
月
の
八
日
と
十
二
月
の
冬
至
祭
の
他
に
、
四
月
八
臼
の
山
始
め
、
九
月
八
日
の
由
終
い
が
あ
り
、
こ
の

　
二
圓
と
葬
式
の
時
に
の
み
梵
天
を
作
る
。
出
羽
三
山
登
拝
の
際
は
林
光
寺
の
不
動
堂
で
、
昔
は
一
週
間
、
現
在
は
三
日
間
オ
コ
モ
リ
を
す
る
。
羽
黒
山
で

　
は
審
議
坊
に
泊
ま
る
。
昔
は
羽
黒
山
正
訓
院
直
講
鴨
居
大
丸
講
中
と
書
い
た
大
き
な
木
の
札
を
持
っ
て
い
っ
た
。
長
御
坊
は
毎
春
配
札
に
来
る
。
三
山
登

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
拝
者
が
死
ぬ
と
、
講
員
は
葬
儀
に
参
列
し
、
梵
天
を
山
始
め
山
終
い
の
際
に
石
碑
の
所
に
立
て
る
の
と
同
じ
形
式
で
立
て
る
。



出羽三山信仰圏の地理学的考察（岩鼻）

　
神
奈
川
県
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
千
葉
県
に
類
似
し
た
信
仰
形
態
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
東
京
湾
を
渡
っ
て
伝
播
の
可
能
性
も
考
え
ら

れ
る
が
、
神
奈
川
県
に
お
い
て
は
出
羽
三
山
信
仰
が
千
葉
県
ほ
ど
盛
ん
で
あ
る
と
は
い
い
が
た
い
（
表
1
1
）
。

　
以
上
、
各
県
ご
と
に
信
仰
形
態
を
検
討
し
た
が
、
次
章
で
は
こ
れ
ら
を
信
仰
圏
に
位
置
づ
け
た
い
。

①
柳
川
啓
一
は
出
羽
三
山
周
辺
の
三
つ
の
地
域
共
同
体
に
お
い
て
、
信
仰
形
態
が

　
相
異
す
る
こ
と
を
、
講
が
共
岡
体
的
結
合
か
、
同
信
的
結
合
か
ど
ち
ら
に
近
い
か

　
で
種
々
の
段
階
が
あ
り
、
そ
れ
が
講
の
多
様
性
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
と
説
明
し
た
。

　
　
乙
川
「
村
落
に
お
け
る
山
岳
信
仰
の
組
織
」
宗
教
研
究
駕
、
昭
3
0
。

　
　
ま
た
柳
川
と
池
上
広
正
は
千
葉
県
に
お
い
て
出
羽
琶
山
信
仰
が
老
年
層
へ
の
イ

　
ニ
シ
ェ
ー
シ
ョ
ソ
（
加
入
儀
礼
）
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　
　
柳
川
啓
一
「
出
羽
三
山
儒
仰
と
老
年
層
」
人
類
科
学
1
1
、
昭
3
4
。

　
　
池
上
広
正
「
出
羽
一
二
山
の
信
仰
i
千
葉
市
平
山
に
於
け
る
i
」
被
会
と
伝
承
2

　
1
3
・
召
3
。

　
　
　
　
n
臼
0
0

　
　
民
俗
学
の
文
献
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　
　
宮
本
袈
裟
雄
「
関
東
の
出
羽
三
霞
講
－
千
葉
漿
の
琶
山
登
拝
習
俗
を
中
心
に
し

　
て
一
」
　
（
宮
田
・
宮
本
編
『
日
光
山
と
関
東
の
修
験
道
』
名
著
出
版
、
昭
5
4
）
。

　
　
岡
倉
捷
郎
「
関
東
に
お
け
る
出
羽
三
山
僑
仰
…
そ
の
分
布
と
三
山
講
の
性
格
・

　
諸
梢
i
」
ま
つ
り
3
8
、
昭
5
6
。

②
　
文
化
庁
編
『
日
本
民
俗
地
図
皿
（
信
仰
・
社
会
生
活
）
』
国
土
地
理
協
会
、
昭

　
4
7
。

③
　
新
誠
常
三
『
新
稿
社
寺
参
詣
の
社
会
経
済
史
的
研
究
』
塙
書
房
、
昭
5
7
。

④
　
　
『
蹴
旦
蘇
県
の
民
間
信
仰
』
育
森
県
立
郷
土
館
…
、
昭
5
1
。

⑤
前
掲
第
二
章
註
②
参
照
。

⑥
『
水
沢
市
史
6
』
昭
5
3
。

⑦
　
紺
野
博
夫
「
東
北
地
方
農
村
に
お
け
る
羽
黒
三
山
参
詣
に
坐
す
る
一
考
察
」
岩

　
手
史
学
研
究
2
3
、
昭
3
1
。

⑧
損
昭
一
「
山
形
の
銅
町
」
地
理
2
6
1
6
、
昭
5
6
。

⑨
前
掲
註
②
参
照
。

⑩
昭
和
5
5
年
の
筆
者
聞
き
と
り
に
よ
る
。

⑪
　
長
井
政
太
郎
・
小
野
芳
次
郎
「
六
十
里
越
街
道
と
宗
教
聚
落
」
地
理
（
大
塚
地

　
理
学
会
）
5
－
2
・
3
、
昭
1
7
、
に
よ
れ
ば
、
昭
和
4
年
月
山
参
詣
者
数
は
、
山

　
形
、
福
島
、
富
城
、
新
潟
、
千
葉
、
青
森
、
岩
手
、
秋
田
、
茨
城
、
群
馬
、
東

　
京
、
栃
木
の
順
と
な
る
。

　
　
ま
た
柳
州
啓
一
「
出
羽
三
山
の
宿
坊
に
つ
い
て
」
宗
教
研
究
欄
、
昭
3
1
、
に
よ

　
れ
ば
、
昭
和
2
9
年
の
月
山
登
山
者
数
の
照
溺
順
位
は
、
山
形
、
宮
誠
、
福
島
、
千

　
葉
、
新
潟
、
岩
手
、
栃
木
、
秋
田
、
東
京
、
北
海
道
、
青
森
、
茨
城
と
な
っ
て
い

　
る
。

⑫
前
掲
註
②
参
照
。

⑬
『
秋
田
県
史
2
近
世
編
上
』
昭
3
9
、
『
秋
田
県
史
3
近
世
編
下
』
昭
4
0
。

⑭
『
河
南
町
誌
上
臨
昭
4
2
。

⑮
文
都
省
調
査
局
宗
務
課
『
教
派
宗
派
教
団
便
覧
』
昭
3
4
、
に
よ
れ
ば
、
大
和
数

　
は
塩
釜
市
香
津
に
あ
り
、
昭
和
6
年
湯
殿
山
祈
酵
所
、
昭
和
2
1
年
大
和
教
と
な
つ

　
た
。
大
和
教
団
は
仙
台
市
北
一
番
丁
に
あ
り
、
昭
和
7
年
神
道
実
行
器
湯
殿
山
神

修
教
、
昭
和
3
2
年
大
和
教
団
と
な
っ
た
。

　
　
文
化
庁
『
宗
教
年
鑑
』
昭
和
5
3
年
版
で
は
、
大
和
教
は
教
会
2
6
、
布
教
所
3
2
、

　
信
者
八
万
人
余
、
大
和
教
団
は
布
教
所
3
8
、
信
者
六
万
人
余
で
あ
る
。

⑯
　
前
掲
第
二
製
品
②
参
照
。

⑰
　
『
猪
笛
代
町
史
罠
俗
編
』
昭
5
4
。
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⑱
前
掲
註
②
参
照
。

⑲
会
津
若
松
市
教
育
委
員
会
編
『
舟
子
と
桑
原
i
大
川
ダ
ム
水
没
部
落
民
俗
調
査

　
報
告
害
』
昭
4
8
。

⑳
　
　
『
安
積
地
方
の
民
俗
一
新
轟
庄
都
｛
巾
指
定
地
区
民
俗
資
料
調
査
報
北
口
書
』
昭
4
2
。

⑳
　
『
三
春
町
史
6
厩
俗
』
昭
5
5
。

＠
　
秋
山
燈
「
臨
羽
三
山
信
仰
に
つ
い
て
の
～
考
察
」
郡
山
地
方
史
研
究
1
4
、
昭
5
7
。

⑯
　
　
『
い
わ
き
市
史
7
、
民
俗
』
昭
覗
。

⑭
　
『
郡
山
市
史
7
、
民
俗
』
昭
4
4
。

⑮
　
岩
綺
敏
夫
『
本
邦
小
繭
の
研
究
－
民
間
信
仰
の
民
俗
学
的
研
…
究
－
』
昭
3
8
、
昭

　
5
2
復
刻
、
名
著
出
版
。

⑳
　
鶴
岡
市
民
田
公
民
館
編
『
民
賑
部
落
誌
』
昭
5
4
。

⑳
　
戸
川
安
章
「
羽
黒
肉
麓
に
お
け
る
農
耕
儀
礼
と
穀
霊
信
仰
」
日
本
畏
俗
学
…
…
、

　
昭
5
1
。

⑯
　
真
龍
社
編
『
出
羽
三
山
の
僑
仰
』
昭
5
2
。

㊥
　
岩
崎
敏
夫
「
モ
リ
ノ
ヤ
マ
信
仰
の
考
察
」
東
北
学
院
大
論
集
（
歴
史
学
・
地
理

　
学
）
1
2
、
昭
5
7
。

⑳
戸
川
安
章
『
修
験
道
と
民
俗
』
岩
崎
美
衛
社
、
昭
4
7
。

⑳
　
大
友
義
助
『
新
庄
の
石
仏
－
路
傍
に
生
き
る
臼
蓋
の
信
仰
…
』
新
庄
市
教
育
委

　
員
会
、
昭
4
9
。

⑫
　
大
友
義
助
「
田
形
県
北
部
地
方
の
サ
ン
ゲ
サ
ン
ゲ
行
事
に
つ
い
て
」
日
本
昆
「
俗
…

　
学
8
8
、
昭
4
8
。

⑳
　
幽
形
市
高
瀬
地
区
連
合
老
友
会
編
『
霞
形
市
高
瀬
の
伝
承
－
見
た
り
聞
い
た
り
』

　
昭
5
3
。

⑭
　
松
坂
俊
夫
『
や
ま
が
た
文
学
風
土
誌
』
東
北
出
版
企
画
、
昭
5
0
、
に
よ
れ
ば
、

　
斎
藤
茂
吉
が
、
明
治
2
9
年
、
1
5
歳
の
時
の
湯
殿
山
参
詣
の
印
象
が
、
　
『
念
珠
集
』

　
に
「
初
詣
」
と
題
し
収
め
ら
れ
て
い
る
。

⑳
　
佐
野
賢
治
…
「
山
梧
儒
仰
の
重
層
性
一
羽
前
置
賜
地
｛
カ
「
高
い
山
」
行
事
の
周
辺

　
一
」
　
（
千
葉
徳
爾
編
『
日
本
民
俗
風
土
論
臨
弘
文
堂
、
昭
5
5
）
。

⑳
　
　
『
新
発
田
の
民
俗
下
』
昭
4
7
。

⑳
　
拙
稿
「
観
光
地
化
に
と
も
な
う
山
爵
宗
教
集
落
戸
隠
の
変
貌
」
人
文
地
理
3
3
－

　
5
、
鼻
口
6
。

　
　
　
H
R
u

⑱
　
灘
…
地
悦
一
一
…
郎
「
佐
渡
の
金
北
肉
参
り
と
羽
黒
山
参
り
」
日
本
民
俗
学
m
、
昭
5
3
。

⑳
　
今
瀬
文
也
「
茨
城
県
に
お
け
る
講
に
つ
い
て
の
　
考
察
」
茨
城
の
民
俗
1
1
、
昭

　
4
7
。

⑩
　
前
掲
第
三
章
註
⑨
参
照
。

⑪
　
前
掲
註
⑱
参
照
。

⑫
　
木
塚
治
雄
『
さ
し
ま
の
民
俗
』
器
書
房
、
昭
5
2
、
に
よ
れ
ば
、
猿
島
郡
境
町

　
に
、
左
の
銘
を
有
す
る
天
保
9
年
の
供
養
塔
が
存
在
す
る
。
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羽
黒
山

湯
殿
山

　
月
山

　西
四国坂
国秩東
　父

⑬
　
　
『
栃
木
県
民
俗
地
図
H
』
昭
5
4
、
の
調
査
原
票
（
栃
木
県
立
博
物
館
所
蔵
）
に

　
よ
る
。

⑭
　
　
『
栃
木
県
民
俗
地
図
1
』
昭
5
4
。

⑯
　
栃
木
県
神
縫
庁
編
『
栃
木
察
神
社
誌
』
昭
3
9
。
大
島
延
次
郎
「
羽
黒
神
社
の
林
ル

　
天
祭
」
下
野
史
学
5
、
昭
2
9
。

⑩
群
馬
県
教
育
委
員
会
編
『
千
代
田
村
の
民
俗
』
昭
4
7
。

⑰
　
大
島
久
男
「
湯
殿
由
月
山
羽
黒
山
道
中
記
扁
上
毛
史
学
8
、
昭
3
3
。

⑱
　
前
掲
註
②
参
照
。

⑳
　
大
島
延
次
郎
「
奥
三
山
参
詣
の
史
的
研
究
」
社
会
経
済
史
学
9
、
昭
1
4
。

⑳
　
前
掲
註
⑳
参
照
。

⑪
　
前
掲
註
③
参
照
。

＠
　
　
『
川
越
市
史
民
俗
蒲
柳
昭
4
3
。



愈
　
　
『
葛
飾
区
史
上
巻
』
昭
菊
。

⑭
　
比
留
間
尚
「
江
戸
の
開
帳
」
　
（
西
山
松
之
助
編
『
江
戸
町
人
の
研
究
2
』
吉
川

　
弘
文
館
、
昭
4
8
）

㊨
　
柳
川
啓
一
「
出
羽
三
画
信
仰
と
老
年
層
」
人
類
科
学
1
1
、
昭
3
4
。

　
　
お
よ
び
、
昭
和
5
5
年
・
の
筆
者
聞
き
と
り
に
よ
る
。

⑩
　
対
馬
郁
夫
「
下
総
地
方
の
出
羽
三
山
蝋
画
」
歴
史
手
帖
8
…
5
、
昭
5
5
。

　
　
同
「
安
房
地
方
の
鵬
羽
三
山
信
仰
」
歴
史
乎
帖
9
1
3
、
昭
5
6
。

⑰
　
菊
地
利
夫
「
「
七
里
ヶ
愚
輩
」
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
」
　
（
歴
史
地
理
学
会
編

　
『
文
化
圏
の
歴
史
地
理
』
古
今
書
院
、
昭
4
8
）
。

㊥
　
前
掲
註
①
の
柳
川
と
池
上
に
よ
れ
ば
、
石
碑
建
立
の
際
に
近
隣
の
閑
々
か
ら
み

　
こ
し
や
祝
儀
が
出
る
と
い
う
。

＠
　
前
掲
註
①
参
照
。

⑳
　
前
掲
識
①
参
照
。

⑪
　
前
掲
註
①
の
宮
本
論
文
参
照
。

㊥
　
岩
科
小
一
郎
『
山
の
民
俗
』
岩
崎
美
術
…
社
、
昭
4
3
。

⑩
　
醗
倉
捷
郎
門
上
総
木
更
津
の
出
羽
三
山
信
仰
」
あ
し
な
か
靭
、
昭
5
3
。

　
　
対
馬
郁
夫
「
出
羽
三
山
行
人
の
墓
鰯
と
葬
送
儀
礼
」
露
原
地
方
史
研
究
1
0
、
昭
5
5
。

⑭
　
前
掲
註
①
の
宮
本
論
文
参
照
。

⑳
森
操
「
明
治
初
年
に
お
け
る
出
羽
三
山
参
拝
記
録
」
上
総
市
原
1
、
昭
5
1
。

　
　
飯
白
和
子
「
出
羽
三
山
信
仰
と
ム
ラ
の
人
々
一
旧
湖
北
村
を
中
心
に
…
」
我
孫

　
子
市
史
研
究
6
、
昭
5
7
。

⑭
　
大
谷
忠
雄
「
鴨
居
の
三
山
講
と
葬
制
ω
・
ω
」
罠
俗
4
1
、
4
2
、
昭
3
5
。

五
　
出
羽
三
山
信
仰
圏
の
設
定

出羽三山儒仰圏の地理学的考察（岩鼻）

　
本
章
に
お
い
て
は
、
前
章
で
検
討
し
た
出
羽
三
山
信
仰
の
諸
事
例
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
指
標
に
よ
り
、
比
較
し
類
型
化
す
る
こ
と
か
ら

信
仰
圏
の
設
定
を
試
み
た
い
。

　
ま
ず
、
典
型
的
な
同
心
円
状
の
分
布
を
示
す
指
標
と
し
て
、
参
詣
者
の
年
齢
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
（
図
5
）
。
す
な
わ
ち
、
出
羽
三
山
周

辺
の
山
形
県
下
で
は
「
十
五
の
初
参
り
」
の
よ
う
な
、
著
者
の
成
人
儀
礼
と
し
て
の
参
詣
形
態
が
存
在
す
る
。
ま
た
、
隣
接
諸
県
で
は
戸
主
層

を
主
と
す
る
成
年
層
の
参
詣
が
中
心
と
な
る
。
さ
ら
に
、
岩
手
県
三
陸
地
方
や
新
潟
県
、
福
島
県
浜
通
り
地
方
、
関
東
地
方
に
お
い
て
は
、
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

羽
三
山
参
詣
は
一
生
に
一
度
は
行
く
も
の
と
さ
れ
、
高
齢
者
の
参
詣
が
主
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
出
羽
三
山
参
詣
に
は
多
額
の
諸
経
費
と
相
応

の
体
力
が
要
求
さ
れ
る
た
め
、
体
力
や
資
金
の
十
分
で
な
い
青
少
年
に
は
長
旅
は
困
難
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
距
離
が
遠
く
な
る
ほ
ど
参
詣

者
の
年
齢
が
上
昇
す
る
の
は
当
然
の
結
果
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
単
に
参
詣
者
の
年
齢
が
上
昇
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
村
落
に
存
在

し
た
年
齢
階
梯
制
に
対
応
し
た
形
で
、
出
羽
三
山
参
詣
は
イ
ニ
シ
ェ
1
シ
ョ
ン
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
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出羽三山信佛圏の地理学的考察（岩鼻）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
次
に
、
柳
川
が
提
起
し
た
郵
信
的
結
合
と
共
同
体
的
結
合
と
の
関
連
が
あ
げ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
「
十
五
の
初
参
り
」
は
男
子
が
十
五
歳
に

な
れ
ば
、
出
羽
三
山
へ
の
参
詣
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
通
過
儀
礼
の
形
態
を
と
り
、
講
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
き
わ
め
て
共
同
体
的
結

合
の
強
い
信
仰
形
態
で
あ
り
、
い
わ
ば
社
会
的
強
制
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
、
任
意
加
入
の
代
参
講
、
す
な
わ
ち
、
い
く
ぼ
く
か
の
繋
金
を
掛
け
て
毎
年
講
員
の
う
ち
の
数
人
を
選
ん
で
代
参
さ
せ
、
全
員

が
参
詣
を
果
た
す
と
講
を
解
散
し
再
編
成
す
る
と
い
う
信
仰
形
態
に
お
い
て
は
同
齢
的
結
合
が
強
ま
る
。
た
だ
し
、
講
の
集
会
と
村
の
政
治
経

済
的
な
会
合
と
が
結
び
つ
い
た
場
合
に
は
共
同
体
的
結
合
が
強
ま
る
。
ま
た
、
任
意
加
入
の
代
参
講
で
も
、
多
く
の
場
合
は
家
単
位
の
加
入
と

な
る
た
め
、
留
守
中
の
精
進
な
ど
に
は
共
同
体
的
結
合
も
み
ら
れ
る
。

　
一
方
、
同
行
仲
間
型
の
講
、
要
す
る
に
出
羽
三
山
に
参
詣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
講
員
の
資
格
が
得
ら
れ
る
と
い
う
信
仰
形
態
の
場
合
は
、
最

も
同
信
的
結
合
が
強
い
と
い
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
こ
れ
ら
の
信
仰
形
態
の
分
布
は
ミ
ク
ロ
に
み
れ
ば
、
柳
川
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
山
形
県
下
に
お
い
て
も
多
様
な
展
開
が
み
ら
れ
る
が
、
マ

ク
窟
に
み
れ
ば
、
同
心
円
状
の
分
布
を
示
す
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
出
羽
三
山
の
周
辺
に
は
共
同
体
的
結
合
の
強
い
信
仰
が
存
在
し
、
近
隣

諸
県
に
は
中
間
的
な
代
参
講
型
の
信
仰
、
遠
隔
地
に
は
同
信
的
結
合
の
強
い
同
行
仲
画
風
の
講
の
信
仰
が
存
在
す
る
。

　
ま
た
、
出
羽
三
山
か
ら
の
距
離
関
係
で
把
握
で
き
る
指
標
と
し
て
、
出
羽
三
山
か
ら
勧
請
し
た
分
霊
の
分
布
が
あ
げ
ら
れ
る
。
青
森
県
三
戸

郡
の
月
山
参
り
や
、
福
島
県
の
信
夫
三
山
参
り
、
新
潟
県
の
重
宝
寺
参
り
、
栃
木
熈
河
内
郡
の
羽
黒
山
神
社
参
り
な
ど
は
、
時
間
的
資
金
的
に

出
羽
三
山
参
詣
が
困
難
な
場
合
に
、
勧
請
し
た
近
在
の
分
霊
に
参
詣
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
各
指
標
か
ら
、
同
心
円
的
な
信
仰
圏
を
設
定
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
ま
ず
、
青
少
年
層
の
出
羽
三
山
三
拝
が
み
ら
れ
、
共
同
体

的
結
合
の
強
い
信
仰
形
態
が
み
ら
れ
る
山
形
県
下
（
出
羽
三
山
か
ら
半
径
五
十
㎞
以
内
）
を
第
一
次
信
仰
圏
に
措
定
し
う
る
。

　
次
に
、
戸
主
層
を
主
と
す
る
成
年
層
の
参
詣
が
中
心
で
、
代
参
講
形
式
の
信
仰
形
態
が
み
ら
れ
る
圏
域
（
半
径
五
十
～
百
五
十
㎞
）
を
第
二
次
信

仰
圏
に
措
定
し
う
る
。
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さ
ら
に
、
老
年
層
の
参
詣
が
主
と
な
り
、
同
行
仲
間
型
の
講
の
信
仰
形
態
が
み
ら
れ
る
圏
域
（
半
径
百
五
十
～
三
百
五
十
㎞
）
を
第
三
次
信
仰
圏

に
措
定
し
う
る
。

　
ま
た
、
出
羽
三
山
か
ら
勧
請
し
た
分
霊
に
対
す
る
信
仰
の
分
布
は
第
二
次
信
仰
圏
と
第
三
次
信
仰
圏
の
境
界
領
域
に
多
く
が
存
在
す
る
。
す

な
わ
ち
、
毎
年
代
参
老
を
送
る
こ
と
が
困
難
な
距
離
の
場
合
に
、
分
霊
へ
の
参
詣
が
行
な
わ
れ
る
と
い
え
よ
う
。

　
一
方
、
第
三
次
信
仰
圏
の
外
側
か
ら
も
、
時
に
出
羽
三
山
の
名
声
を
伝
え
聞
い
た
参
詣
者
が
訪
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
手
向
で
は
、
こ
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

な
参
詣
者
を
「
遠
国
」
と
称
し
、
何
ら
か
の
結
縁
の
あ
る
宿
坊
に
そ
の
処
遇
を
ゆ
だ
ね
た
。
し
か
し
、
そ
の
人
数
は
ご
く
少
数
で
あ
り
、
あ
え

て
こ
れ
ら
未
組
織
の
参
詣
者
を
対
象
に
信
仰
圏
を
設
定
す
る
必
要
も
な
く
、
単
に
圏
外
と
み
な
せ
ぼ
よ
か
ろ
う
。
ま
た
、
現
代
の
観
光
客
も
信

仰
圏
外
か
ら
、
多
く
出
羽
三
山
を
訪
れ
る
が
、
信
仰
心
の
乏
し
い
観
光
客
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
圏
外
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
上
、
第
一
次
～
第
三
次
に
わ
た
る
出
羽
三
山
信
仰
圏
を
設
定
し
た
が
、
前
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
各
地
に
お
け
る
信
仰
受
容
の
基
盤
の

差
異
や
、
山
岳
宗
教
集
落
の
布
教
の
方
向
性
等
々
に
よ
り
、
同
一
の
信
仰
圏
内
に
も
信
仰
形
態
の
地
域
差
が
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
さ
ら

に
信
仰
圏
内
に
お
け
る
地
域
類
型
を
求
め
る
試
み
を
続
け
た
い
。

　
ま
ず
、
第
一
次
信
仰
圏
に
お
い
て
は
、
最
上
、
村
山
、
置
賜
地
方
に
は
「
十
五
の
初
参
り
」
や
八
日
講
の
よ
う
な
共
通
す
る
信
仰
形
態
が
み

ら
れ
、
同
一
類
型
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
庄
内
地
方
で
は
「
十
五
の
初
参
り
」
は
み
ら
れ
ず
、
羽
黒
山
の
祭
礼
に
若
衆
が
参
加

す
る
形
を
と
る
。
ま
た
、
内
陸
部
に
は
み
ら
れ
な
い
女
人
講
も
存
在
す
る
た
め
、
別
の
地
域
類
型
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
第
一
次
信
仰
圏
内
に
は
二
つ
の
地
域
類
型
が
存
在
す
る
。

　
次
に
、
第
二
次
信
仰
圏
内
に
お
い
て
は
、
ま
ず
「
最
上
詣
り
」
と
い
う
独
特
の
儒
仰
形
態
を
示
す
岩
手
県
、
宮
城
県
北
部
が
ひ
と
つ
の
類
型

と
な
る
。
ま
た
、
女
人
講
の
盛
ん
な
日
本
海
側
の
秋
田
県
南
部
と
新
潟
県
北
部
が
別
の
類
型
と
な
る
。
残
る
宮
城
県
南
部
と
福
島
県
が
も
う
ひ

と
つ
の
類
型
と
な
る
。

　
最
後
に
、
第
三
次
信
仰
圏
内
に
お
い
て
、
ま
ず
同
行
仲
間
型
の
講
が
存
在
す
る
青
森
県
南
部
地
方
が
ひ
と
つ
の
類
型
と
な
る
。
次
に
信
仰
の
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希
薄
な
地
域
類
型
と
し
て
、
青
森
県
津
軽
・
下
北
地
方
、
秋
照
県
北
部
、
菓
京
都
、
埼
玉
県
、
長
野
県
、
新
潟
県
南
部
が
一
括
さ
れ
る
。
さ
ら

に
回
国
巡
礼
的
出
羽
三
山
参
詣
の
み
ら
れ
る
北
関
東
が
別
の
類
型
と
な
り
、
講
が
葬
送
集
団
と
も
な
る
千
葉
県
と
神
奈
川
県
が
も
う
ひ
と
つ
の

類
型
と
な
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
出
羽
三
山
の
信
仰
圏
は
第
一
次
～
第
三
次
に
わ
た
る
圏
域
が
設
定
さ
れ
、
さ
ら
に
各
圏
域
内
に
い
く
つ
か
の
地
域
類
型
が

設
定
さ
れ
る
。

　
①
　
宮
本
常
一
『
野
田
泉
光
院
－
旅
人
た
ち
の
歴
史
1
1
』
乗
来
社
、
昭
5
5
、
に
よ
　
　
　
　
　
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
　
れ
ば
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
山
岳
登
拝
に
多
額
の
費
飛
が
必
要
と
さ
れ
た
が
、
　
　
　
　
②
　
前
掲
第
四
章
註
①
参
照
。

　
　
そ
の
中
で
も
出
羽
三
山
は
と
り
わ
け
高
額
の
参
詣
費
用
を
要
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
　
　
⑧
前
掲
第
四
章
註
①
参
照
。

　
　
れ
て
い
る
。
ま
た
、
前
掲
第
四
章
註
⑦
に
お
い
て
も
、
参
詣
費
用
に
関
す
る
考
察
　
　
　
　
④
　
前
掲
第
三
章
註
⑪
参
照
。

出羽三山信仰圏の地理学的考察（岩鼻）

六
　
お
　
わ
　
り
　
に

　
前
章
で
出
羽
三
山
の
信
仰
圏
を
設
定
し
た
が
、
最
後
に
、
こ
の
よ
う
な
孝
心
円
的
構
造
が
存
在
す
る
理
由
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
そ
こ
で
ま
ず
、
牧
の
提
示
し
た
山
岳
の
序
列
概
念
に
関
し
て
検
討
し
た
い
。
牧
は
、
人
々
が
山
に
対
し
て
、
自
分
の
持
ち
山
（
山
林
）
↓
部
落

の
山
（
共
有
林
）
↓
地
域
の
山
↓
地
方
の
山
↓
目
本
の
名
山
と
い
う
序
列
意
識
を
持
っ
て
い
る
と
し
、
山
岳
信
仰
を
論
ず
る
場
合
、
そ
の
山
岳
を

人
々
が
ど
の
よ
う
な
序
列
に
お
い
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
い
い
か
え
れ
ば
山
岳
に
対
す
る
空
間
認
識
の
問
題
で
あ
る
と
い
え
る
。
自
己
の
生
活
空
間
か
ら
の
距
離
に
応
じ
て
、
山
岳
に

対
す
る
認
識
は
変
化
す
る
。
す
な
わ
ち
、
山
岳
宗
教
が
、
そ
の
山
頭
を
中
心
と
す
る
同
心
円
的
信
仰
圏
を
有
す
る
の
と
同
様
に
、
信
仰
を
受
容

す
る
村
落
の
側
に
お
い
て
も
、
村
落
を
中
心
と
し
て
、
同
心
円
的
な
山
岳
に
対
す
る
空
間
認
識
が
存
在
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
村
落
の
近

辺
の
山
岳
は
成
人
儀
礼
に
登
拝
す
る
山
と
し
て
認
識
さ
れ
、
遠
隔
地
の
山
岳
は
一
生
に
　
度
は
参
詣
す
べ
き
山
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
た
と
え
ば
、
タ
ー
ナ
ー
の
い
う
巡
礼
地
の
周
辺
性
に
関
し
て
も
、
彼
が
主
張
す
る
よ
う
に
巡
礼
地
自
体
の
立
地
が
周
辺
的
で
あ
る
と
み
る
よ
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り
は
、
む
し
ろ
参
詣
者
の
自
己
中
心
的
な
生
活
空
間
か
ら
み
て
、
巡
礼
地
が
周
辺
性
を
有
し
て
い
る
と
考
え
る
ほ
う
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
た

が
っ
て
、
周
辺
性
の
強
い
遠
距
離
参
詣
ほ
ど
、
参
詣
体
験
者
は
村
落
に
お
い
て
よ
り
高
い
地
位
に
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
村
落
に
お
い
て
信
仰
を
受
容
す
る
人
々
の
空
間
認
識
と
し
て
の
信
仰
圏
の
存
在
が
想
定
さ
れ
る
。
山
岳
宗
教
集
落
の
御
師
の

布
教
が
一
定
で
あ
っ
て
も
、
出
羽
三
山
か
ら
の
距
離
に
応
じ
て
、
村
落
に
お
い
て
信
仰
を
受
容
す
る
人
々
の
出
羽
三
山
に
対
す
る
認
識
が
変
化

し
、
そ
れ
に
対
応
し
て
出
羽
三
山
の
儒
深
碧
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
山
岳
を
中
心
と
す
る
信
仰
圏
と
村
落
を
中
心
と
す

る
信
仰
圏
と
は
互
い
に
対
応
し
な
が
ら
成
立
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
た
だ
し
、
本
稿
に
お
い
て
は
各
地
に
お
け
る
出
羽
三
山
信
仰
の
諸
形
態
の
比
較
が
中
心
で
あ
っ
た
た
め
、
個
々
の
村
落
を
中
心
と
す
る
信
仰

圏
の
中
に
お
け
る
出
羽
三
山
信
仰
の
位
置
づ
け
に
関
し
て
は
考
察
が
不
十
分
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
で
あ
り
、
イ
ン
テ

ン
シ
ブ
な
村
落
調
査
を
行
な
っ
て
、
個
々
の
村
落
を
中
心
と
す
る
信
仰
圏
の
中
に
出
羽
三
山
を
位
置
づ
け
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
村
落
を
中
心
と
す
る
信
仰
圏
の
調
査
研
究
を
重
ね
て
い
く
こ
と
か
ら
、
山
岳
宗
教
相
互
間
の
階
層
的
な
分
布
構
造
が
明
ら
か
に

な
っ
て
く
る
。
こ
の
面
に
お
い
て
、
従
来
、
商
業
地
理
学
や
交
通
地
理
学
で
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
中
心
地
理
論
と
の
接
点
が
求
め
ら
れ
る
と

い
え
よ
う
。

①
前
掲
第
二
章
註
⑥
参
照
。

②
　
ヴ
ィ
ク
タ
…
・
タ
ー
ナ
ー
、
梶
原
景
昭
訳
『
｛
象
徴
と
社
・
会
』
紀
伊
國
麗
磐
店
、

昭
5
6
。
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【
付
記
】

　
小
稿
は
、
昭
和
五
十
七
年
四
月
の
人
文
地
理
学
会
第
百
四
十
四
回
例
会
に
お
い
て
発
表
し
た
内
容
を
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
現
地
調
査
の
際
お
よ
び

発
表
の
折
に
御
教
示
い
た
だ
い
た
諸
先
生
に
深
謝
い
た
し
ま
す
。

（
虜
形
大
学
教
養
部
講
師



and　fully　utllized．

On　the　sphere　of　religion　in．Dewa－sanxan出羽三山

　　　　　　　from　the　geographical　point　of　view

by

Michiaki　lwahana

　　The　religion　in　Dawa－sanzan　is　spread　in　all　eastern　parts　of　Japan，

where　exist　stone　monuments，　branches　of曲rines　and　Sanleei・ko参詣講

（religious　associations　’for　pilgrimage）．　This　article，　which　follows　the

former　one　about　communities　of　rnountalnous　religion　in　case　of　De－

wa－sanzan　and　its　sphere，　shows　the　geographical　structure　by　collecting

exarnp！es　of　the　rellgion　in　Dewa－sanzan　among　the　local　histories，　folk

materials，　maps　and　on－the－spot　investigatlon，　ond　finding　some　types．

When　the　religious　forms　in　each　place　are　compared，　the　threefold

sphere　can　be　set　up　as　a　main　mark．　lt　comes　clear　that　the　structure

of　the　religlon　in　Dewasanzan　takes　the　form　of　concentric　circles．

Furtherinore，　within　each　sphere　some　regional　types　can　be　seen　from

the　examination　of　the　local　differences　of　t13e　rellgious　forms．

（738）




