
① 

今
、
本
地
ヶ
原
に
あ
る
歴
史 

 
今
、
本
地
っ
子
は
、
本
地
ヶ
原
で
生
活
し
て
い
ま
す
。

た
く
さ
ん
の
住
宅
が
あ
り
、
広
い
道
路
に
は
店
が
並
び
、

自
動
車
が
ひ
っ
き
り
な
し
に
走
っ
て
い
る
本
地
ヶ
原
。 

し
か
し
、
ほ
ん
の
百
年
前
、
本
地
ヶ
原
に
は
、
住
宅
も
、

店
も
、
自
動
車
も
、
何
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

百
年
前
、
本
地
ヶ
原
は
荒
れ
地
で
、
住
む
人
も
少
な
く
、

キ
ツ
ネ
や
タ
ヌ
キ
が
走
り
回
っ
て
い
た
の
で
す
。 

６
年
生
の
社
会
科
で
は
、
歴
史
を
学
習
し
ま
す
。 

今
、
わ
た
し
た
ち
が
生
き
て
い
る
こ
の
日
本
の
社
会
は
、

ど
の
よ
う
に
し
て
で
き
た
か
、
そ
の
う
つ
り
か
わ
り
を

学
習
し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
自
然
に
変
わ
っ
て

来
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
が
変
え
て
き
た
の
で
す
。 

わ
た
し
た
ち
の
ご
先
祖
様
が
、
ど
ん
な
願
い
を
も
っ
て
、

こ
の
国
を
変
え
て
き
た
の
か
、
歴
史
の
学
習
を
通
し
て
、 

そ
の
思
い
を
想
像
し
て
感
じ
ま
し
ょ
う
。
そ
の
思
い
が

今
の
日
本
を
、
本
地
ヶ
原
を
つ
く
っ
た
の
で
す
。 



 
② 

歴
史
の
旅
に
出
よ
う 

過
去
の
世
界
は
別
世
界
、
あ
る
意
味
、
異
世
界
で
す
。 

今
あ
る
も
の
が
な
く
、
今
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。 

歴
史
を
学
ぶ
こ
と
は
、
旅
を
す
る
よ
う
な
も
の
で
す
。 

観
光
す
る
よ
う
に
、
今
と
は
違
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代

の
お
も
し
ろ
さ
を
、
見
つ
け
ら
れ
る
と
よ
い
で
す
。 

も
し
、
自
分
が
そ
の
時
代
に
生
き
て
い
た
ら
と
、
想
像

す
る
と
楽
し
い
で
す
ね
。 

そ
の
時
代
で
、
見
た
い
も
の
、
や
り
た
い
こ
と
は
、
何

で
し
ょ
う
。
も
し
、
歴
史
上
の
人
物
に
出
会
え
た
ら
、

ど
ん
な
こ
と
を
話
し
ま
す
か
。 

秋
に
は
実
際
に
修
学
旅
行
で
奈
良
・
京
都
に
行
き
ま
す

が
、
ま
ず
は
本
の
中
、
心
の
中
で
旅
を
し
ま
し
ょ
う
。 

ま
た
、
本
地
ヶ
原
の
い
ろ
い
ろ
な
場
所
に
立
ち
、 

「
こ
こ
は
昔
、
ど
ん
な
様
子
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
」 

と
想
像
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
こ
に
生
き
た
本
地
ヶ
原

の
人
々
の
姿
を
想
像
し
て
み
ま
し
ょ
う
。 



③ 

人
が
い
な
い
本
地
ヶ
原 

昔
、
昔
、
大
昔
、
本
地
ヶ
原
に
は
、
ま
だ
人
が
い
な
い

時
代
が
あ
り
ま
し
た
。 

日
本
各
地
に
は
、
何
万
年
も
前
か
ら
人
が
い
た
場
所
が

あ
り
、
石
器
な
ど
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。 

し
か
し
、
本
地
ヶ
原
で
は
、
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。 

人
が
い
な
い
本
地
ヶ
原
を
想
像
し
て
み
ま
し
ょ
う
。 

家
も
、
店
も
、
道
路
も
、
田
畑
も
あ
り
ま
せ
ん
。 

あ
る
の
は
た
だ
森
や
野
原
だ
け
。
地
平
線
ま
で
見
渡
す

こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
こ
を
動
物
た
ち
が
走
り
ま
わ
り
、

そ
の
上
空
に
は
鳥
や
虫
た
ち
が
飛
ん
で
い
ま
す
。 

そ
し
て
、
の
ち
に
矢
田
川
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
、

名
も
な
き
川
が
、
今
と
同
じ
よ
う
に
流
れ
て
い
ま
す
。 

夜
に
な
れ
ば
、
地
上
は
真
っ
暗
に
な
り
、
夜
空
に
は
、

月
や
星
が
輝
き
、
今
以
上
に
明
る
く
見
え
ま
す
。 

今
と
く
ら
べ
れ
ば
、
と
て
も
と
て
も
静
か
な
世
界
で
す
。 

そ
ん
な
世
界
が
何
十
万
年
、
何
百
万
年
と
続
き
ま
し
た
。 



 
④ 

縄
文
時
代
の
本
地
ヶ
原 

日
本
各
地
で
、
縄
目
模
様
の
つ
い
た
土
器
、
縄
文
土
器

が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

尾
張
旭
か
ら
は
、
発
見
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。 

ま
だ
人
が
住
む
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。 

し
か
し
、
本
地
ヶ
原
を
通
り
過
ぎ
た
縄
文
人
は
い
た
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。 

狩
り
を
し
て
く
ら
し
て
い
た
人
々
は
、
え
も
の
を
も
と

め
て
移
動
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。 

人
も
動
物
も
生
き
る
た
め
に
は
水
が
必
要
で
す
。 

川
の
近
く
に
は
多
く
の
動
物
が
い
た
で
し
ょ
う
。 

南
の
方
か
ら
移
動
し
て
来
た
縄
文
人
が
、
本
地
ヶ
原
の

丘
か
ら
、
矢
田
川
を
見
つ
け
、
大
喜
び
し
た
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
え
も
の
を
か
り
、
矢
田
川
の
水
で

の
ど
を
う
る
お
し
て
、
立
ち
去
っ
て
い
っ
た
。
そ
ん
な

場
面
が
、
幾
度
と
な
く
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

や
が
て
、
こ
の
近
く
に
住
む
人
が
あ
ら
わ
れ
る
の
で
す
。



⑤ 

最
初
の
人
々 

長
坂
町
か
ら
古
い
石
器
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。 

石
で
つ
く
ら
れ
た
矢
じ
り
や
ナ
イ
フ
で
す
。 

近
く
か
ら
縄
文
時
代
と
弥
生
時
代
が
ま
じ
わ
る
時
点

の
土
器
が
見
つ
か
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、 

縄
文
時
代
の
終
わ
り
頃
の
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

住
居
の
あ
と
は
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、 

尾
張
旭
で
最
初
に
人
が
住
ん
だ
の
は
、
こ
の
あ
た
り
と

考
え
ら
れ
ま
す
。 

本
地
ヶ
原
に
最
初
に
住
ん
だ
人
々
は
矢
田
川
の
近
く

で
、
弓
矢
や
、
や
り
を
使
っ
て
、
か
り
を
し
な
が
ら
、 

生
活
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。 

長
坂
の
あ
た
り
は
、
今
で
も
景
色
が
よ
い
と
こ
ろ
で
す
。 

冬
か
ら
春
に
か
け
て
、
天
気
の
よ
い
日
は
、
遠
く
御
岳

や
白
山
が
白
銀
に
輝
く
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

尾
張
旭
に
最
初
に
住
ん
だ
人
々
が
長
坂
を
選
ん
だ
の

は
、
そ
ん
な
理
由
も
あ
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 



⑥ 

長
坂
の
む
ら 

ラ
ポ
ー
ル
旭
の
東
に
、
長
坂
遺
跡
が
あ
り
ま
す
。 

長
坂
遺
跡
は
、
今
か
ら
千
九
百
年
前
の
住
居
あ
と
で
す
。 

た
て
あ
な
住
居
の
あ
と
が
二
十
二
け
ん
、
見
つ
か
っ
て

い
ま
す
。
近
く
か
ら
、
つ
ぼ
や
か
め
な
ど
の
弥
生
土
器

が
見
つ
か
っ
て
い
て
、
三
十
け
ん
く
ら
い
住
居
が
あ
り
、

百
人
以
上
の
人
が
住
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

昔
も
今
も
、
こ
こ
は
多
く
の
人
が
住
む
場
所
で
す
。 

田
は
今
も
そ
う
で
す
が
、
矢
田
川
の
北
側
に
広
が
っ
て

い
た
よ
う
で
す
。
で
は
、
な
ぜ
、
む
ら
は
小
高
い
丘
の

上
に
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。 

矢
田
川
が
洪
水
を
起
こ
す
か
ら
で
し
ょ
う
か
。
敵
か
ら

む
ら
を
守
る
た
め
で
し
ょ
う
か
。
丘
か
ら
は
、
ま
わ
り

を
見
渡
す
こ
と
が
で
き
、
敵
が
来
て
も
す
ぐ
に
わ
か
り
、

攻
め
ら
れ
た
時
に
守
り
や
す
い
で
す
。 

戦
い
を
指
揮
す
る
首
長
も
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。 

や
が
て
、
こ
の
地
に
、
古
墳
が
つ
く
ら
れ
ま
す
。 



 
⑦ 

米
作
り
が
始
ま
る 

矢
田
川
の
北
側
は
、
水
が
豊
富
に
あ
る
平
地
で
、
今
も

米
作
り
が
行
わ
れ
て
る
場
所
で
す
。
長
坂
に
住
む
人
々

は
、
川
の
北
側
で
米
作
り
を
し
て
い
ま
し
た
。 

食
べ
も
の
を
か
り
に
た
よ
っ
て
い
た
こ
ろ
は
、
え
も
の

が
と
れ
な
い
と
食
べ
も
の
に
こ
ま
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

米
は
保
存
が
き
き
、
生
活
が
安
定
し
ま
し
た
。
食
べ
る

も
の
に
苦
労
し
な
い
生
活
は
、
人
々
に
と
っ
て
大
き
な

夢
で
し
た
。
そ
の
夢
を
か
な
え
た
も
の
が
、
米
で
し
た
。 

日
本
人
に
と
っ
て
、
秋
に
稲
穂
が
実
る
風
景
は
、
本
当

に
幸
せ
を
感
じ
る
も
の
で
す
。 

実
り
に
感
謝
す
る
祭
り
も
、

行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
祭
り

は
、
今
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。 

（
ス
カ
イ
ワ
ー
ド
あ
さ
ひ 

３
階 

歴
史
民
俗
フ
ロ
ア
に
、 

「
長
坂
遺
跡
」
の
展
示
が
あ
り
ま
す
。） 

   



⑧ 

む
ら
か
ら
く
に
へ 

米
作
り
が
始
ま
る
と
、
む
ら
の
指
導
者
は
、
強
い
力
を

も
っ
て
、
む
ら
を
支
配
す
る
豪
族
に
な
っ
て
い
き
ま
し

た
。
豪
族
の
中
に
は
、
ま
わ
り
の
む
ら
を
し
た
が
え
て

く
に
を
つ
く
り
、
王
と
よ
ば
れ
る
人
も
現
れ
ま
し
た
。 

３
世
紀
に
で
き
た
く
に
の
一
つ
が
有
名
な
邪
馬
台
国

で
、
女
王
卑
弥
呼
が
治
め
ま
し
た
。 

ま
た
、
４
世
紀
に
は
、
大
和
地
方
（
奈
良
県
）
の
豪
族

た
ち
が
ま
と
ま
っ
て
、
大
和
朝
廷
を
つ
く
り
、
領
地
を

東
西
に
広
げ
ま
し
た
。
５
世
紀
に
は
、
長
坂
の
む
ら
も

大
和
朝
廷
に
し
た
が
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

そ
れ
が
戦
い
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
話
し
合
い
に
よ
る

も
の
な
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
大
和
朝
廷
が
領
地
を

広
げ
る
の
に
活
躍
し
た
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
伝
説
が
あ

り
ま
す
。
東
国
へ
行
く
途
中
に
、
本
地
ヶ
原
を
通
っ
た

と
い
う
話
は
、
残
念
な
が
ら
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。 

 



⑨ 

白
山
第
一
号
墳 

長
坂
遺
跡
公
園
に
あ
る
白
山
第
一
号
墳
は
、
古
墳
時
代

中
期
の
も
の
で
、
尾
張
旭
で
一
番
古
い
古
墳
で
す
。 

弥
生
時
代
の
長
坂
遺
跡
の
す
ぐ
近
く
に
あ
り
ま
す
。 

こ
の
古
墳
が
あ
る
の
は
、
丘
の
一
番
高
い
と
こ
ろ
で
、 

水
田
で
働
く
村
人
を
見
守
る
場
所
に
あ
り
ま
す
。 

で
き
た
当
時
は
、
丘
の
下
、
矢
田
川
の
北
側
に
広
が
る

水
田
か
ら
、
よ
く
見
え
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

古
墳
を
作
っ
た
頃
、
長
坂
の
む
ら
は
、
別
の
場
所
に
、

移
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。 

こ
の
古
墳
か
ら
は
鉄
剣
が
２
つ
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。 

鉄
剣
は
、
ど
こ
か
ら
手
に
入
れ
た
の
で
し
ょ
う
。 

大
和
朝
廷
か
ら
手
に
入
れ
た
、
ま
た
は
、
大
和
朝
廷
か

ら
も
ら
っ
た
人
か
ら
、
さ
ら
に
別
の
人
に
ゆ
ず
ら
れ
、

人
づ
て
に
、
手
に
入
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

そ
れ
と
も
、
別
の
力
を
持
っ
た
豪
族
か
ら
で
し
ょ
う
か
。 

い
ろ
い
ろ
と
想
像
が
広
が
り
ま
す
。 



 
⑩ 

天
狗
岩
古
墳 

白
山
第
一
号
墳
の
横
に
天
狗
岩
古
墳
が
あ
り
ま
す
。 

実
際
は
も
う
少
し
東
の
方
に
あ
っ
た
も
の
を
、
こ
こ
に

移
し
て
き
た
も
の
で
す
。 

天
狗
岩
古
墳
と
は
、
お
も
し
ろ
い
名
前
で
す
ね
。 

な
ぜ
、
そ
う
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

昔
、
長
坂
の
丘
に
「
天
狗
の
か
か
と
岩
」
と
よ
ば
れ
る

大
き
な
岩
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
中
央
に
は
、
小
さ
な

く
ぼ
み
が
あ
り
、
そ
れ
は
、
天
狗
が
こ
の
岩
を
踏
み
台

に
、
猿
投
山
ま
で
跳
ん
で
い
っ
た
あ
と
だ
と
い
う
伝
説

が
あ
り
ま
し
た
。
の
ち
に
、
そ
の
岩
が
古
墳
の
天
井
石

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
そ
の
古
墳

に
天
狗
岩
古
墳
と
い
う
名
前
が
つ
い
た
の
で
す
。
そ
の

岩
は
今
、
本
地
ヶ
原
神
社
に
ま
つ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

も
し
か
し
た
ら
、
古
墳
を
守
る
た
め
に
、
天
狗
の
伝
説

が
生
ま
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 



⑪ 

岩
の
ド
ー
ム
と
天
狗
の
か
か
と
岩 

イ
ス
ラ
エ
ル
の
首
都
エ
ル
サ
レ
ム
に

岩
の
ド
ー
ム
と
よ
ば
れ
る
イ
ス
ラ
ム

教
の
建
物
が
あ
り
ま
す
。 

こ
の
建
物
の
中
に
は
、
巨
大
な
岩
が

あ
り
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
開
祖
ム
ハ
ン

マ
ド
が
そ
の
岩
か
ら
天
馬
に
の
っ
て
、

天
国
へ
の
ぼ
り
、
ア
ッ
ラ
ー
フ
の
神

に
会
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

岩
か
ら
空
を
飛
び
、
そ
の
岩
が
ま
つ

ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
天
狗
の
か

か
と
岩
の
伝
説
に
少
し
似
て
い
る
と

思
い
ま
せ
ん
か
。 

ほ
か
に
も
、
世
界
各
地
に
聖
な
る
岩

の
伝
説
が
あ
り
ま
す
が
、
本
地
ヶ
原

に
も
、
そ
ん
な
伝
説
が
残
っ
て
い
る

の
は
、
す
ご
い
で
す
ね
。 



⑫ 

律
令
制
度
の
下
で 

飛
鳥
時
代
に
は
、
律
令
が
さ
だ
め
ら
れ
、
日
本
の
国
の

し
く
み
が
整
え
ら
れ
ま
し
た
。 

本
地
ヶ
原
は
、
尾
張
国
山
田
郡
に
入
り
ま
し
た
。 

山
田
郡
は
、
今
の
瀬
戸
・
尾
張
旭
・
長
久
手
・
日
清
・

名
古
屋
市
東
部
に
あ
た
り
ま
す
。 

尾
張
旭
に
は
、
印
場
・
稲
葉
・
新
居
な
ど
の
村
が
あ
り

ま
し
た
。 

山
田
郡
は
、
天
武
天
皇
が
行
っ
た
収
穫
祭
で
、
神
様
に

備
え
る
稲
を
お
さ
め
る
郡
に
選
ば
れ
ま
し
た
。 

印
場
の
渋
川
神
社
に
、
そ
の
石
碑
が
立
っ
て
い
ま
す
。 

天
皇
と
の
つ
な
が
り
が
あ
り
、
聖
徳
太
子
の
こ
と
や
、

大
化
の
改
新
の
こ
と
、
壬
申
の
乱
の
こ
と
、
平
城
京
や

大
仏
の
こ
と
も
、
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。 

ま
た
、
重
い
税
に
苦
し
ん
だ
人
も
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。 

  



⑬ 

白
山
神
社
の
は
な
し 

本
地
ヶ
原
神
社
の
鳥
居
の

前
に
、「
元
白
山
神
社
」
と

き
ざ
ま
れ
た
石
ひ
が
あ
り

ま
す
。 

白
山
神
社
は
、
聖
な
る
山
、
白
山
と
よ
ば
れ
て
い
た
、

長
坂
の
丘
に
、
奈
良
時
代
に
創
建
さ
れ
ま
し
た
。 

白
山
信
仰
が
も
と
と
な
る
雨
ご
い
の
神
様
と
し
て
、 

ま
た
、
祖
先
を
ま
つ
る
神
社
と
し
て
、
村
人
に
大
切
に

ま
つ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
神
社
は
、
荒
れ
て

し
ま
い
ま
し
た
が
、
江
戸
時
代
（
一
六
六
五
年
）
に
、

再
建
さ
れ
ま
し
た
。 

明
治
時
代
（
一
九
一
一
年
）
に
、
こ
こ
が
陸
軍
演
習
場

に
な
り
、
稲
葉
の
一
之
御
前
神
社
と
一
つ
に
し
ま
し
た
。

そ
の
時
建
て
ら
れ
た
石
ひ
が
、
平
成
元
年
に
発
見
さ
れ
、

今
は
本
地
ヶ
原
神
社
に
あ
り
ま
す
。 

道
ば
た
の
石
ひ
に
、
長
い
歴
史
が
か
く
さ
れ
て
い
ま
す
。 



⑭ 

学
問
の
神
様 

北
野
天
満
宮 

本
地
ヶ
原
神
社
に
は
、
他
に
３
つ

の
神
社
を
ま
つ
っ
て
い
ま
す
。 

そ
の
一
つ
が
北
野
天
満
宮
で
、 

平
安
時
代
の
貴
族
、
菅
原
道
真
を
ま
つ
っ
て
い
ま
す
。 

遣
唐
使
の
中
止
を
進
言
し
、
国
風
文
化
が
栄
え
る 

き
っ
か
け
を
つ
く
っ
た
人
で
す
。
し
か
し
、
藤
原
氏
と

対
立
し
て
、
九
州
に
と
ば
さ
れ
、
都
に
帰
る
こ
と
な
く
、

な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
都
で
は
天
皇
の
御
殿
が

焼
け
る
な
ど
、
よ
く
な
い
こ
と
が
続
き
、
菅
原
道
真
の

た
た
り
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
神
様
と
し
て
、

ま
つ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
天
神
さ
ま
と
よ
ば

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
大
変
頭
の
よ
い
人
だ
っ
た
の
で
、

学
問
の
神
様
と
し
て
人
気
が
あ
り
、
全
国
に
た
く
さ
ん

の
北
野
天
満
宮
が
あ
り
ま
す
。 

本
地
っ
子
が
勉
強
が
で
き
る
よ
う
に
と
い
う
願
い
を

こ
め
て
、
こ
こ
に
ま
つ
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 



 
⑮ 

本
地
ヶ
原
神
社 

牛
と
梅
の
謎 

本
地
ヶ
原
神
社
に
は
、
牛
の
像
が
あ
り
、
そ
の
横
に
、

梅
の
木
が
植
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

こ
れ
は
菅
原
道
真
と
の
関
係
で
す
。 

菅
原
道
真
が
九
州
に
行
く
途
中
、
命

を
ね
ら
わ
れ
、
白
い
牛
に
助
け
ら
れ

た
と
い
う
伝
説
や
、
生
ま
れ
た
日
も

死
ん
だ
日
も
丑
（
う
し
）
の
日
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

道
真
の
神
使
は
牛
と
さ
れ
ま
し
た
。 

ま
た
、
道
真
が
九
州
に
行
っ
た
時
、
大
切
に
し
て
い
た

梅
の
木
が
あ
と
を
追
っ
て
、
九
州
ま
で
飛
ん
で
行
っ
た

と
い
う
「
飛
び
梅
」
の
伝
説
が
あ
り
ま
す
。 

そ
の
た
め
、
道
真
を
祭
る
天
満
宮
に
は
、
た
い
て
い
、

牛
の
像
と
梅
の
木
が
あ
り
、
本
地
ヶ
原
神
社
に
も
、 

北
野
天
満
宮
が
あ
る
の
で
、
牛
の
像
と
梅
の
木
が
あ
る

の
で
す
。
神
社
や
お
寺
に
あ
る
も
の
に
は
、
す
べ
て 

意
味
が
あ
り
ま
す
。 



⑯ 

聖
な
る
白
山 

本
地
原
小
学
校
が
あ
る
長
坂
の
丘
は
、
白
山
神
社
が 

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
今
も
白
山
と
よ
ば
れ
て
い
ま
す
。 

と
て
も
き
れ
い
な
水
が
わ
き
で
て
い
た
こ
と
か
ら
、 

水
源
の
神
と
し
て
、
白
山
神
社
が
た
て
ら
れ
ま
し
た
。 

そ
の
昔
、
稲
葉
村
だ
け
で
な
く
、
印
場
や
庄
中
の
人
々

も
、
雨
ご
い
の
お
い
の
り
を
し
た
と
い
い
ま
す
。 

米
作
り
に
と
っ
て
水
は
何
よ
り
大
切
な
も
の
で
す
。 

矢
田
川
の
北
で
米
作
り
を
す
る
人
々
は
聖
な
る
山
と

し
て
、
白
山
を
あ
お
ぎ
見
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。 

そ
し
て
、
白
山
は
、
米
作
り
を
い
と
な
む
人
々
を
、 

や
さ
し
く
見
守
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

時
代
は
、
鎌
倉
か
ら
室
町
へ
と
移
り
、
新
居
村
が
で
き
、

新
居
城
が
築
か
れ
ま
す
。 

そ
の
う
つ
り
か
わ
り
を
、
白
山
は
見
続
け

ま
し
た
。
長
坂
遺
跡
か
ら
見
え
る
景
色
か

ら
、
昔
の
風
景
を
想
像
し
て
み
ま
し
ょ
う
。 



⑰ 

郷
土
の
英
雄 

毛
受
勝
助 

尾
張
旭
市
文
化
会
館
の
前

に
毛
受
勝
助
と
い
う
武
将
の
、

銅
像
が
あ
り
ま
す
。 

毛
受
勝
助
は
稲
葉
村
の
出
身
で
、
織
田
信
長
の
家
臣
、

柴
田
勝
家
に
仕
え
ま
し
た
。 

信
長
の
伊
勢
長
島
攻
め
の
時
、
敵
に
奪
わ
れ
た
馬
印
を

取
り
返
す
活
躍
を
し
ま
し
た
。 

信
長
の
死
後
、
秀
吉
と
勝
家
が
戦
っ
た
賤
ヶ
岳
の
戦
い

で
は
、
勝
家
の
身
代
わ
り
と
な
っ
て
戦
い
、
討
ち
死
に

し
ま
し
た
。 

本
地
ヶ
原
の
す
ぐ
近
く
に
、
歴
史
に
名
を
残
す
人
が
、

い
た
の
で
す
。 

他
に
も
、
名
は
残
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
、
本
地
ヶ
原
の

近
く
の
出
身
者
で
、
信
長
や
秀
吉
の
家
来
と
し
て
活
躍

し
た
人
々
が
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 



⑱ 

白
山
林
の
戦
い 

本
地
原
小
の
ま
わ
り
は
昔
、
白
山
林
と
よ
ば
れ
る
森
林

で
し
た
。
一
五
八
四
年
、
こ
こ
で
、
天
下
を
争
っ
て
、

秀
吉
方
と
家
康
方
が
戦
い
ま
し
た
。 

秀
吉
方
の
三
好
秀
次
（
後
の
関
白
、
羽
柴
秀
次
。
当
時

十
七
才
。「
真
田
丸
」
に
も
登
場
し
て
い
ま
し
た
。）
が
、

白
山
林
で
休
息
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
徳
川
軍
が
奇
襲

し
、
秀
次
は
逃
げ
の
び
た
も
の
の
、
秀
吉
方
は
、
ほ
ぼ

壊
滅
状
態
に
な
り
ま
し
た
。 

そ
の
後
、
家
康
方
が
秀
吉
方
に
勝
利
し
、
後
の
家
康
の

天
下
統
一
に
つ
な
が
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

本
地
ヶ
原
か
ら
歴
史
の
大
き
な

動
き
が
始
ま
っ
た
と
い
っ
て
は

言
い
過
ぎ
で
し
ょ
う
か
。 

   

本地ヶ原神社にある兜神社

白山林の戦いで戦った武将

を祭っている。 



⑲ 

白
山
林
と
お
さ
い
の
方 

お
さ
い
の
方
は
、
尾
張
藩
主
徳
川
義
直
の
側
室
で
あ
る
。 

江
戸
時
代
の
記
録
に
、
お
さ
い
の
方
が
白
山
林
に
、 

き
の
こ
狩
り
に
訪
れ
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
。 

当
時
、
白
山
林
は
キ
ノ
コ
類
の
名
産
地
で
、
尾
張
藩
か

ら
村
人
の
入
山
が
禁
止
さ
れ
た
「
平
山
」
に
指
定
さ
れ
、

マ
ツ
タ
ケ
が
採
れ
る
季
節
に
は
、
見
張
り
の
番
人
が
、

付
け
ら
れ
た
。 

そ
の
頃
、
奈
良
時
代
か
ら
ま
つ
ら
れ
て
い
た
白
山
社 

は
、
荒
れ
は
て
て
い
た
。
そ
の
白
山
社
を
お
さ
い
の
方

が
再
建
し
た
と
い
う
。
お
そ
ら
く
、
お
さ
い
の
方
に
と

っ
て
白
山
林
は
お
気
に
入
り
の
場
所
で
あ
り
、
こ
の
地

に
思
い
入
れ
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
長
坂
の
ふ
も
と
、
矢
田
川
の

北
に
あ
る
少
林
寺
は
、
お
さ
い
の
方

の
休
憩
所
と
し
て
、
こ
の
地
に
移
転

さ
れ
た
寺
で
あ
る
。 



⑳ 

村
絵
図
に
見
る
本
地
ヶ
原 

 
江
戸
時
代
の
本
地
ヶ
原
は
ど
ん
な
よ
う
す
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
村
絵
図
を
見
る
と
、
わ
か
る
。 

昔
は
写
真
が
な
い
の
で
、
絵
で
村
の
様
子
を
記
録
し
た
。

本
地
ヶ
原
は
、
江
戸
時
代
、
稲
葉
村
で
あ
っ
た
。 

左
が
、
百
七
十
年
前
の
稲
葉
村
の
村
絵
図
で
あ
る
。 

 

中
央
に
今
と
同
じ
よ
う
に
矢
田
川
が
流
れ
て
い
る
。 

そ
の
南
に
白
山
神
社
が
あ
る
。
こ
れ
は
今
、
本
地
ヶ
原

神
社
に
う
つ
さ
れ
て
い
る
。
学
校
が
あ
る
あ
た
り
は
、

森
林
に
な
っ
て
い
る
。
今
は
家
が
い
っ
ぱ
い
だ
。 

村
絵
図
を
見
る
と
、
昔
と
今
の
違
い
が
よ
く
わ
か
る
。 

天保十二年（一八四八年） 

稲葉村絵図 



㉑ 

本
地
ヶ
原
の
む
か
し
ば
な
し 

む
か
し
か
ら
、
こ
の
本
地
ヶ
原
に
伝
わ
る
お
話
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
は
、
あ
る
時
代
の
で
き
ご
と
が
伝
わ
っ
て

い
る
お
話
も
あ
れ
ば
、
い
つ
の
時
代
の
こ
と
な
の
か
、

わ
か
ら
な
い
お
話
も
あ
り
ま
す
。 

本
当
に
起
き
た
こ
と
か
ど
う
か
、
わ
か
ら
な
い
お
話
も

あ
り
ま
す
。 

で
も
、
長
く
伝
わ
る
お
話
に
は
、
伝
え
ら
れ
る
だ
け
の

意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
意
味
を
考
え
て
み
る

と
、
昔
の
人
の
思
い
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。 

「
本
地
ヶ
原
の
お
は
な
し
」
と
い
う
本
が
、
図
書
室
に

あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。 

ま
た
、
十
一
月
二
十
日
に
、
「
本
地
ヶ
原
の
お
は
な
し

を
聞
く
会
」
が
あ
り
ま
す
。
た
く
さ
ん
の
人
が
参
加
し

て
く
れ
る
と
、
う
れ
し
い
で
す
。 

  



㉒ 

戦
争
の
時
代
へ 

明
治
時
代
、
日
清
戦
争
・
日
露
戦
争
の

後
、
本
地
ヶ
原
は
、
陸
軍
の
演
習
場
に

な
り
ま
し
た
。 

昭
和
に
な
り
、
広
大
な
土
地
は
飛
行
機

不
時
着
場
に
な
り
、
飛
行
機
が
参
加
す

る
演
習
に
使
わ
れ
ま
し
た
。 

第
２
次
世
界
大
戦
の
終
わ
り
頃
に
は
、

飛
行
場
が
で
き
、
格
納
庫
や
滑
走
路
が

造
ら
れ
、
「
赤
ト
ン
ボ
」
と
よ
ば
れ
た

複
葉
練
習
機
や
グ
ラ
イ
ダ
ー
が
飛
ん

で
い
ま
し
た
。
厳
し
い
訓
練
後
の
兵
士

は
、
新
池
で
汗
を
流
し
た
そ
う
で
す
。 



㉓ 

戦
後
、
開
拓
が
始
ま
る 

昭
和
二
十
年
、
戦
争
が
終
わ
り
、
日
本
は
再
出
発

し
ま
し
た
。
こ
の
年
は
、
本
地
ヶ
原
に
と
っ
て
も
、

新
た
な
始
ま
り
と
な
っ
た
年
で
す
。 

戦
地
か
ら
多
く
の
人
々
が
日
本
に
帰
国
し
ま
し
た
。 

食
料
を
増
産
す
る
た
め
、
不
要
に
な
っ
た
軍
用
地

や
演
習
場
を
農
地
に
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

本
地
ヶ
原
も
開
拓
地
と
な
り
、
百
十
三
世
帯
が
、

入
植
し
ま
し
た
。 

作
物
を
育
て
る
た
め
、
土
作
り
か
ら
始
め
ま
し
た
。 

本
地
ヶ
原
は
土
地
が
よ
く
な
く
、
耕
す
の
が
大
変

で
、
作
物
が
あ
ま
り
育
ち
ま
せ
ん
で
し
た
。 

草
を
刈
り
取
っ
て
土
の
中
に
入
れ
た
り
、
ご
み
を

集
め
て
き
て
、
肥
料
に
し
た
り
し
ま
し
た
。 

入
植
し
た
人
々
は
、
大
変
な
苦
労
が
続
き
ま
し
た
。 

  



㉔ 

地
域
の
人
が
つ
く
っ
た
本
地
原
小
学
校 

本
地
ヶ
原
の
子
ど
も
た
ち
は
、
は
じ
め
、
旭
小
学

校
と
渋
川
小
学
校
に
通
っ
て
い
ま
し
た
。 

ま
だ
給
食
が
な
か
っ
た
頃
、
弁
当
持
参
で
し
た
が
、

生
活
が
き
び
し
く
、
弁
当
を
持
っ
て
行
け
な
い
子

も
い
ま
し
た
。
ま
た
、
遠
い
旭
小
学
校
や
渋
川
小

学
校
に
通
う
の
は
、
と
て
も
大
変
で
し
た
。 

「
子
ど
も
の
教
育
は
し
っ
か
り
し
て
や
り
た
い
！
」 

と
い
う
強
い
思
い
か
ら
、
開
拓
組
合
の
人
た
ち
が

動
き
、
戦
争
中
の
兵
舎
を
改
造
し
て
教
室
に
し
て

学
校
を
つ
く
り
ま
し
た
。 

「
組
合
立
旭
小
学
校
本
地
原
分
校
」 

こ
れ
が
本
地
原
小
学
校
の
最
初
の
名
前
で
す
。 

昭
和
二
十
六
年
四
月
三
日
、
全
校
児
童
九
十
二
名
、

複
式
学
級
の
３
ク
ラ
ス
で
発
足
し
ま
し
た
。 

そ
の
時
、
後
援
会
長
の
寺
田
さ
ん
は
小
学
２
年
生
、 

同
窓
会
長
の
榊
原
さ
ん
は
小
学
１
年
生
で
し
た
。 



㉕ 

本
地
ヶ
原
の
「
日
の
丸
ス
イ
カ
」 

本
地
原
小
学
校
が
で
き
た
こ
ろ
、
本
地
ヶ
原
は
、

一
面
が
ま
だ
畑
の
農
業
地
帯
で
し
た
。 

そ
こ
で
た
く
さ
ん
の
野
菜
や
果
物
が
つ
く
ら
れ
、

市
場
に
出
荷
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
一
番
の

ヒ
ッ
ト
商
品
が
、「
日
の
丸
ス
イ
カ
」
で
し
た
。 

ス
イ
カ
が
で
き
る
ま
で
に
は
、
土
を
よ
く
し
た
り
、

肥
料
を
く
ふ
う
し
た
り
、
大
変
な
苦
労
が
あ
り
ま

し
た
。 

「
日
の
丸
ス
イ
カ
」
は
収
入
の
柱
と
な
り
、
農
家

の
人
た
ち
は
、
借
り
て
い
た
お
金
を
返
し
た
り
、

新
し
い
農
機
具
を
買
っ
た
り
し
ま
し
た
。 

「
日
の
丸
ス
イ
カ
」
は
、
元
気
と
笑
顔
を
く
れ
ま

し
た
。 

   



㉖ 

本
地
ヶ
原
開
拓
記
念
碑 

本
地
ヶ
原
神
社
の
鳥
居
の
前
に
、
大
き
な
石
碑
が

建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。 

こ
れ
は
、
昭
和
四
十
一
年
（
１
９
６
６
年
）
に
、

本
地
ヶ
原
を
開
拓
し
た
人
々
へ
の
感
謝
の
気
持
ち

を
こ
め
て
、
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
石
碑
の
裏
に
は
、

次
の
よ
う
な
内
容
の
言
葉
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。 

「
戦
争
に
負
け
た
日
本
を
立
て
直
そ
う
と
、
全
国

か
ら
百
五
十
世
帯
の
人
が
集
ま
り
、
雨
の
日
も
、

風
の
日
も
、
努
力
に
努
力
を
重
ね
、
や
っ
と
、 

作
物
が
と
れ
る
よ
う
に
な
っ
た･･･

」 

本
地
原
小
学
校
校
歌
の
３
番
の
歌
詞
「
荒
野
を 

拓
く 

た
く
ま
し
い
力
が 

い
つ
も
よ
み
が
え
る
」

は
、
開
拓
者
の
力
が
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
を

歌
っ
て
い
ま
す
。
本
地
っ
子
の
み
な
さ
ん
に
は
、

開
拓
者

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア

魂
ス
ピ
リ
ッ
ツ

が
宿
っ
て
い
ま
す
。
の
び
の
び
と
、

た
く
ま
し
く
成
長
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 



㉗ 

本
地
ヶ
原
神
社
の
建
立-

白
山
神
社
の
復
活 

学
校
の
東
ど
な
り
に
本
地
ヶ
原
神
社
が
あ
り
ま
す
。 

秋
祭
り
や
ど
ん
ど
焼
き
が
行
わ
れ
、
地
域
の
神
社

と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。 

こ
こ
が
通
学
団
の
集
合
場
所
の
子
も
い
ま
す
ね
。 

も
と
も
と
本
地
ヶ
原
に
は
、
白
山
神
社
と
い
う
神

社
が
あ
り
、
人
々
に
大
切
に
さ
れ
て
き
ま
し
た
。 

明
治
時
代
、
こ
こ
が
演
習
地
に
な
っ
た
時
、
他
の

神
社
に
移
さ
れ
ま
し
た
。 

戦
後
、
開
拓
が
進
み
、
住
む
人
が
増
え
て
く
る
と
、 

古
く
か
ら
い
る
人
も
、
新
し
く
来
た
人
も
、
こ
の 

本
地
ヶ
原
に
住
む
人
み
ん
な
が
集
ま
れ
る
場
所
と

し
て
、
昭
和
四
十
五
年
（
１
９
７
０
年
）
に
、
今

の
場
所
に
ま
つ
ら
れ
、
平
成
十
五
年
（
２
０
０
３

年
）
に
は
、
今
の
立
派
な
社
殿
が
で
き
ま
し
た
。 

本
地
ヶ
原
神
社
は
、
本
地
ヶ
原
の
歴
史
と
文
化
の

シ
ン
ボ
ル
と
も
い
え
ま
す
。 



㉘ 

「
本
地
ヶ
原
の
お
は
な
し
」
の
発
刊 

平
成
二
十
七
年
（
２
０
１
５
年
）
、
「
本
地
ヶ
原
の

お
は
な
し
」
と
い
う
本
が
で
き
ま
し
た
。 

本
地
ヶ
原
の
開
拓
者
の
近
藤
正
清
さ
ん
と
い
う
方

の
「
本
地
ヶ
原
の
文
化
と
歴
史
を
、
後
世
に
伝
え

て
ほ
し
い
」
と
い
う
強
い
願
い
を
、
息
子
の
正
勝

さ
ん
が
、
受
け
つ
い
で
、
こ
の
本
を
作
り
ま
し
た
。 

こ
の
本
に
は
、
本
地
ヶ
原
の
昔
話
を
ア
レ
ン
ジ
し

た
お
話
と
、
歴
史
の
読
み
物
が
の
っ
て
い
ま
す
。 

６
年
生
全
員
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
さ
れ
る
の
で
、
ぜ
ひ

読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。 

本
地
ヶ
原
の
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。 

そ
し
て
、
お
家
の
方
に
も
読
ん
で
も
ら
っ
て
く
だ

さ
い
。
家
族
で
、
本
地
ヶ
原
の
文
化
や
歴
史
に
つ

い
て
、
話
し
合
え
る
と
す
て
き
で
す
ね
。 

本
地
ヶ
原
の
文
化
と
歴
史
が
広
が
っ
て
い
く
と
、

近
藤
さ
ん
も
よ
ろ
こ
ば
れ
る
と
思
い
ま
す
。 



㉙ 

明
日
、
創
ら
れ
る 

本
地
ヶ
原
の
歴
史 

平
成
二
十
九
年
三
月
十
六
日(

木)

、
本
地
原
小
学
校

第
六
十
四
回
卒
業
証
書
授
与
式
が
行
わ
れ
、 

百
十
九
名
の
卒
業
生
が
は
ば
た
い
て
い
く
。 

本
地
ヶ
原
の
未
来
を
創
っ
て
い
く
本
地
っ
子
た
ち
。 

未
来
の
本
地
ヶ
原
は
、
ど
ん
な
町
に
な
っ
て
い
る

の
だ
ろ
う
。 

き
っ
と
、
今
よ
り
す
ば
ら
し
い
町
に
な
っ
て
い
る

は
ず
だ
。 

今
の
よ
さ
を
失
わ
ず
、
新
し
い
よ
さ
を
加
え
て
、 

よ
り
す
ば
ら
し
い
本
地
ヶ
原
に
し
て
い
こ
う
。 

♪
い
つ
か 

景
色
は
変
わ
っ
て
も 

変
わ
ら
な
い
も
の
が
あ
る 

心
の
中
に 

時
は
過
ぎ
て
も
、
本
地
ヶ
原
で
過
ご
し
た 

楽
し
さ
、
喜
び
、
う
れ
し
さ
を
忘
れ
な
い
。 

♪
君
の
ふ
る
さ
と 

ぼ
く
の
ふ
る
さ
と 

こ
こ
は
ふ
る
さ
と 

本
地
ヶ
原
・
・
・ 


