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第
4
回

天
神
と
天
神
さ
ん
（
二
）

■

菅
原
道
真
、
怨
霊
か
ら
「
天
神
さ
ん
」
へ

前
回
（
第
3
回
）
は
、
五
条
天
神
宮
の
「
天
神
」
を
紹
介
い
た
し
ま
し

た
。
と
こ
ろ
で
、「
　し
ま終　
い
天
神
」
な
ど
、
ふ
だ
ん
意
識
せ
ず
に
「
天
神
」
と
い

う
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
場
合
は
菅
原
道
真
の
「
天
神
さ
ん
（
天

満
天
神
）」
の
こ
と
。
五
条
天
神
の
「
天
神
」
と
菅
原
道
真
の
「
天
神
さ
ん

（
天
満
天
神
）」
は
違
う
の
で
す
よ
。
前
回
で
五
条
天
神
を
説
明
し
ま
し
た
の

で
、
今
回
は
、
菅
原
道
真
の
「
天
神
さ
ん
」
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
い
た
し

ま
す
。

三
善
清
行
と
菅
原
道
真
と
の
因
縁
は
、
第
2
回
で
紹
介
し
た
場
面
の
あ

と
で
も
続
き
ま
す
。
右
大
臣
菅
原
道
真
が
、
左
大
臣
藤
原
時
平
の
　ざ
ん
げ
ん

讒
言　
に
よ

り
大
宰
府
に
左
遷
さ
れ
、
そ
こ
で
怨
念
を
残
し
な
が
ら
病
死
し
た
の
は
、
ご

存
じ
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
の
た
め
、
時
平
は
道
真
の
怨
霊
で
苦
し
ん
だ
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
時
平
の
病
気
平
癒
の
祈
祷
を
、
三
善
清
行
の
子
の
　
じ
ょ
う
ぞ
う

浄
蔵　

　だ
い
と
こ

大
徳　
が
お
こ
な
っ
た
際
に
、
清
行
が
見
舞
い
に
ゆ
く
と
、
時
平
の
左
右
の
耳

か
ら
青
竜
が
頭
を
だ
し
て
、
浄
蔵
の
祈
祷
を
や
め
さ
せ
る
よ
う
に
せ
ま
る
場

面
が
『
北
野
天
神
縁
起
絵
巻
』
な
ど
に
で
て
き
ま
す
。
怨
霊
の
意
を
察
し
た

清
行
に
う
な
が
さ
れ
て
、
浄
蔵
が
退
出
す
る
と
、
ま
も
な
く
時
平
が
息
を
ひ

き
と
っ
た
と
い
う
説
話
で
す
。
三
善
清
行
は
、
浄
蔵
の
祈
祷
に
よ
り
一
時
生

き
返
っ
た
と
い
う
一
条
戻
り
橋
の
蘇
生
説
話
で
も
有
名
で
す
。
こ
の
話
は
、

仁
丹
町
名
看
板
の
所
在
（
西
洞
院
通
を
中
心
に
四
条
か
ら
松
原

ま
で
）

ま
た
別
の
機
会
に
。

『
　
お
お
か
が
み

大
鏡　
』
の
時
平
伝
は
、
ほ
と
ん
ど
が
菅
原
道
真
左
遷
の
記
事
で
埋
ま
っ

て
お
り
、
藤
原
時
平
自
身
は
　
か
た
き
や
く

敵
役　
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
実
像

は
辣
腕
家
に
よ
く
あ
る
タ
イ
プ
と
推
測
さ
れ
、
菅
原
道
真
を
追
い
落
と
し
た

の
も
、
こ
れ
ま
た
、
よ
く
あ
る
政
争
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
延
喜
九
年
〔
九
〇

九
年
〕
に
藤
原
時
平
が
若
死
し
た
の
も
、
道
真
の
怨
霊
に
よ
る
も
の
で
は
な

く
、
冷
静
に
考
え
る
と
単
な
る
偶
然
で
す
。
延
喜
九
年
〔
九
〇
九
年
〕
藤
原
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時
平
死
去
に
伴
い
、
次
弟
仲
平
を
飛
び
越
え
て
、
そ
の
弟
藤
原
忠
平
が
藤
氏

長
者
を
継
ぎ
、
延
喜
格
式
を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。
早
死
に
し
な
け
れ
ば
延
喜

格
式
の
完
成
は
お
そ
ら
く
時
平
の
功
に
な
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
。

あ
と
を
継
い
だ
忠
平
は
、
長
兄
時
平
と
対
立
し
て
い
て
、
む
し
ろ
菅
原
道

真
と
よ
い
関
係
に
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
が
、
延
喜
三

年
〔
九
〇
三
年
〕
大
宰
府
で
の
死
か
ら
、
ほ
ど
な
く
菅
原
道
真
の
名
誉
回
復

が
実
現
し
た
、
一
つ
の
要
因
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
実
際
に
、

延
喜
十
九
年
〔
九
一
九
年
〕
に
、
道
真
の
墓
所
安
楽
寺
を
も
と
に
、
藤
原
仲

平
の
奉
行
に
よ
り
太
宰
府
天
満
宮
の
社
殿
が
造
営
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
そ
の
後
も
天
変
地
異
が
鎮
ま
ら
ず
、
道
真
の
怨
霊
の
せ
い
だ
と

い
う
噂
が
ひ
ろ
ま
っ
て
き
ま
し
た
。
菅
原
道
真
の
追
い
落
と
し
に
加
担
し
た

藤
原
菅
根
が
落
雷
で
死
亡
し
た
の
が
延
喜
八
年
〔
九
〇
八
年
〕、
藤
原
時
平

の
死
が
延
喜
九
年
〔
九
〇
九
年
〕。
皇
太
子
の
保
明
親
王
の
死
が
、
道
真
の

怨
霊
の
せ
い
と
さ
れ
た
た
め
、
延
喜
二
三
年
〔
九
二
三
年
、
改
元
し
て
延
長

元
年
〕
に
左
遷
の
詔
書
を
破
棄
し
た
う
え
、
道
真
は
、
右
大
臣
に
復
さ
れ
、

正
二
位
を
追
贈
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
あ
と
も
、
変
事
や
早
世
が
続
き
ま
し

た
。
さ
ら
に
、
内
裏
に
落
雷
が
あ
っ
て
、
一
味
の
藤
原
清
貫
、
平
希
世
が
死

亡
し
た
の
が
延
長
八
年
〔
九
三
〇
年
〕。
醍
醐
天
皇
も
ご
心
痛
で
こ
の
年
に

逝
去
。
平
将
門
が
菅
原
道
真
の
神
託
に
よ
り
新
皇
と
称
す
る
の
が
、
天
慶
二

年
〔
九
三
九
年
〕。

後
継
の
為
政
者
の
一
部
（
藤
原
忠
平
一
派
）
に
と
っ
て
都
合
が
よ
か
っ
た

た
め
で
し
ょ
う
が
、
時
平
と
そ
の
係
累
が
早
死
に
あ
る
い
は
変
死
し
た
こ
と

や
天
変
地
異
も
、
す
べ
て
菅
原
道
真
の
怨
霊
の
せ
い
だ
と
さ
れ
ま
し
た
。
内

裏
に
雷
が
落
ち
た
と
き
の
顛
末
は
、
の
ち
に
、
能
の
『
雷
電
』
の
主
題
に

な
っ
て
い
ま
す
。
内
裏
の
中
を
荒
れ
狂
っ
た
雷
神
も
、
つ
い
に
は
法
性
坊
律

師
僧
正
の
法
力
に
屈
服
し
、「
天
満
大
自
在
天
神
」
と
い
う
称
号
を
お
く
ら

れ
、
虚
空
に
去
る
と
筋
書
で
す
。

道
真
の
乳
母
と
伝
え
ら
れ
る
　た
じ
ひ
の
あ
や
こ

多
治
比
文
子　
が
北
野
の
左
近
馬
場
に
祠
を
建

て
よ
と
い
う
神
託
を
受
け
て
、
そ
れ
は
急
に
は
か
な
わ
ぬ
た
め
、
自
宅
に

　あ
や
こ

文
子　
天
満
宮
（
間
之
町
通
花
屋
町
下
ル
天
神
町
）
を
祀
っ
た
の
が
、
天
慶
五

年
〔
九
四
二
年
〕。
こ
の
祠
を
北
野
に
移
し
て
、
天
暦
元
年
〔
九
四
七
年
〕

に
北
野
天
満
宮
が
造
営
さ
れ
て
い
ま
す
。
永
延
元
年
〔
九
八
七
年
〕
に
、
一

条
天
皇
が
、
宣
命
で
「
北
野
に
お
わ
し
ま
す
天
満
宮
天
神
」
と
し
た
こ
と

か
ら
北
野
天
満
宮
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
道
真
は
、
正
暦
四
年

〔
九
九
三
年
〕
に
太
政
大
臣
を
追
贈
さ
れ
て
い
ま
す
。
正
暦
五
年
〔
九
九
四

年
〕、
北
野
天
満
宮
に
「
正
一
位
天
満
大
自
在
天
神
」
の
神
号
が
贈
ら
れ
た

ま
し
た
。
実
に
、
天
皇
お
よ
び
そ
の
近
臣
は
、
百
年
近
く
、
道
真
の
怨
霊
に

悩
ま
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。
現
在
な
ら
、
声
高
に
原
因
糾
明
や
対
策
を
求

め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
こ
の
当
時
は
、
原
因
究
明
な
ど
す
ぐ
に
は
で
き

る
は
ず
が
な
い
の
で
、
天
変
地
異
の
理
由
付
け
に
怨
霊
を
利
用
し
て
い
た
と

い
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。
あ
る
い
は
、
北
野
天
満
宮
の
側
も
、
怨
霊
伝
説
を

意
識
的
に
利
用
し
て
勢
力
拡
大
を
は
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
の
ち
、
怨
霊
は
鎮
ま
り
、
菅
原
道
真
の
学
者
と
し
て
の
側
面
が
強
調

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
か
く
し
て
、
菅
原
道
真
の
「
天
満
天
神
」
は
、

「
天
神
さ
ん
」
の
愛
称
で
、
学
問
の
神
様
と
し
て
日
本
全
国
に
広
ま
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。「
天
神
」
の
側
も
、
営
業
政
策
の
た
め
に
（
こ
ん
な
言
葉
は

神
社
に
は
ふ
さ
わ
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
）、
相
殿
と
し
て
、「
天
満
天
神
」

を
祀
る
よ
う
に
変
質
し
て
ゆ
き
ま
す
。
こ
の
結
果
、「
天
満
天
神
」
が
古
来

の
信
仰
で
あ
る
「
天
神
」〔
少
彦
名
命
。
五
条
天
神
や
北
白
川
天
神
の
祭
神
〕

と
混
同
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
今
日
で
は
「
天
神
」
と
い
え
ば
、「
天
満
天
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神
」
を
差
す
よ
う
に
、
誤
用
が
広
ま
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
好
都
合
な
こ
と
に
、
北
野
天
満
宮
ま
で
行
か
ず
と
も
、「
天

神
」
を
祀
っ
た
五
条
天
神
宮
の
す
ぐ
近
く
に
、「
天
神
さ
ん
」
を
祀
っ
た
菅

大
臣
神
社
〔
菅
大
臣
天
満
宮
〕
が
あ
る
の
で
す
よ
。
参
道
入
口
は
、
高
辻
通

若
宮
。
五
条
天
神
宮
の
所
在
地
、
松
原
通
西
洞
院
の
一
筋
北
で
す
。
ま
っ
た

く
、
京
都
と
は
歴
史
を
探
訪
す
る
た
め
に
は
便
利
な
と
こ
ろ
で
す
。

■

菅
大
臣
神
社
〔
菅
大
臣
天
満
宮
〕

さ
て
、
松
原
若
宮
の
十
字
路
か
ら
若
宮
通
を
北
上
し
ま
す
と
、
高
辻
通
に

面
し
た
菅
大
臣
神
社
の
参
道
に
出
ま
す
。
参
道
ま
で
た
ど
り
着
く
途
中
の
西

側
、
隣
り
合
っ
た
町
家
の
二
階
に
、
仁
丹
町
名
看
板
「
若
宮
通
松
原
上
ル
藪

下
町
」
1©
と
「
若
宮
通
松
原
上
ル
菊
屋
町
」
2©
が
南
北
に
並
ん
で
い
ま
す
。

基
準
の
十
字
路
が
同
じ
で
、
町
名
だ
け
異
な
る
と
い
う
め
ず
ら
し
い
例
。
し

か
も
、
隣
り
合
っ
た
二
軒
の
お
宅
と
い
っ
て
も
、
長
屋
形
式
で
屋
根
や
家
屋

は
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
の
で
、
町
名
看
板
の
出
現
状
態
と
し
て
は
、
貴
重
な

も
の
。「
藪
下
町
」
は
、
先
ほ
ど
の
光
円
寺
、
お
好
み
焼
き
屋
竹
、
松
原
道

祖
神
と
同
じ
町
内
で
す
か
ら
、
松
原
若
宮
の
十
字
路
の
四
周
の
広
い
地
域
が

一
つ
の
町
内
で
す
。

「
　か
ん
だ
い
じ
ん
じ
ん
じ
ゃ

菅
大
臣
神
社　
」、
通
称
「
菅
大
臣
天
満
宮
」（
仏
光
寺
通
新
町
西
入
ル
菅

大
臣
町
）
の
創
建
は
、
菅
原
道
真
没
後
す
ぐ
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
詳

細
は
不
明
。
平
安
時
代
で
あ
る
こ
と
は
、
確
か
で
す
。
祭
神
は
菅
原
道
真
。

境
内
は
、
菅
原
道
真
の
邸
宅
の
跡
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
道
真
の
父
、
是
善
の

時
代
か
ら
「
　か
ん
け
ろ
う
か

菅
家
廊
下　
」
と
い
う
私
塾
を
開
い
て
い
て
、
門
下
生
が
あ
ま
た

い
た
ら
し
い
。

　わ
か
み
や
ど
お
り

若
宮
通　

　ま
つ
ば
ら

松
原　
　あ
が上　
ル
　や
ぶ
し
た
ち
ょ
う

藪
下
町　
1©

　わ
か
み
や
ど
お
り

若
宮
通　

　ま
つ
ば
ら

松
原　
　あ
が上　
ル
　き
く
や
ち
ょ
う

菊
屋
町　
2©

菅
大
臣
神
社
の
参
道
は
、
南
は
高
辻
通
、
西
は
西
洞
院
通
、
北
は
仏
光
寺

通
の
三
方
に
あ
り
ま
す
。
社
殿
は
、
応
仁
の
乱
、
天
明
の
大
火
、
ど
ん
ど
ん

焼
で
焼
失
。
そ
の
都
度
、
再
建
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
の
本
殿
は
、
下
鴨
神

社
本
殿
（
天
保
六
年
〔
一
八
三
五
年
〕
建
立
）
を
明
治
二
年
〔
一
八
九
六
年
〕

に
移
し
た
も
の
。
火
御
子
社
（
祭
神
、
大
雷
神
）、
白
太
夫
社
（
祭
神
、
渡

会
春
彦
）、
老
松
社
（
祭
神
、
島
田
忠
臣
）、
福
部
社
（
祭
神
、
十
川
能
福
）、

春
崎
稲
荷
社
、
三
王
稲
荷
社
な
ど
の
摂
社
・
末
社
が
あ
り
ま
す
。
菅
原
道
真

が
誕
生
し
た
と
き
に
　う
ぶ
ゆ

産
湯　
に
使
っ
た
と
さ
れ
る
井
戸
も
残
っ
て
い
ま
す
。

境
内
に
は
、「
　と
び
う
め

飛
梅　
」
が
あ
り
、
道
真
が
大
宰
府
に
出
立
す
る
と
き
に
別

れ
を
惜
し
ん
だ
梅
と
さ
れ
ま
す
。
こ
の
と
き
に
読
ん
だ
歌
は
有
名
で
、
拾
遺

和
歌
集
に
採
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

な
が
さ
れ
侍
け
る
と
き
、
家
の
梅
花
を
み
侍
て

贈
太
政
大
臣
菅
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菅
大
臣
天
満
宮

　こ

ち

東
風　
ふ
か
ば
、
匂
ひ
を
こ
せ
よ
梅
の
花

あ
る
じ
な
し
と
て
春
を
わ
す
る
な

拾
遺
和
歌
集
巻
第
十
六
・
雑
春
・
一
〇
〇
六

道
真
を
慕
っ
て
大
宰
府
ま
で
飛
ん
で
い
っ
た
と
い
う
伝
承
か
ら
名
づ
け

て
、
飛
梅
。
下
の
句
の
「
春
を
わ
す
る
な
」
は
、
高
校
の
古
文
で
、「
春
な

わ
す
れ
そ
」
と
い
う
別
の
形
で
習
う
こ
と
が
多
い
と
お
も
い
ま
す
。
係
り
結

び
の
「
な
・・・
そ
」
の
例
と
し
て
う
っ
て
つ
け
で
す
か
ら
。『
大
鏡
』
に
は
、

こ
の
係
り
結
び
の
形
で
載
っ
て
い
ま
す
。

か
た
が
た
に
い
と
悲
し
く
お
ぼ
し
め
し
て
、
御
前
の
梅
の
は
な
を
ご

覧
じ
て
、

こ
ち
ふ
か
ば
、
に
ほ
ひ
お
こ
せ
よ
梅
の
は
な

あ
る
じ
な
し
と
て
春
な
わ
す
れ
そ

『
大
鏡
』
上
之
巻
・
時
平
列
伝

こ
ん
な
引
用
を
し
て
い
る
と
、
高
校
の
古
文
の
授
業
の
よ
う
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
ね
。
そ
う
言
い
訳
し
な
が
ら
も
、
さ
ら
に
高
校
古
文
路
線
を
続
け

ま
し
ょ
う
。
道
真
は
、
漢
詩
に
も
優
れ
て
お
り
、
大
宰
府
の
観
音
寺
の
鐘
を

聴
い
て
、
次
の
よ
う
な
漢
詩
を
つ
く
っ
た
と
、『
大
鏡
』
に
見
え
ま
す
。

ま
た
い
と
近
く
観
音
寺
と
い
ふ
寺
あ
り
け
れ
ば
、
鐘
の
声
を
き
こ
し

め
し
て
、
つ
く
ら
せ
給
へ
る
詩
ぞ
か
し
。

　都　
　府　
　ハ樓　
　
わ
づ
か
ニ
纔　
　ル看
二
　
　ノ瓦　
　ヲ色
一
　

　觀　
　音　
　ハ寺　
　ダ只　
　ク聽
二
　
　ノ鐘　
　ヲ聲
一
　

『
大
鏡
』
上
之
巻
・
時
平
列
伝

こ
の
漢
詩
は
、『
菅
家
後
集
』
か
ら
の
引
用
で
、『
和
漢
朗
詠
集
』
六
二
〇

に
も
載
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
詩
で
も
、
高
校
の
古
文
の
授
業
を
思
い
出
し
ま

す
。
例
の
、
清
少
納
言
の
『
枕
草
子
』。
　は
く
き
ょ
い

白
居
易　
〔
　は
く
ら
く
て
ん

白
楽
天　
〕
の
「
　こ
う
ろ
ほ
う

香
炉
峰　
の

雪
は
　
す
だ
れ
簾　
を
か
か
げ
て
看
る
」
を
踏
ま
え
た
段
、
清
少
納
言
の
才
気
あ
ふ
れ
る

応
答
を
多
分
お
ぼ
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
。
道
真
の
こ
の
漢
詩
は
、

も
ち
ろ
ん
白
居
易
の
詩
を
踏
ま
え
た
も
の
で
す
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
道
真
の

漢
詩
は
、
た
く
さ
ん
『
和
漢
朗
詠
集
』
に
採
録
さ
れ
て
い
ま
す
。「
天
神
さ

ん
」
が
学
問
の
神
様
と
し
て
、
大
学
受
験
に
ご
利
益
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に

な
っ
た
の
は
、
む
べ
な
る
か
な
。

さ
ら
に
　こ懲　
り
も
せ
ず
に
、
高
校
古
文
路
線
を
続
け
ま
し
ょ
う
。
紀
貫
之
ら
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〔
八
六
六
ま
た
は
八
七
二
〜
九
四
五
〕
に
よ
っ
て
、
古
今
和
歌
集
が
撰
進
さ

れ
た
の
は
、
延
喜
五
年
〔
九
〇
五
年
〕
の
こ
と
で
す
。
菅
原
道
真
〔
八
四
五

〜
九
〇
三
〕
の
死
は
延
喜
三
年
〔
九
〇
三
年
〕
で
す
か
ら
、
た
っ
た
の
二
年

後
の
出
来
事
で
す
。
こ
ん
な
こ
と
さ
え
気
が
つ
い
て
い
な
か
っ
た
の
は
、
歴

史
と
文
学
史
を
同
時
に
習
っ
た
こ
と
が
な
い
せ
い
で
す
。
気
に
な
る
の
は
、

左
遷
の
身
に
な
っ
た
菅
原
道
真
の
歌
が
、
古
今
集
に
採
録
さ
れ
て
い
る
か
ど

う
か
で
す
。
当
時
は
多
分
、
道
真
の
左
遷
は
大
き
な
事
件
で
あ
っ
た
は
ず
で

す
が
、
そ
の
わ
り
に
は
二
首
採
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
公
平
な
の
が
意
外
で

す
。
そ
の
う
ち
の
一
首
は
、
百
人
一
首
に
も
あ
る
歌
で
す
。

朱
雀
院
の
な
ら
に
お
は
し
ま
し
け
る
時
に
た
む
け
山
に
て
よ
め

る

す
が
わ
ら
の
朝
臣

此
た
び
は
ぬ
さ
も
と
り
あ
へ
ず
た
む
け
山

紅
葉
の
錦
神
の
ま
に
ま
に

古
今
和
歌
集
巻
第
九
・
羇
旅
歌
・
四
二
〇

菅
原
道
真
の
『
菅
家
文
草
』
な
ど
の
漢
詩
文
、
紀
貫
之
の
『
古
今
集
』
な

ど
の
和
歌
や
『
土
佐
日
記
』
な
ど
の
随
筆
、
藤
原
時
平
・
忠
平
ら
の
『
延

喜
格
式
』
は
、
い
ず
れ
も
文
学
史
・
文
化
史
に
と
っ
て
特
筆
す
べ
き
こ
と
で

す
が
、
こ
れ
ら
が
、
時
平
・
道
真
（
醍
醐
天
皇
・
宇
多
上
皇
）
の
政
争
と

い
う
生
臭
い
歴
史
的
事
実
と
同
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
は
驚
き
で
す
。
な
お
、

　
こ
と
ば
が
き

詞
書　
に
あ
る
「
朱
雀
院
」
と
は
、
宇
多
上
皇
の
こ
と
で
す
。
ま
た
、
菅
原
道

真
を
、
群
臣
な
み
に
「
す
が
わ
ら
の
　あ
そ
ん

朝
臣　
」
と
し
て
い
る
こ
と
に
、
当
時
の

政
治
情
勢
が
う
か
が
え
ま
す
。
世
が
世
な
ら
、「
右
大
臣
菅
」
と
で
も
す
る

と
こ
ろ
で
す
。

菅
大
臣
神
社
の
北
参
道
を
仏
光
寺
通
に
出
る
と
、
北
の
鳥
居
の
向
か
い
側

の
町
家
の
二
階
に
町
名
看
板
「
佛
光
寺
通
新
町
西
入
菅
大
臣
町
」
3©
が
掲

げ
て
あ
り
ま
す
。
町
名
は
「
菅
大
臣
町
」。
も
ち
ろ
ん
菅
大
臣
神
社
に
ち
な

ん
だ
も
の
で
す
。

　ぶ
っ
こ
う
じ
ど
お
り

佛
光
寺
通　
　し
ん
ま
ち

新
町　
　に
し
い
る

西
入　
　か
ん
だ
い
じ
ん
ち
ょ
う

菅
大
臣
町　
3©

紅
梅
殿
〔
北
菅
大
臣
神
社
〕

こ
の
看
板
あ
る
町
家
の
す
ぐ
そ
ば
の
路
地
の
入
口
に
「
菅
家
邸
跡
」
の
石

碑
が
あ
り
、
北
へ
進
ん
だ
奥
の
突
き
当
た
り
が
、
紅
梅
殿
〔
北
菅
大
臣
神

社
〕。
祭
神
は
菅
原
是
善
（
菅
原
道
真
の
父
）。
今
は
、
周
り
を
建
物
に
囲
ま

れ
た
一
角
に
、
社
殿
が
残
る
だ
け
で
、
往
時
の
隆
盛
は
想
像
で
き
ま
せ
ん
。
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鉤
型
の
路
地
を
抜
け
る
と
、
児
童
公
園
に
な
っ
て
い
て
、
西
洞
院
通
に
出
ら

れ
ま
す
。

紅
梅
殿
の
路
地
を
仏
光
寺
通
に
戻
っ
て
、
東
に
進
む
と
、
さ
ら
に
二
枚
同

じ
「
佛
光
寺
通
新
町
西
入
菅
大
臣
町
」
4©
5©
の
町
名
看
板
を
見
つ
け
ま
し

た
。
切
り
取
っ
た
写
真
で
は
、
同
じ
も
の
を
複
製
し
た
よ
う
に
見
え
ま
す

が
、
三
枚
と
も
違
う
も
の
で
す
、
念
の
た
め
。
そ
れ
に
し
て
も
、
同
じ
町
名

の
看
板
が
三
枚
も
見
つ
か
る
の
は
、
滅
多
に
な
い
こ
と
で
す
。

　ぶ
っ
こ
う
じ
ど
お
り

佛
光
寺
通　
　し
ん
ま
ち

新
町　
　に
し
い
る

西
入　
　か
ん
だ
い
じ
ん
ち
ょ
う

菅
大
臣
町　
4©

　ぶ
っ
こ
う
じ
ど
お
り

佛
光
寺
通　
　し
ん
ま
ち

新
町　
　に
し
い
る

西
入　
　か
ん
だ
い
じ
ん
ち
ょ
う

菅
大
臣
町　
5©

『
　み
や
こ
め
い
し
ょ
ず
え

都
名
所
図
会　
』
に
は
、
菅
大
臣
社
を
西
南
の
方
角
か
ら
見
た
鳥
瞰
図
が

載
っ
て
い
て
、
天
明
の
大
火
（
一
七
八
八
年
）
の
前
の
姿
が
描
か
れ
て
い
ま

す
。
切
り
取
っ
て
引
用
し
た
画
像
を
見
る
と
、
現
況
と
は
大
違
い
の
広
い
境

内
で
、
本
殿
の
北
側
に
、
元
三
大
師
堂
が
あ
り
、
往
時
の
信
仰
の
あ
り
か
た

（
神
仏
習
合
）
を
示
し
て
い
ま
す
。
本
殿
の
前
、
左
右
に
白
太
夫
社
と
老
松

社
が
あ
り
、
さ
ら
に
南
（
右
下
）
に
は
、
飛
梅
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
図
の

『
都
名
所
図
会
』
菅
大
臣
社
の
図
。

（
国
際
日
本
文
化
セ
ン
タ
ー
「
平
安
京
都
名
所
図
会
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
よ

り
引
用
）
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中
央
下
手
の
鳥
居
は
、
現
在
の
西
洞
院
に
面
し
た
も
の
に
相
当
し
ま
す
。
そ

の
左
手
に
稲
荷
神
社
、
右
手
に
は
今
は
な
い
日
寧
社
、
内
外
宮
、
柿
本
社
が

描
か
れ
て
い
ま
す
。
本
文
を
見
る
と
、「
誕
生
水
は
本
殿
の
南
の
垣
の
内
に

あ
る
」
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
飛
梅
の
右
上
方
の
建
屋
が
そ
れ
に
当
た
る

と
推
定
さ
れ
、
現
在
の
位
置
と
は
違
う
よ
う
で
す
。

こ
の
図
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
む
し
ろ
画
面
下
方
に
描
か
れ
た
西
洞
院

川
の
情
景
で
す
。
河
岸
の
石
垣
が
切
り
取
ら
れ
た
洗
い
場
で
、
染
め
上
が
っ

た
布
を
す
す
い
で
い
る
と
こ
ろ
、
天
秤
棒
で
染
め
た
布
を
運
ん
で
い
る
と
こ

ろ
、
す
す
い
だ
布
を
洗
い
張
り
の
板
に
貼
っ
て
乾
か
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
右

下
隅
と
左
下
隅
に
櫓
を
組
ん
で
、
布
を
干
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
が
描
か
れ

て
い
ま
す
。

明
治
時
代
に
西
洞
院
川
が
暗
渠
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
こ
ん
な
風
景

は
望
む
べ
く
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
、
周
辺
に
は
多
く
の
染
物
関
係
の

企
業
や
工
房
が
健
在
で
す
。
染
色
関
係
の
景
況
は
必
ず
し
も
よ
い
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
次
世
代
へ
継
承
す
る
た
め
に
模
索
が
続
け
ら
れ
て
お
り
、

伝
統
工
芸
体
験
工
房(http://w

w
w

.taikenkobo.jp/)

な
ど
、
京
都
観
光

と
組
み
合
わ
せ
た
試
み
が
あ
り
ま
す
。
体
験
工
房
の
一
つ
と
し
て
、
菅
大
臣

神
社
の
境
内
に
、
折
り
よ
く
、「
　も
り
ま
す
せ
ん
こ
う

森
益
染
絞　
森
本
」（
高
辻
通
新
町
西
入
ル

菅
大
臣
神
社
境
内
）
が
あ
り
、
絞
り
染
の
半
日
体
験
コ
ー
ス
を
催
し
て
い

ま
す
。

■

道
元
禅
師
示
寂
聖
地
の
碑

東
中
筋
通
は
、
高
辻
通
を
越
え
る
と
一
段
と
狭
く
な
り
ま
す
。
そ
の
入
り

口
近
く
に
、「
道
元
禅
師
　し
じ
ゃ
く

示
寂　
聖
地
の
碑
」（
高
辻
通
東
中
筋
西
入
ル
北
側
永

養
寺
町
）
が
あ
り
ま
す
。
す
で
に
あ
っ
た
「
道
元
禅
師
遺
跡
之
地
」
の
碑
の

か
た
わ
ら
に
、
七
百
回
大
遠
忌
報
恩
記
念
の
た
め
に
昭
和
五
四
年
に
建
て
た

碑
。
も
と
の
碑
は
、
こ
の
写
真
に
は
写
っ
て
い
ま
せ
ん
。
道
元
禅
師
〔
一
二

〇
〇
〜
一
二
五
三
〕
は
、
比
叡
山
で
出
家
、
建
仁
寺
で
禅
を
学
ん
だ
の
ち
、

一
二
二
三
年
〔
貞
応
二
年
〕
入
宋
。
帰
国
後
、
曹
洞
宗
を
開
き
、
越
前
〔
福

井
県
〕
に
永
平
寺
を
建
立
。
病
の
た
め
、
京
都
に
戻
り
、
弟
子
覚
念
の
屋
敷

に
滞
在
中
に
没
し
、
石
碑
は
、
そ
の
地
を
示
し
た
も
の
と
い
い
ま
す
。

道
元
禅
師
示
寂
聖
地
の
碑
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詮
索
好
き
の
わ
た
し
は
、
こ
の
石
碑
の
あ
る
町
名
「
永
養
寺
町
」
が
ひ
っ

か
か
り
ま
し
た
。
現
在
、
永
養
寺
は
、
寺
町
通
高
辻
上
ル
に
あ
り
ま
す
の

で
、
こ
の
町
名
と
は
あ
わ
な
い
。
な
ぜ
、
永
養
寺
を
お
も
い
だ
し
た
か
と
い

う
と
、
そ
れ
は
天
明
の
大
火
（
一
七
八
八
年
）。
こ
の
火
元
は
、
鴨
川
東
岸

の
　ど
ん
ぐ
り
の
ず
し

団
栗
図
子　
で
す
が
、
折
か
ら
の
強
風
に
あ
お
ら
れ
て
、
西
岸
の
永
養
寺
に

飛
び
火
し
、
そ
こ
か
ら
京
都
中
に
燃
え
広
が
り
ま
し
た
。

格
致
地
区
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ(http://w

eb.kyoto-int.or.jp/
people/

kakuchi/
chom

ei.htm
l)

に
よ
れ
ば
、「
永
養
寺
町
」
の
町
名
の
由
来
と
な
っ

た
永
養
寺
は
、一
四
八
一
年〔
文
明
十
三
年
〕浄
土
宗
の
僧
観
誉
が
創
建
、一
五

七
九
年
〔
天
正
七
年
〕
織
田
信
長
の
命
に
よ
り
、
僧
柏
雄
が
中
興
と
あ
り
ま
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
平
安
京
探
偵
団(http://

hom
epage1.nifty.com

/

heiankyo/)

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
記
事
か
ら
の
孫
引
き
で
す
が
、
今
村
明

『
守
護
領
国
支
配
機
構
の
研
究
』
の
資
料
に
天
正
七
年
〔
一
五
七
九
年
〕
八

月
十
三
日
付
の
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
が
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
次
の
記

載
が
あ
る
そ
う
で
す
。
返
り
点
や
振
り
が
な
は
わ
た
し
が
仮
に
つ
け
た
も
の

な
の
で
、
ま
ち
が
っ
て
い
た
ら
ご
容
赦
の
ほ
ど
。

永
養
　ノ寺　
敷
地
四
町
々
、
東
　は者　
　リ限
二　
西
洞
院
　ヲ

、
川
一　

西
　は者　
　リ限
二　
油
小
路

　ヲ

、
町
一　

北
　は者　
　リ限
二　
高
辻
　ヲ

、
町
一　

南
　は者　
　ル限
二　
五
条
　ノ通　
　ヲ堀
一　
事
、
　く
だ
さ
レ

被
二　
　お
ほ
せ
仰　

　つ
ケ付

一　
　お
わ
ん
ヌ、
畢
　
云
々
。

ま
さ
に
、
こ
の
奉
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
永
養
寺
の
故
地
。
地
元

に
伝
わ
る
町
名
の
由
来
と
合
致
し
ま
す
。
ち
な
み
に
、
こ
の
奉
書
の
日
付

は
、
室
町
幕
府
の
最
後
の
将
軍
　あ
し
か
が
よ
し
あ
き

足
利
義
昭　
が
織
田
信
長
に
追
放
さ
れ
た
年
、

一
五
七
三
年
〔
元
亀
四
年
〕
よ
り
も
あ
と
で
す
。
こ
の
時
点
で
も
、
足
利
義

昭
は
将
軍
職
を
解
か
れ
て
い
な
い
の
で
、
室
町
幕
府
の
官
僚
組
織
が
温
存
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
た
だ
し
、
天
正
七
年
〔
一
五
七
九
年
〕
一

月
八
日
付
で
、
永
養
寺
の
再
建
下
知
状
を
出
し
た
の
は
、
京
都
所
司
代
の
村

井
貞
勝
（
織
田
信
長
の
家
臣
）
で
あ
り
、
信
長
の
支
配
が
こ
の
官
僚
組
織
の

上
に
乗
っ
か
っ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
ま
す
。

こ
こ
で
、
ま
た
ま
た
、
豊
臣
秀
吉
の
「
天
正
の
地
割
」
が
顔
を
出
し
ま

す
。
永
養
寺
町
は
東
中
筋
通
の
両
側
町
で
、
こ
の
東
中
筋
通
こ
そ
は
、
第
3

回
で
述
べ
た
よ
う
に
、
天
使
突
抜
町
が
で
き
た
と
き
に
新
設
さ
れ
た
通
り
で

す
。
こ
の
通
り
の
新
設
に
と
も
な
っ
て
、
天
正
十
三
年
〔
一
五
八
五
年
〕
に
、

永
養
寺
は
、
寺
町
高
辻
へ
移
転
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
（『
京
都
坊
目
誌
』
に
よ

る
）。
権
力
を
た
て
に
、
無
茶
な
こ
と
を
や
っ
た
も
の
で
す
ね
。
町
名
に
「
永

養
寺
」
を
残
し
た
の
は
、
町
衆
の
意
地
で
し
ょ
う
か
。

■

祇

園

祭

菅
大
臣
神
社
の
あ
た
り
は
、
祇
園
祭
で
は
、
鉾
や
山
が
建
ち
ま
す
。
三
枚

あ
る
町
名
看
板
「
佛
光
寺
通
新
町
西
入
菅
大
臣
町
」
3©
〜
5©
の
基
準
は
新

町
仏
光
寺
、
そ
の
四
辻
の
南
に
、
ま
ず
「
岩
戸
山
」（
新
町
通
仏
光
寺
下
ル

岩
戸
山
町
）。
天
照
大
神
の
岩
戸
隠
れ
の
神
話
に
よ
る
も
の
で
、
真
木
は
な

く
屋
上
に
松
を
立
て
、
鉾
と
同
じ
形
を
し
た
曳
山
で
す
。
新
町
仏
光
寺
の
十

字
路
の
北
に
は
、「
船
鉾
」（
新
町
通
綾
小
路
下
ル
船
鉾
町
）、
神
功
皇
后
の

説
話
に
基
づ
き
、
船
の
形
を
し
た
鉾
。

西
洞
院
仏
光
寺
か
ら
西
へ
歩
い
た
、
東
中
筋
通
と
の
丁
字
路
に
、
町
名
看

板
「
東
中
筋
通
佛
光
寺
下
ル
木
賊
山
町
」
6©
。
難
読
の
「
木
賊
山
」
に
「
ト

ク
サ
ヤ
マ
」
と
ル
ビ
が
ふ
っ
て
あ
り
ま
す
。
東
中
筋
通
は
こ
こ
で
い
っ
た
ん

行
き
止
ま
り
。
こ
の
看
板
は
、
本
来
な
ら
、
東
中
筋
通
に
面
し
た
と
こ
ろ
に
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あ
る
は
ず
で
す
が
、
現
在
は
仏
光
寺
通
に
面
し
た
南
側
に
あ
り
ま
す
。
た
ぶ

ん
、
角
の
町
家
の
側
壁
を
改
修
し
た
と
き
に
移
動
し
た
も
の
で
し
ょ
う
。

　ひ
が
し
な
か
す
じ
ど
お
り

東
中
筋
通　

　ぶ
っ
こ
う
じ

佛
光
寺　
　さ
が下　
ル
　と
く
さ
や
ま
ち
ょ
う

木
賊
山
町　
6©

こ
の
町
内
に
は
、
祇
園
祭
の
と
き
、「
　と
く
さ
や
ま

木
賊
山　
」（
仏
光
寺
通
西
洞
院
西
入

ル
木
賊
山
町
）
が
建
ち
ま
す
。
能
の
『
　と
く
さ

木
賊　
』
に
ち
な
ん
だ
も
の
。
わ
が

子
を
さ
ら
わ
れ
た
翁
が
、
信
濃
の
国
は
　そ
の
は
ら

園
原　
、
伏
屋
の
里
で
、
従
者
と
と
も

に
木
賊
を
刈
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
都
の
僧
が
そ
の
子
を
つ
れ
て
通
り
が
か

り
、
父
子
は
再
会
で
き
た
と
い
う
筋
。

平
定
文
家
歌
合
に

坂
上
是
則

そ
の
は
ら
や
ふ
せ
や
に
お
ふ
る
は
は
き
ぎ
の

あ
り
と
は
み
え
て
あ
は
ぬ
君
か
な

新
古
今
和
歌
集
巻
第
十
一
・
恋
歌
一
・
九
九
七

途
中
に
新
古
今
集
の
歌
が
挿
入
さ
れ
、
恋
歌
変
じ
て
、
親
子
が
相
ま
み
え

る
こ
と
の
で
き
な
い
心
情
を
詠
ん
だ
歌
と
し
て
、「
あ
り
と
は
み
え
て
」
の

解
釈
が
風
雅
に
謡
わ
れ
ま
す
。
左
手
に
木
賊
、
右
手
に
鎌
を
も
っ
た
、
悲
し

げ
な
翁
の
像
が
、
木
賊
山
の
ご
神
体
と
な
っ
て
い
ま
す
。

綾
小
路
に
は
、「
　は
く
が
さ
ん

伯
牙
山　
」（
綾
小
路
通
新
町
西
入
ル
矢
田
町
）
が
建
ち
ま

す
。
周
時
代
、
琴
の
名
手
伯
牙
が
、
そ
の
友
人
の
死
に
際
し
て
、
真
に
聴
い

て
く
れ
る
人
が
も
う
い
な
い
と
嘆
い
て
、
琴
を
壊
し
た
と
い
う
故
事
に
ち
な

ん
で
い
ま
す
。
そ
こ
は
、
杉
本
家
住
宅
（
京
都
市
指
定
有
形
文
化
財
）
の
前
。

京
格
子
、
出
格
子
、
　い
ぬ
や
ら
い

犬
矢
来　
、
　む
し
こ
ま
ど

虫
籠
窓　
な
ど
、
京
町
家
の
典
型
的
な
外
観
で

す
。
も
と
は
、
屋
号
「
奈
良
屋
」
の
呉
服
店
で
、
財
団
法
人
「
奈
良
屋
記
念

杉
本
家
保
存
会
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
祇
園
祭
の
際
に
は
、「
伯
牙
山
」
の

お
飾
り
場
に
な
り
、
屏
風
、
祭
に
使
わ
れ
る
ご
神
体
、
豪
華
な
　け
そ
う
ひ
ん

懸
装
品　
な
ど

が
飾
ら
れ
ま
す
。

■

膏
薬
図
子

杉
本
家
住
宅
の
す
ぐ
西
に
は
、「
　こ
う
や
く
の
ず
し

膏
薬
図
子　
」
と
い
う
路
地
が
あ
り
ま
す
。

綾
小
路
か
ら
四
条
へ
抜
け
る
南
北
の
路
地
で
、
い
っ
た
ん
折
れ
曲
が
っ
て
見

通
せ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。「
　こ
う
や
く

膏
薬　
」
は
「
　く
う
や
く
よ
う

空
也
供
養　
」
が
な
ま
っ

た
も
の
と
い
わ
れ
、
こ
の
あ
た
り
に
空
也
上
人
の
道
場
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

こ
の
膏
薬
図
子
は
、
仁
丹
町
名
看
板
の
宝
庫
で
す
。
ま
ず
、
膏
薬
図
子
の

綾
小
路
側
の
入
り
口
の
西
側
に
は
、
町
名
看
板
「
綾
小
路
通
西
洞
院
東
入
上

ル
矢
田
町
」
7©
（
取
材
当
日
は
、
日
差
し
が
強
く
て
、
上
の
部
分
が
庇
の

陰
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
）
が
あ
り
、
東
側
に
は
、「
綾
小
路
通
西
院
東

入
上
ル
矢
田
町
」
8©
が
あ
り
ま
す
。
後
者
は
、「
西
院
」
と
な
っ
て
お
り
、

「
洞
」
が
抜
け
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
脱
字
は
、
わ
た
し
が
知
る
か
ぎ
り
、

こ
の
看
板
だ
け
で
す
。「
東
入
上
ル
」
の
表
記
は
、
芸
が
こ
ま
か
い
。
路
地

を
入
っ
た
場
所
を
示
す
た
め
の
工
夫
で
す
。

町
名
の
「
　や
だ
ち
ょ
う

矢
田
町　
」
は
、
か
っ
て
こ
の
町
に
あ
っ
た
「
矢
田
寺
」
に
由
来

す
る
も
の
で
、
矢
田
地
蔵
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
天
正
十
八

年
〔
一
五
九
〇
年
〕
に
、
豊
臣
秀
吉
の
京
都
改
造
に
と
も
な
っ
て
、
寺
町
三
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ち
な
み
に
、「
　ず

し

図
子　
」
は
「
　ず

し

辻
子　
」
と
も
書
き
、
通
常
は
鉤
型
に
折

れ
曲
が
っ
た
路
地
を
差
し
ま
す
（
真
っ
直
ぐ
の
も
あ
り
ま
す
）。
多

分
、「
天
正
の
地
割
」
以
前
の
市
街
地
で
、
公
権
力
の
強
制
と
は
無

関
係
に
、
土
地
の
有
効
利
用
の
た
め
に
自
然
発
生
し
た
通
路
で
し
ょ

う
。「
図
子
」
と
聞
い
て
、
す
ぐ
頭
に
浮
か
ぶ
の
は
、「
　ど
ん
ぐ
り
の
ず
し

団
栗
図
子　
」。

ま
え
に
も
述
べ
ま
し
た
が
、
京
都
の
市
街
地
を
一
な
め
に
焼
き
尽

く
し
た
と
い
う
天
明
の
大
火
（
一
七
八
八
）
の
火
元
に
な
っ
た
と

こ
ろ
で
す
。

条
上
ル
の
現
在
地
に
移
転
。

路
地
を
北
へ
進
ん
だ
と
こ
ろ
、
東
側
の
壁
面
に
す
こ
し
離
れ
て
、
さ
ら
に

二
枚
、
町
名
看
板
が
あ
り
ま
す
。「
綾
小
路
通
西
洞
院
東
入
上
ル
矢
田
町
」
9©

と
「
綾
小
路
通
西
洞
院
東
入
上
ル
新
釜
座
町
」
10©
。
基
準
の
十
字
路
の
表

示
が
同
じ
で
、
町
名
が
異
な
り
ま
す
。
　お
ん
び
ん

音
便　
の
結
果
で
す
が
、「
釜
座
」
を

「
か
ま
ん
ざ
」
と
読
む
の
も
、
あ
ら
か
じ
め
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
で
き
ま
せ

ん
ね
。
こ
れ
で
、
都
合
四
枚
「
綾
小
路
通
西
洞
院
東
入
上
ル
」
の
部
分
が
共

通
の
町
名
看
板
が
見
つ
か
っ
た
わ
け
で
す
（
一
つ
「
洞
」
が
抜
け
て
い
る
の

が
残
念
）。
こ
ん
な
こ
と
は
滅
多
に
な
い
。
膏
薬
図
子
を
仁
丹
町
名
看
板
の

宝
庫
と
い
う
所
以
で
す

膏
薬
図
子
に
は
、
さ
ら
に
も
う
一
枚
木
製
の
町
名
看
板
「
綾
小
路
通
新
町

西
入
上
新
釜
座
町
」
11©
が
あ
り
ま
す
。
膏
薬
図
子
に
南
か
ら
は
い
る
と
、

町
名
看
板
8©
〜
10©
を
見
た
あ
と
に
東
西
部
分
へ
曲
が
る
と
こ
ろ
、
東
南
側

　あ
や
の
こ
う
じ
ど
お
り

綾
小
路
通　

　に
し
の
と
う
い
ん

西
洞
院　

　ひ
が
し
い
る

東
入　

　あ
が上　
ル
　や
だ
ち
ょ
う

矢
田
町　
7©

　あ
や
の
こ
う
じ
ど
お
り

綾
小
路
通　

　（
あ
や
ま
り
）

西
院　

　ひ
が
し
い
る

東
入　

　あ
が上　
ル
　や
だ
ち
ょ
う

矢
田
町　
8©

　あ
や
の
こ
う
じ
ど
お
り

綾
小
路
通　

　に
し
の
と
う
い
ん

西
洞
院　

　ひ
が
し
い
る

東
入　

　あ
が上　
ル
　や
だ
ち
ょ
う

矢
田
町　
9©

の
か
ど
の
二
階
部
分
に
貼
っ
て
あ
り
ま
す
。
わ
か
り
に
く
い
の
で
以
前
は
見

落
と
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
看
板
は
、
他
の
四
枚
の
看
板
と
は
、
基
準
の
十

字
路
が
違
い
、
綾
小
路
新
町
と
な
っ
て
い
ま
す
。
他
の
四
枚
と
比
べ
る
と
ほ

ん
の
少
し
だ
け
新
町
寄
り
（
柱
一
本
分
だ
け
東
寄
り
）
な
の
で
、
基
準
の
十

字
路
の
取
り
方
は
極
め
て
論
理
的
な
の
で
す
が
、
本
当
に
意
識
し
て
こ
の
よ

う
に
し
た
の
か
ど
う
か
は
、
今
と
な
っ
て
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
仁
丹
の
外
交

官
マ
ー
ク
の
下
に
、
ロ
ー
マ
字
で
「A

Y
A

N
O

K
O

JI

」
と
書
い
て
あ
る
の

も
一
興
。
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　あ
や
の
こ
う
じ
ど
お
り

綾
小
路
通　

　に
し
の
と
う
い
ん

西
洞
院　

　ひ
が
し
い
る

東
入　

　あ
が上　
ル
　し
ん
か
ま
ん
ざ
ち
ょ
う

新
釜
座
町　
10©

　あ
や
の
こ
う
じ
ど
お
り

綾
小
路
通　

　し
ん
ま
ち

新
町　

　に
し
い
る

西
入　

　
あ
が
る上　

　し
ん
か
ま
ん
ざ
ち
ょ
う

新
釜
座
町　
11©
（
木
製
）

さ
ら
に
進
ん
で
、
四
条
通
に
抜
け
る
南
北
の
通
路
の
西
側
の
壁
に
祠
が
埋

め
込
ま
れ
て
い
て
、「『
神
田
神
宮
』
天
慶
年
間
平
将
門
の
首
を
晒
し
た
る
所

也
」
と
書
い
た
銘
板
が
は
め
込
ま
れ
て
い
ま
す
。『
拾
遺
都
名
所
図
会
』
巻
一

に
は
、「
　た
ひ
ら
の
ま
さ
か
ど
の
や
し
ろ

平
将
門
社　
」
と
し
て
、「
新
町
通
の
西
、
四
条
の
南
、
　
か
う
や
く
の
つ
じ

膏
辻
子　

に
あ
り
。
天
慶
三
年
俵
藤
太
秀
郷
等
　ま
さ
か
ど

将
門　
を
滅
し
、
頸
を
此
所
に
梟
し
と
な

り
。
後
世
此
地
に
家
を
建
れ
ば
祟
あ
り
。
故
に
神
に
祝
い
て
神
田
明
神
と
崇

む
。（
後
略
）」
と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
神
体
に
は
、
高
さ
三
尺
ば
か
り
の

瓜
の
よ
う
な
石
を
据
え
た
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
も
し
か
し
た
ら
写
真
下
方
の

コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
埋
も
れ
た
石
が
そ
れ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

祇
園
祭
の
と
き
に
は
、
こ
の
近
辺
に
、「
　あ
し
か
り
や
ま

芦
刈
山　
」（
綾
小
路
通
西
洞
院

西
入
ル
芦
刈
山
町
）、
「
　か
っ
き
ょ
や
ま

郭
巨
山　
」
（
四
条
通
西
洞
院
東
入
ル
郭
巨
山
町
）、

「
　し
じ
ょ
う
か
さ
ぼ
こ

四
条
傘
鉾　
」（
四
条
通
西
洞
院
西
入
ル
傘
鉾
町
）
な
ど
が
建
ち
ま
す
が
、
説

明
は
の
ち
の
機
会
に
譲
り
ま
す
。

　か
ん
だ
じ
ん
ぐ
う

神
田
神
宮　

　し
じ
ょ
う
か
さ
ぼ
こ

四
条
傘
鉾　
の
建
つ
町
内
、
四
条
通
に
面
し
た
南
側
の
店
の
室
内
（
御
誂
各

種
と
書
い
た
看
板
に
隠
れ
て
い
る
の
で
ち
ょ
っ
と
わ
か
り
に
く
い
）
に
、
町

名
看
板
「
四
條
通
西
洞
院
西
入
傘
鉾
町
」
12©
が
あ
り
ま
し
た
。

■

小
野
小
町
の
化
粧
水

四
条
西
洞
院
の
十
字
路
の
東
南
か
ど
（
コ
ン
ビ
ニ
ェ
ン
ス
ス
ト
ア
の
西

壁
）
に
、「
　
け
し
ょ
う
の
み
ず

化
粧
水　
」
の
碑
が
建
っ
て
い
ま
す
。
写
真
に
後
姿
が
写
っ
て
い

る
女
性
は
、
四
条
通
の
南
側
歩
道
を
東
に
向
か
っ
て
歩
い
て
い
ま
す
の
で
、

所
在
地
が
す
ぐ
に
わ
か
り
ま
す
ね
。
現
在
は
井
戸
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
四
条

通
を
挟
ん
だ
向
い
の
京
都
市
伝
統
産
業
振
興
館
「
四
条
京
町
家
」（
下
京
区
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　し
じ
ょ
う
ど
お
り

四
條
通　

　に
し
の
と
う
い
ん

西
洞
院　

　に
し
い
る

西
入　

　か
さ
ほ
こ
ち
ょ
う

傘
鉾
町　
12©

四
条
通
西
洞
院
東
入
ル
北
側
郭
巨
山
町
）
で
、
同
じ
水
脈
か
ら
井
戸
水
が
汲

み
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

『
　み
や
こ
め
い
し
ょ
ず
え

都
名
所
図
会　
』
巻
之
二
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
け
し
や
う
の
み
づ

化
粧
水　
は
西
洞
院
四
条
の
南
に
あ
り
。
い
に
し
へ
、
此
所
に
小

野
小
町
の
別
荘
あ
り
し
な
り
。
こ
れ
よ
り
三
間
ば
か
り
北
に
四

条
通
人
家
の
下
を
西
へ
流
れ
、
西
洞
院
川
へ
落
ち
る
　み
ぞ
か
は

溝
川　
あ
り
、

　あ
い
ぞ
め
が
は

藍
染
川　
と
い
ふ
。
小
野
小
町
に
こ
こ
ろ
を
か
け
し
人
本
望
を
と
げ

ず
此
川
に
　お
ち
い
り

落
入　
て
死
せ
し
と
な
り
。
故
に
婚
礼
の
　こ
し
い
れ

輿
入　
此
橋
を
通

る
事
を
　い
む忌　
。

後
半
は
、
多
分
、
深
草
少
将
の
　も
も百　
　よ夜　
　が
よ通　
い
の
伝
説
を
踏
ま
え
た
伝
承
。「
百

夜
通
い
」
と
は
優
雅
な
ひ
び
き
で
す
が
、
今
の
ご
時
勢
で
は
、
あ
き
ら
か
に

ス
ト
ー
カ
ー
で
す
ね
。「
こ
こ
ろ
を
か
け
し
人
」
も
、
九
十
九
日
目
に
川
に

落
ち
て
死
ん
だ
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ち
な
み
に
、
　ふ
か
く
さ
の
し
ょ
う
し
ょ
う

深
草
少
将　
が
深
草

か
ら
通
っ
た
と
い
う
山
科
の
　ず
い
し
ん
い
ん

随
心
院　
に
も
、「
小
町
化
粧
の
井
戸
」
が
あ
り

ま
す
。

深
草
少
将
の
　も
も百　
　よ夜　
　が
よ通　
い
の
伝
説
は
、
脚
色
さ
れ
て
、
能
『
　か
よ
い
こ
ま
ち

通
小
町　
』
に

化
粧
水
の
碑

な
っ
て
い
ま
す
。
小
野
小
町
は
、
　ふ
だ
ら
く
じ

補
陀
洛
寺　
〔
　こ
ま
ち
で
ら

小
町
寺　
〕
の
あ
る
市
原
で
死

に
、
そ
の
　な
き
が
ら

亡
骸　
は
、
風
雨
に
さ
ら
さ
れ
　ど
く
ろ

髑
髏　
と
化
し
て
い
た
と
い
い
ま
す
。

秋
風
が
吹
く
た
び
に
目
の
穴
に
生
え
た
　
す
す
き
薄　
が
揺
れ
て
痛
い
と
い
う
髑
髏
の
上

の
句
に
対
し
て
、
在
原
業
平
が
下
の
句
を
付
け
た
と
い
う
歌
が
伝
わ
っ
て
い

ま
す
。秋

風
の
吹
く
に
つ
け
て
も
あ
な
め
あ
な
め
　

小
野
と
は
言
は
じ
薄
生
ひ
け
り

日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
集
』
上
「
通
小
町
」

注
三
九
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
〇
）

『
通
小
町
』
の
前
段
は
こ
の
伝
承
を
踏
ま
え
て
い
ま
す
。
ワ
キ
の
僧
の
と
こ
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ろ
へ
、
毎
夜
ツ
レ
の
里
女
が
木
の
実
や
　つ
ま
ぎ

爪
木　
（
小
枝
）
を
も
っ
て
訪
ね
る
の

で
、
い
ぶ
か
し
く
お
も
っ
て
、
名
前
を
尋
ね
ま
す
。「
小
野
と
は
言
は
じ
。
薄

生
ひ
た
る
市
原
野
辺
に
住
む
　ん
ば姥　
ぞ
。
跡
弔
ひ
給
へ
お
僧
」
と
言
っ
て
掻
き
消

え
て
し
ま
い
ま
す
。
後
段
で
は
、
僧
が
小
野
小
町
の
霊
と
悟
っ
て
市
原
野
に

出
向
き
、
成
仏
す
る
よ
う
に
弔
っ
て
い
る
と
、
シ
テ
の
深
草
少
将
の
霊
が
で

て
き
て
、「
い
や
叶
ふ
ま
じ
戒
授
け
給
は
ば
、
う
ら
み
申
す
べ
し
。
は
や
帰

り
給
へ
お
僧
」
と
小
町
の
成
仏
の
邪
魔
を
し
ま
す
。
少
将
は
、
僧
に
百
夜
通

い
の
仔
細
を
、
小
町
と
掛
け
合
い
で
語
っ
た
の
ち
、
二
人
と
も
ど
も
成
仏
す

る
と
い
う
あ
ら
す
じ
。

小
野
小
町
は
六
歌
仙
の
一
人
。
伝
説
が
先
行
し
て
、
実
像
は
よ
く
わ
か
り

ま
せ
ん
。
下
世
話
な
話
で
す
が
、
美
女
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
も
、
実
は
よ
く

わ
か
っ
て
な
い
の
で
す
。
裁
縫
の
仕
付
け
に
使
う
、
糸
穴
の
な
い
針
を
「
ま

ち
針
」
と
い
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
「
小
町
針
」
の
転
じ
た
も
の
。
も
と
に

な
っ
た
伝
承
も
眉
唾
も
の
で
す
。

た
だ
、
わ
か
る
の
は
、
和
歌
と
そ
の
周
辺
の
み
。
次
の
古
今
集
の
歌
は
、

百
人
一
首
に
も
採
ら
れ
て
い
ま
す
。

小
野
小
町

花
の
色
は
う
つ
り
に
け
り
な
い
た
づ
ら
に

我
身
世
に
ふ
る
な
が
め
せ
し
ま
に

古
今
和
歌
集
巻
第
二
・
春
歌
下
・
一
一
三

深
草
少
将
の
話
は
、
あ
く
ま
で
も
伝
承
で
す
が
、
そ
の
も
と
に
な
っ
た
と

思
わ
れ
る
話
が
、
後
撰
和
歌
集
に
載
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
小
野
小
町
と

　そ
う
じ
ょ
う

僧
正　
　へ
ん
じ
ょ
う

遍
昭　
と
の
間
に
あ
っ
た
、
つ
や
め
い
た
歌
の
贈
答
で
す
。

い
そ
の
か
み
と
い
ふ
寺
に
詣
で
て
日
の
く
れ
に
け
れ
ば
、
夜
あ
け
て

ま
か
り
か
へ
ら
ん
と
て
と
ど
ま
り
て
、
こ
の
寺
に
遍
昭
侍
り
と

人
の
つ
げ
侍
り
け
れ
ば
、
も
の
い
ひ
こ
こ
ろ
み
ん
と
て
い
ひ
侍

け
る

小
野
小
町

岩
の
う
へ
に
旅
寝
を
す
れ
ば
い
と
さ
む
し

苔
の
衣
を
わ
れ
に
か
さ
な
ん

後
撰
和
歌
集
巻
第
十
七
・
雑
歌
三
・
一
一
九
五

返
し

遍
昭

世
を
そ
む
く
苔
の
衣
は
た
だ
ひ
と
へ

か
さ
ね
ば
う
と
し
い
ざ
ふ
た
り
ね
ん

後
撰
和
歌
集
巻
第
十
七
・
雑
歌
三
・
一
一
九
六

出
家
す
る
ま
え
は
色
好
み
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
遍
昭
を
、
小
野

小
町
が
多
少
か
ら
か
い
を
こ
め
て
詠
ん
だ
の
に
対
し
て
、
遍
昭
は
、
そ
う
思

わ
れ
て
い
る
な
ら
ま
ま
よ
と
、
道
心
を
衣
に
隠
し
、
さ
ら
り
と
受
け
流
し
て

い
ま
す
。
さ
す
が
に
、
二
人
と
も
　て
だ
れ

手
練　
の
六
歌
仙
、
丁
々
発
止
の
受
け
答
え

で
す
。

こ
の
贈
答
が
脚
色
さ
れ
て
、
歌
物
語
『
大
和
物
語
』
の
百
六
八
段
に
載
っ

て
い
ま
す
。
小
野
小
町
が
正
月
に
清
水
寺
に
詣
で
た
と
き
、
蓑
一
つ
を
着

て
、
腰
に
　ひ
う
ち
げ

火
打
笥　
を
つ
け
た
僧
が
読
経
を
し
て
い
る
の
で
不
思
議
に
お
も
っ

て
、
歌
の
贈
答
を
す
る
と
い
う
、
舞
台
設
定
に
変
わ
っ
て
い
ま
す
。
贈
答
の

あ
と
、
そ
の
僧
が
　し
ょ
う
し
ょ
う
だ
い
と
こ

少
将
大
徳　
（
僧
正
遍
昭
）
で
あ
る
と
察
し
て
、
小
町
が

話
を
し
よ
う
と
追
い
か
け
る
と
、
掻
き
消
え
て
し
ま
っ
た
と
あ
り
ま
す
。
こ

れ
ら
の
話
が
伝
わ
る
う
ち
に
、
深
草
少
将
の
百
夜
通
い
の
話
に
発
展
し
た
も

の
と
お
も
わ
れ
ま
す
。

遍
昭
〔
八
一
六
〜
八
九
〇
〕
は
、
桓
武
天
皇
の
孫
で
、
俗
名
は
、
　よ
し
み
ね
の
む
ね
さ
だ

良
岑
宗
貞　
。
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深
草
の
帝（
仁
明
天
皇
）の
　く
ろ
う
ど

蔵
人　
。仁
明
天
皇
の
死
後
、出
家
。六
歌
仙
の
一
人
。

出
家
譚
は
、『
今
昔
物
語
』巻
十
九
第
一
話「
　と
う
の
し
ょ
う
し
ょ
う

頭
少
将　

　よ
し
み
ね
の
む
ね
さ
だ

良
岑
宗
貞　
　し
ゅ
っ
け
せ
る
こ
と

出
家
話　
」

と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
百
人
一
首
に
採
ら
れ
て
い
る
僧
正
遍
昭
の
歌

は
、
古
今
和
歌
集
所
載
の
も
の
で
、
作
者
は
出
家
前
の
名
前
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　ご
せ
ち

五
節　
の
舞
ひ
め
を
み
て
よ
め
る

よ
し
み
ね
の
む
ね
さ
だ

あ
ま
つ
風
雲
の
か
よ
ひ
ぢ
吹
き
と
ぢ
よ

乙
女
の
姿
し
ば
し
と
ど
め
ん

古
今
和
歌
集
巻
第
十
七
・
雑
歌
上
・
九
七
二

つ
い
で
に
、
今
回
歩
い
た
界
隈
か
ら
は
、
ず
っ
と
離
れ
て
い
ま
す
が
、
和

歌
の
名
手
で
あ
っ
た
小
野
小
町
に
ゆ
か
り
の
井
戸
と
し
て
、「
小
野
小
町
雙

紙
洗
水
遺
跡
」
の
碑
が
、
一
条
戻
橋
東
（
上
京
区
一
条
通
堀
川
東
入
ル
北

側
）
の
駐
車
場
の
片
隅
に
あ
り
ま
す
。
能
の
『
　そ
う
し
あ
ら
い
こ
ま
ち

草
子
洗
小
町　
』
に
ち
な
ん
だ

井
戸
で
す
。
ま
た
、
そ
の
界
隈
に
出
か
け
た
と
き
に
ご
紹
介
す
る
こ
と
に
い

た
し
ま
し
ょ
う
。
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