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伝
説
研
究
の
視
点
と
方
法 

       
─
関
東
の
安
倍
晴
明
伝
説
を
め
ぐ
っ
て
─ 

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
教
授
・
総
合
研
究
大
学
院
大
学
教
授�

　
小
池
　
淳
一

は
じ
め
に

た
だ
い
ま
、
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
小
池
で
ご
ざ
い
ま
す
。

さ
き
ほ
ど
佐
藤
さ
ん
か
ら
具
体
的
な
地
域
に
お
け
る
伝
説
の
あ
り
よ
う
、
芸
能
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
と
、

そ
れ
を
準
備
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
環
境
、
人
々
の
思
い
を
紹
介
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
私
は
、
も
う
少
し
広
く
伝

説
研
究
が
こ
れ
ま
で
ど
う
い
う
視
点
で
進
め
ら
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
、
そ
れ
と
共
に
具
体
的

に
関
東
地
方
の
安
倍
晴
明
の
伝
説
を
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
ら
を
見
な
が
ら
こ
れ
ま
で
の
伝
説
研
究
の
視
点
を
確
認

し
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
全
体
と
し
て
、
佐
藤
さ
ん
の
お
話
と
あ
わ
せ
て
現
代
に
お
け
る
伝
説

が
語
る
も
の
は
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
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ま
ず
、
伝
説
と
い
う
言
葉
は
現
代
の
日
本
の
中
で
も
非
常
に
よ
く
使
わ
れ
る
言
葉
で
難
し
く
な
い
言
葉
だ
と
思

い
ま
す
が
、
実
は
、
日
本
の
民
俗
学
の
中
で
は
学
術
用
語
と
し
て
非
常
に
古
く
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
研
究
対
象

で
す
。
伝
説
に
あ
た
る
も
の
は
、
江
戸
時
代
も
研
究
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
近
代
に
な
っ
て
伝
説
研
究
は
改

め
て
民
俗
学
の
枠
の
中
で
始
め
ら
れ
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
最
初
に
確
認
し
て
お
き
ま
す
。

伝
説
研
究
の
流
れ

そ
の
担
い
手
に
な
っ
た
の
は
、
若
く
し
て
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
民
俗
学
・
神
話
学
者
で
あ
る
高
木
敏
雄
で
、

こ
の
人
が
ま
と
め
た
『
日
本
伝
説
集
』（
一
九
一
三
年
）
と
い
う
本
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
本
は
、
朝
日
新

聞
紙
上
で
「
皆
さ
ん
の
知
っ
て
い
る
伝
説
を
寄
せ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
形
で
広
く
呼
び
か
け
を
し
て
、
集
ま
っ

た
伝
説
を
分
類
し
て
本
に
し
た
も
の
で
す
。
こ
れ
が
民
俗
学
、
近
代
の
伝
説
研
究
の
始
ま
り
に
ま
ず
位
置
づ
け
ら

れ
ま
す
。
そ
の
後
が
問
題
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
後
の
近
代
の
民
俗
学
に
お
け
る
伝
説
研
究

と
い
う
の
は
、
大
き
く
三
つ
の
成
果
、
画
期
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

第
一
の
成
果
は
、
先
に
言
っ
た
高
木
敏
雄
と
一
緒
に
民
俗
学
の
研
究
─
当
時
は
郷
土
研
究
と
言
っ
た
わ
け
で
す

け
れ
ど
も
─
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
柳
田
國
男
に
よ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
一
言
で
言
う
と
、
固
有
信
仰
の

発
見
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
す
。

順
を
追
っ
て
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
先
ほ
ど
の
高
木
敏
雄
の
『
日
本
伝
説
集
』
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
柳
田
は
、

『
山
島
民
譚
集
』
と
い
う
本
を
書
き
ま
す
。
そ
の
次
に
、『
日
本
神
話
伝
説
集
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
子
ど
も
向
け

に
書
い
て
、
後
に
『
日
本
の
伝
説
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
変
更
に
な
る
、
今
で
も
文
庫
本
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
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本
が
出
ま
す
。
さ
ら
に
『
木
思
石
語
』
と
い
う
大

変
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
言
い
方
で
伝
説
を
語
っ
た
本

が
続
き
ま
す
。
そ
し
て
、
一
九
四
〇
年
に
は
岩
波

新
書
と
し
て
『
伝
説
』
と
い
う
本
を
出
版
し
て
い

ま
す
【
写
真
１
】。
や
が
て
戦
後
に
な
っ
て
『
日

本
伝
説
名
彙
』（
一
九
五
〇
年
）
と
い
う
本
を
ま

と
め
ま
し
た
。
こ
れ
で
柳
田
國
男
の
伝
説
研
究
は

ほ
ぼ
終
息
し
ま
す
。

伝
説
と
固
有
信
仰

柳
田
は
、
高
木
敏
雄
と
一
緒
に
郷
土
研
究
を
始
め
た
ご
く
初
期
の
時
代
か
ら
戦
後
に
至
る
ま
で
継
続
的
に
伝
説

の
研
究
書
を
刊
行
し
て
い
く
ん
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
伝
説
に
対
す
る
興
味
関
心
を
生
涯
、
持
ち
続
け
て
い
た
と
い

う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
伝
説
研
究
を
考
え
る
と
き
に
は
、
柳
田
國
男
の
民
俗
学
研
究
全
体
を
見
渡
し
な
が
ら

考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
面
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
は
あ
ま
り
に
も
問
題
が
大
き
く
な
り
す

ぎ
ま
す
。
こ
の
中
か
ら
今
日
一
点
だ
け
、
こ
だ
わ
っ
て
お
き
た
い
の
は
、
固
有
信
仰
の
発
見
と
い
う
こ
と
で
す
。

柳
田
國
男
【
写
真
２
】
が
最
初
の
郷
土
研
究
の
段
階
か
ら
晩
年
に
至
る
ま
で
強
く
言
い
続
け
た
こ
と
は
、
伝
説

は
歴
史
の
類
似
物
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
、
伝
説
は
固
有
信
仰
を
示
す
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

固
有
信
仰
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
り
ま
す
が
、
民
俗
学
の
研
究
の
中
で
は
固
有
信
仰
と
い
う
言
葉 【写真１】　「伝説」柳田国男著／岩波新書
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は
非
常
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
言
葉
で
す
。
ど

う
い
う
と
こ
ろ
で
知
ら
れ
て
い
る
か
と
言
う
と

戦
後
、
日
本
が
太
平
洋
戦
争
で
負
け
た
後
に
柳

田
國
男
が
非
常
に
強
く
意
識
し
て
こ
の
固
有
信

仰
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
す
。
一
九
四
六

年
に
刊
行
さ
れ
た
『
先
祖
の
話
』
と
い
う
本
、

こ
れ
も
今
で
は
文
庫
本
で
読
む
こ
と
が
で
き
ま

す
け
れ
ど
も
、
こ
の
『
先
祖
の
話
』
と
い
う
本

の
中
で
力
強
く
説
い
た
の
は
、
日
本
人
は
ず
っ

と
固
有
信
仰
を
持
ち
続
け
て
き
た
ん
だ
と
。
そ

れ
が
日
本
人
の
さ
ま
ざ
ま
な
生
活
、
行
動
を
規

定
し
て
い
る
ん
だ
と
。
そ
の
固
有
信
仰
は
、
も
う
一
つ
言
う
と
祖
先
、
先
祖
を
敬
い
、
そ
の
先
祖
か
ら
受
け
継
い

だ
家
を
大
切
に
伝
え
て
い
く
祖
霊
信
仰
、
そ
う
い
う
発
想
が
あ
る
ん
だ
よ
と
い
う
こ
と
を
柳
田
は
言
い
ま
す
。

民
俗
学
で
は
、
そ
の
後
、
柳
田
國
男
が
果
た
し
て
言
っ
た
と
お
り
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
検
証
、
あ
る
い
は

批
判
し
て
い
き
ま
す
。
祖
霊
信
仰
論
、
そ
し
て
、
固
有
信
仰
を
批
判
し
、
乗
り
越
え
る
と
い
う
こ
と
が
民
俗
学
の

テ
ー
マ
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

こ
の
戦
後
の
柳
田
が
説
く
固
有
信
仰
と
伝
説
研
究
に
お
け
る
固
有
信
仰
と
い
う
の
が
、
実
は
一
致
し
な
い
ん
だ

と
い
う
こ
と
が
、
私
は
伝
説
研
究
の
中
で
ま
ず
一
つ
目
に
重
要
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
今
、
申
し
あ
げ
た

【写真２】　出典：�国立国会図書館「近代日本人の肖像」�
（https://www.ndl.go.jp/portrait/）
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よ
う
に
ご
先
祖
様
を
大
切
に
す
る
と
か
、
受
け
継
が
れ
て
き
た
家
を
大
切
に
す
る
と
い
う
意
味
で
の
固
有
信
仰
で

は
な
く
て
、
柳
田
國
男
の
伝
説
研
究
の
中
に
あ
っ
た
の
は
、
水
辺
で
神
様
を
ま
つ
る
、
そ
の
中
で
女
性
が
重
要
な

役
割
を
果
た
す
ん
だ
と
い
う
こ
と
。
さ
ら
に
、
水
辺
に
現
れ
る
神
様
は
、
と
き
に
は
子
ど
も
の
姿
を
し
て
現
れ
る

ん
だ
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
、
固
有
信
仰
と
伝
説
研
究
の
中
で
は
呼
ん
で
い
る
の
で
す
。
そ
れ
ら
と
戦
後
の
固

有
信
仰
、
祖
霊
信
仰
論
と
は
大
き
く
異
な
る
。
同
じ
固
有
信
仰
と
い
っ
て
も
意
味
内
容
に
隔
た
り
が
あ
る
と
い
う

こ
と
で
、
そ
れ
を
ど
う
考
え
る
か
、
が
問
題
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

伝
説
と
固
有
名
詞

伝
説
に
関
し
て
言
う
な
ら
ば
、
源
義
経
が
ど
う
し
た
と
か
、
弘
法
大
師
が
ど
う
し
た
と
か
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る

固
有
名
詞
は
伝
説
を
研
究
す
る
上
で
は
、
あ
ま
り
重
要
で
は
な
い
ん
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。
固
有
名
詞
、
個
々
の

名
前
と
い
う
の
は
大
切
で
は
な
く
て
、
そ
う
い
う
パ
タ
ー
ン
の
よ
う
な
も
の
─
女
性
が
水
辺
で
お
祭
り
に
類
し
た

行
為
を
す
る
ん
だ
と
か
、
あ
る
い
は
、
水
中
の
世
界
か
ら
小
さ
い
子
ど
も
が
や
っ
て
く
る
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
こ

と
─
が
、
問
題
に
な
る
。
つ
ま
り
、
伝
説
に
く
っ
つ
い
て
い
る
、
わ
れ
わ
れ
が
「
こ
こ
に
源
義
経
が
来
た
ん
だ
」

と
か
、「
弘
法
大
師
が
、
こ
こ
で
杖
を
立
て
た
ん
だ
」
と
か
、
そ
う
い
っ
た
場
合
の
固
有
名
詞
は
問
題
に
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
を
強
く
柳
田
國
男
は
言
い
続
け
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
後
い
ろ
い
ろ
と
批
判
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
二
つ
目
の
画
期
と
し
て
挙
げ

た
い
の
は
、
固
有
名
詞
の
復
権
と
私
が
呼
ん
で
い
る
も
の
で
す
。
柳
田
國
男
は
伝
説
を
研
究
す
る
上
で
、
そ
う
い

っ
た
固
有
名
詞
は
関
係
な
い
と
い
う
か
、
あ
ま
り
重
視
し
て
は
い
け
な
い
ん
だ
、
そ
れ
に
囚
わ
れ
過
ぎ
て
は
い
け
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な
い
ん
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
囚
わ
れ
る
こ
と
、
こ
だ
わ
り
す
ぎ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
デ
メ
リ
ッ
ト

が
大
き
す
ぎ
る
と
言
い
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
本
当
に
こ
こ
に
源
義
経
が
来
た
ん
だ
と
か
、
弘
法
大
師
が
こ
こ
ま
で
や
っ
て
き
た
ん
だ
と
い
う
ふ
う

に
考
え
る
こ
と
で
、
そ
の
地
域
の
歴
史
を
書
き
直
そ
う
と
す
る
よ
う
な
動
き
に
対
す
る
け
ん
制
を
す
る
わ
け
で
す
。

伝
説
に
く
っ
つ
い
て
い
る
固
有
名
詞
を
信
じ
す
ぎ
る
と
歴
史
を
書
き
換
え
た
く
な
る
。
そ
れ
は
誤
っ
た
方
向
で
あ

る
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
、
何
に
対
す
る
批
判
か
と
い
う
と
戦
前
の
郷
土
史
─
地
域
の
歴
史
を
地
域
の
人
た

ち
が
書
こ
う
と
す
る
営
み
─
の
中
で
伝
説
を
使
っ
て
し
ま
う
、
伝
説
の
固
有
名
詞
を
信
じ
て
し
ま
う
こ
と
が
大
き

な
デ
メ
リ
ッ
ト
だ
と
い
う
の
で
す
。

第
二
の
画
期
と
し
て
は
、
そ
の
こ
と
自
体
が
批
判
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
要
す
る
に
、
柳
田
國
男
は
固

有
名
詞
を
無
視
し
な
さ
い
、
あ
る
い
は
、
あ
ま
り
重
く
見
て
は
い
け
ま
せ
ん
よ
、
と
言
っ
た
け
れ
ど
も
、
で
も
、

や
っ
ぱ
り
伝
説
が
地
域
の
中
で
伝
え
ら
れ
て
い
く
中
で
は
固
有
名
詞
は
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
改
め
て
見
直
す
、
再
評
価
し
て
い
く
わ
け
で
す
。

そ
れ
は
、
歴
史
の
研
究
で
言
う
な
ら
ば
、
お
国
自
慢
が
中
心
で
あ
っ
た
郷
土
史
か
ら
脱
皮
し
て
、
日
本
全
体
を

見
据
え
な
が
ら
地
域
の
果
た
し
て
き
た
役
割
や
位
置
を
考
え
直
し
て
い
く
動
き
と
連
動
し
ま
す
。
地
方
史
で
あ
る

と
か
、
も
っ
と
後
に
な
る
と
地
域
史
と
い
う
言
い
方
で
歴
史
学
が
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
て

い
く
、
そ
の
動
き
の
中
で
、
な
ぜ
、
こ
の
地
域
で
、
例
え
ば
源
義
経
で
あ
る
と
か
弘
法
大
師
で
あ
る
と
か
、
そ
う

い
っ
た
名
前
が
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
か
。
単
な
る
お
国
自
慢
で
は
な
く
て
、
そ
う
い
っ
た
地
域
社
会
の
歴
史
認
識

の
中
に
位
置
づ
け
る
必
要
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
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で
す
か
ら
、
固
有
名
詞
に
あ
ま
り
こ
だ
わ
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
柳
田
の
主
張
に
対
し
て
、
で
も
、
現
実
に

地
域
の
人
は
こ
だ
わ
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
こ
だ
わ
り
こ
そ
が
問
題
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
第

二
の
画
期
で
す
。
つ
ま
り
、
歴
史
研
究
の
変
化
と
共
に
伝
説
研
究
の
注
目
点
も
変
わ
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

も
う
一
つ
は
、
こ
の
固
有
名
詞
の
問
題
は
文
学
と
の
関
わ
り
合
い
と
し
て
も
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
ぞ

れ
の
地
域
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
固
有
名
詞
、
伝
説
に
登
場
す
る
個
々
の
有
名
な
人
物
の
名
前
は
、
実

は
、
地
域
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
文
学
作
品
が
受
け
止
め
ら
れ
る
─
民
俗
学
で
言
う
文
学
と
い
う
の
は
、
単
に
本

を
読
む
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
て
、
先
ほ
ど
の
佐
藤
さ
ん
の
お
話
に
あ
っ
た
よ
う
な
芸
能
の
形
で
伝
え
ら
れ
た
り
、

さ
ま
ざ
ま
な
芸
能
者
、
物
語
を
伝
え
る
よ
う
な
専
門
家
が
地
域
を
回
っ
て
口
頭
で
表
現
す
る
よ
う
な
、
そ
う
い
っ

た
動
き
ま
で
も
含
め
て
の
文
学
だ
と
呼
ば
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
─
そ
う
い
っ
た
文
学
作
品
を
読

ん
だ
り
、
聞
い
た
り
し
て
、
あ
の
場
所
は
小
野
小
町
が
来
て
何
か
し
た
と
こ
ろ
な
ん
だ
と
か
、
そ
う
い
っ
た
地
域

社
会
の
中
の
文
学
に
対
す
る
興
味
と
伝
説
と
が
結
び
つ
い
て
い
く
と
い
う
場
合
も
あ
る
わ
け
で
す
。

つ
ま
り
、
地
域
と
結
び
つ
い
て
い
る
文
学
作
品
の
問
題
、
文
学
の
受
容
の
問
題
と
し
て
固
有
名
詞
の
問
題
を
捉

え
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
が
伝
説
研
究
の
二
つ
目
の

画
期
で
す
。
そ
の
こ
と
は
、
個
々
の
固
有
名
詞
が
な
ぜ
必
要
と
さ
れ
た
の
か
、
固
有
名
詞
に
こ
だ
わ
る
こ
と
で
地

域
性
と
い
う
も
の
が
あ
ぶ
り
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
の
か
、
そ
う
い
っ
た
問
題
意
識
に
整
理
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

私
が
関
わ
っ
た
仕
事
で
言
う
と
『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』
と
い
う
雑
誌
で
「
創
ら
れ
る
伝
説
」
と
い
う
特
集

号
（
七
〇
巻
一
〇
号
）
を
二
〇
〇
五
年
に
つ
く
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
今
、
お
話
し
た
よ
う
な
こ
と
を
編
集
方
針

に
し
ま
し
た
。
固
有
名
詞
を
も
う
一
遍
気
に
し
て
み
よ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
伝
説
が
、
あ
え
て
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
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な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
地
域
の
歴
史
意
識
で
あ
る
と
か
、
説
話
、
つ
ま
り
文
学

と
の
か
か
わ
り
を
考
え
る
き
っ
か
け
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
特
集
号
を
組
ん
で
み
ま
し
た
。
二
〇

人
近
い
人
た
ち
に
論
文
を
書
い
て
も
ら
っ
た
思
い
出
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
ま
で
が
、
固
有
信
仰
を
言
い
た
い
柳
田

國
男
、
そ
し
て
、
そ
の
次
の
固
有
名
詞
を
も
う
一
遍
見
直
そ
う
と
す
る
二
〇
〇
〇
年
代
初
め
ぐ
ら
い
ま
で
の
研
究

動
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

伝
説
継
承
の
主
体

そ
し
て
、
三
番
目
の
画
期
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
私
は
こ
れ
が
顕
著
に
な
っ
た
の
は
、
ご
く
最
近
、
東
日
本

大
震
災
以
降
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
伝
説
の
主
体
を
問
う
、
伝
説
を
語
っ
て
い
る
人
が
ど
う
い

う
立
場
で
ど
う
い
う
思
い
で
そ
の
伝
説
を
伝
え
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
焦
点
を
あ
て
る
研
究
が
三
番
目
の
画

期
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
簡
単
に
言
う
と
地
域
社
会
に
お
け
る
伝
説
の
意
味
で
あ
る
と
か
、
地
域
の

な
か
で
果
た
し
て
い
る
機
能
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
伝
説
を
伝
え
て
い
る
担
い
手
、
伝
え
て
い
る
人
が
、
ど
う
し

て
そ
の
伝
説
を
語
ろ
う
と
す
る
の
か
、
伝
え
よ
う
と
す
る
の
か
、
そ
の
理
由
を
問
題
に
す
る
わ
け
で
す
。

言
い
方
を
変
え
る
と
、
そ
れ
は
文
化
資
源
な
ん
だ
と
い
う
捉
え
方
で
す
。
わ
れ
わ
れ
の
暮
ら
し
の
中
、
生
活
文

化
の
中
で
、
そ
れ
を
い
ろ
い
ろ
な
形
で
利
用
し
て
い
け
る
、
活
用
し
て
い
け
る
、
そ
う
い
っ
た
資
源
と
し
て
伝
説

が
あ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
は
「
地
域
の
中
で
よ
り
詳
細
に
コ
ト
と
コ
ト
バ
と
の
組
み
合
わ
せ
を
問
う
」
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。
コ

ト
と
い
う
の
は
、
伝
説
が
結
び
つ
い
て
い
る
石
で
あ
る
と
か
、
水
で
あ
る
と
か
、
山
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
神
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様
で
あ
る
と
か
、
そ
う
い
っ
た
具
体
的
な
も
の
で
す
。
そ
れ
と
そ
の
伝
説
の
ス
ト
ー
リ
ー
、
お
話
、
コ
ト
バ
、
説

話
、
こ
れ
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
ら
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
ど
う
い
っ
た
方
向

性
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
そ
の
方
向
性
を
考
え
る
こ
と
が
、
現
代
に
お
い
て
伝
説
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
意

味
を
考
え
る
こ
と
だ
し
、
こ
れ
か
ら
の
、
未
来
の
伝
説
の
行
方
を
見
通
す
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
短
い
も
の
で
そ
れ
ほ
ど
私
も
理
論
的
に
詰
め

て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、「
伝
説
の
継
承
と
そ
の
主
体
」（『
地
域
史
研
究
─
尼
崎
市
立
地
域
史

料
館
紀
要
─
』
一
一
七
号
、
二
〇
一
七
年
）
と
い
う
文
章
を
書
い
て
み
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
が
、
な
ぜ
東
日
本
大
震
災
以
降
に
顕
著
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
付
け
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

こ
れ
は
震
災
の
後
、
民
俗
学
の
中
で
非
常
に
盛
ん
に
な
っ
た
領
域
で
す
。
津
波
と
か
、
地
震
災
害
に
関
す
る
伝
説

を
掘
り
起
こ
し
て
見
直
し
て
い
こ
う
と
い
う
動
き
が
あ
り
ま
し
た
。
よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
日
本

で
は
災
害
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
歴
史
学
の
上
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
時

代
ご
と
に
分
析
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
平
安
時
代
に
も
こ
う
い
っ
た
津
波
が
あ
っ
た
と
か
、
明
治
に
な
っ
て
か
ら

も
何
回
も
津
波
に
襲
わ
れ
て
い
る
と
か
、
地
震
が
あ
っ
た
と
か
、
そ
う
し
た
動
向
と
呼
応
す
る
よ
う
に
民
俗
学
で

も
災
害
に
関
す
る
伝
説
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
す
。

そ
の
と
き
に
見
え
て
き
た
の
が
、
伝
説
の
主
体
の
問
題
、
あ
る
い
は
、
ど
う
い
っ
た
方
向
性
を
持
っ
て
伝
説
が

語
ら
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
災
害
を
語
る
伝
説
と
い
う
の
は
、
単
に
災
害
が
あ
っ
た
と

い
う
記
憶
を
継
承
し
て
い
く
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
伝
説
を
伝
え
る
こ
と
で
、
例
え
ば
、
津
波
が
あ
っ
た
ら
ま
ず

こ
の
山
ま
で
逃
げ
な
さ
い
、
と
か
、
こ
の
森
ま
で
行
け
ば
助
か
る
よ
と
か
、
そ
う
い
っ
た
形
で
語
ら
れ
て
い
る
。
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つ
ま
り
、
地
域
の
危
機
管
理
の
あ
り
方
、
あ
る
い
は
、
避
難
の
目
安
に
な
る
よ
う
な
内
容
が
伝
え
ら
れ
る
の
だ
と

い
う
こ
と
で
す
。

そ
う
い
っ
た
こ
と
を
意
識
し
て
人
々
は
伝
説
を
伝
え
て
き
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
、
東
日
本
大
震
災
後
に
伝
説

研
究
を
し
て
い
っ
た
方
々
は
気
が
つ
き
ま
し
た
。
も
と
も
と
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
と
し
て
伝
説
が
あ
っ
た
。
そ

れ
を
わ
れ
わ
れ
は
忘
れ
か
け
て
い
た
け
れ
ど
も
、
実
は
地
域
の
伝
説
と
い
う
の
は
そ
う
い
っ
た
危
機
管
理
の
問
題

で
あ
り
、
減
災
、
防
災
の
意
味
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
、
こ
こ
十
数
年
の
伝
説
研
究
は
気
づ
い
て
き
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
の
主
体
は
地
域
の
人
た
ち
だ
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
っ
た
防
災
意
識
を
持
っ
た
人
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
減
災

や
防
災
に
つ
な
が
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
第
三
の
画
期
と
し
て
「
伝
説
の
主
体
を

問
う
」
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
と
関
わ
っ
て
い
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
う
し
た
伝
説
研
究
の
歩
み
か
ら
汲
み
上
げ
る
べ
き
こ
と
は
三
つ
。
ま
ず
、
信
仰
の
発
見
と
い
う
こ
と
。
そ
れ

か
ら
、
固
有
名
詞
の
意
味
と
い
う
こ
と
。
さ
ら
に
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
主
体
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
の

か
と
い
う
こ
と
。
信
仰
の
発
見
、
固
有
名
詞
、
主
体
が
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
ら
が
伝
説
の
研
究
か
ら
汲
み
上
げ
る
べ
き
視
点
で
す
け
れ
ど
も
、
大
事
な
こ
と
は
、
こ
れ
ら
は
柳
田
國
男

の
時
代
に
、
大
正
時
代
か
ら
や
っ
て
い
る
こ
と
だ
か
ら
、
も
う
古
い
、
い
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
ご
く
最
近
に
興
っ
た
新
し
い
研
究
動
向
だ
か
ら
、
そ
れ
が
本
当
に
定
着
す
る
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
形
で

低
く
見
た
り
、
小
さ
く
見
た
り
し
な
い
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
ら
の
三
つ
の
視
点
は
、
ど
れ
も
並
行
し
て
意
識
し
て
、

分
析
の
方
法
と
し
て
は
柔
軟
に
用
い
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
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つ
ま
り
、
自
然
科
学
の
研
究
の
よ
う
に
そ
れ
ま
で
の
仮
説
や
方
法
が
乗
り
越
え
ら
れ
て
い
っ
て
最
新
の
方
法
や

視
点
だ
け
が
有
効
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
古
い
視
点
、
懐
か
し
い
方
法
論
も
十
分
に
使
え
る
と
い
う

か
、
活
用
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
覚
え
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
う
い
う
理
屈
と
い
う
か
、
抽
象
的
な
話
だ
け
で
は
面
白
く
な
い
の
で
、
後
半
は
具
体
的
に
私
が
今
、
取
り
組

ん
で
い
る
安
倍
晴
明
の
伝
説
に
つ
い
て
、
今
、
申
し
あ
げ
た
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
お
話
を
し
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。

関
東
に
お
け
る
安
倍
晴
明
伝
説
の
例

最
初
に
確
認
し
ま
す
と
安
倍
晴
明
は
平
安
時
代
の
実
在
の
陰
陽
師
で
す
。
天て

ん
も
ん
と
く
ご
う
し
ょ
う

文
得
業
生
、
陰い

ん
よ
う
し
ょ
う
さ
か
ん

陽
少
属
、
天
文
博

士
な
ど
を
歴
任
し
て
い
ま
す
。
わ
か
り
や
す
く
言
い
ま
す
と
、
御
堂
関
白
と
呼
ば
れ
た
藤
原
道
長
と
同
時
代
の
人

物
な
の
で
す
ね
。

そ
れ
か
ら
、
こ
れ
も
ぜ
ひ
こ
れ
か
ら
の
お
話
に
関
連
し
て
覚
え
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、

晴
明
の
子
孫
と
い
う
の
が
、
そ
の
後
、
長
く
陰
陽
道
に
関
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
た
だ
し
、
姓
が
土
御
門
に
変
わ
り

ま
す
。
そ
し
て
、
江
戸
時
代
に
な
る
と
陰
陽
道
の
本
所
に
な
っ
て
い
く
の
が
、
こ
の
安
倍
晴
明
の
子
孫
で
あ
る
土

御
門
家
で
す
。
安
倍
晴
明
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
、
こ
う
い
う
図
像
【
写
真
３
】
で
知
ら
れ
て
い
る
人
物
で
す
。

伝
説
研
究
の
上
か
ら
考
え
る
と
こ
の
安
倍
晴
明
の
伝
説
に
は
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
安
倍
晴
明
は
、
今
、
申
し
あ

げ
た
よ
う
に
朝
廷
、
貴
族
社
会
の
中
で
活
躍
し
た
人
物
で
、
た
ぶ
ん
、
京
都
を
離
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ

れ
ま
す
。
京
都
に
生
き
、
京
都
で
死
ん
で
い
っ
た
人
で
す
。
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【写真３】　出典：絹本着色安倍晴明画像／阿倍王子神社蔵
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先
ほ
ど
か
ら
申
し
上
げ
た
よ
う
に
空
海
、
弘
法
大
師
は
、
も
し
か
し
た
ら
さ
ま
ざ
ま
な
国
を
回
っ
た
か
も
し
れ

な
い
。
あ
る
い
は
、
源
義
経
は
、
お
兄
さ
ん
の
頼
朝
に
い
じ
め
ら
れ
て
平
泉
ま
で
逃
げ
て
行
っ
た
ん
だ
か
ら
、
そ

の
途
中
で
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
義
経
は
こ
の
土
地
に
来
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
い
っ
た
可
能
性
は
、
伝
説
の
主

人
公
に
と
っ
て
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
安
倍
晴
明
に
関
し
て
は
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う

と
思
わ
れ
ま
す
。
要
す
る
に
、
安
倍
晴
明
に
関
し
て
は
伝
説
が
事
実
だ
っ
た
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と

で
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
関
東
に
安
倍
晴
明
の
伝
説
が
あ
る
の
は
な
ぜ
か
。
そ
う
い
う
疑
問
を
持
ち
な
が
ら
、

具
体
的
な
伝
説
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
、
茨
城
県
の
筑
西
市
猫
島
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
安
倍
晴
明
の
出
生
、
生
誕
の
伝
説
が
あ
り
ま
す
。
筑
西

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
文
章
を
適
宜
、
利
用
し
て
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。

【
事
例
１
・
猫
島
】

茨
城
県
筑
西
市
に
は
、
安
倍
晴
明
が
こ
の
地
で
生
ま
れ
た
と
い
う
伝
説
が
あ
る
。
同
市
猫
島
の
高
松
家
に
は

「
晴
明
傳
記
」
と
い
う
書
物
の
版
木
が
継
承
さ
れ
て
お
り
、
同
家
の
敷
地
内
に
は
「
晴
明
神
社
」
や
「
五
角
の
井

戸
」
な
ど
も
残
さ
れ
て
い
る
。
晴
明
神
社
の
祭
日
に
は
赤
飯
が
供
え
ら
れ
、「
五
角
の
井
戸
」
の
水
は
「
乳
の
出

が
良
く
な
る
」「
眼
病
に
効
く
」
と
い
い
伝
え
が
あ
っ
た
。
猫
島
に
は
晴
明
ゆ
か
り
の
伝
説
を
持
つ
橋
を
記
念
し

た
晴
明
橋
公
園
が
あ
る
。
宮
山
ふ
る
さ
と
ふ
れ
あ
い
公
園
（
筑
西
市
宮
山
）
の
展
望
台
に
は
、
晴
明
伝
説
に
関
す

る
展
示
物
や
歌
碑
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

（
出
典
）https://kitakan-navi.jp/archives/45365

（2023/5
/14 

最
終
閲
覧
）
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筑
西
市
に
は
安
倍
晴
明
が
こ
こ
で
生
ま
れ
た
と
い
う
伝
説
が
あ
っ
て
、
さ
ら
に
そ
れ
に
か
か
わ
る
神
社
や
井
戸
、

地
名
の
伝
説
も
あ
る
わ
け
で
す
。
加
え
て
、『
晴
明
傳
記
』
と
い
う
本
の
版
木
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
筑
西

市
の
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
版
木
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
印
刷
物
を
つ
く
っ
た
と
い
う
こ
と

で
す
。
お
そ
ら
く
江
戸
時
代
に
晴
明
に
関
す
る
何
ら
か
の
で
き
ご
と
が
あ
り
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
の
地
域
で

本
を
印
刷
す
る
ほ
ど
の
需
要
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

安
倍
晴
明
が
こ
こ
で
生
ま
れ
た
と
い
う
伝
説
は
、
中
世
に
書
か
れ
た
陰
陽
道
の
知
識
を
ま
と
め
た
『
簠
簋
』
の

由
来
を
め
ぐ
る
章
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
晴
明
の
伝
記
の
中
に
、
晴
明
は
猫
島
と
い
う
と
こ
ろ
で
生
ま
れ
た
う
ん

ぬ
ん
と
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
受
け
止
め
て
こ
う
い
っ
た
こ
と
を
言
い
出
し
た
の
で
は
な
い
の
か
な
、
と
思
わ
れ
ま

す
。
そ
の
逆
も
あ
る
い
は
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
─
。
少
な
く
と
も
現
代
に
伝
わ
っ
て
い
る
こ
の
地
の

晴
明
伝
説
は
、
近
世
的
な
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
地
の
伝
説
の
構
成
要
素
で
あ
る
『
晴
明
傳
記
』
と
い
う
本
は
江
戸
時
代
に
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
点
か

ら
、
こ
の
伝
説
は
、
か
な
り
新
し
い
も
の
で
は
な
い
か
、
江
戸
時
代
以
降
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

二
つ
目
は
、
鎌
倉
に
あ
る
晴
明
石
を
め
ぐ
る
伝
説
が
あ
り
ま
す
。
民
俗
学
者
の
大
藤
ゆ
き
さ
ん
の
報
告
を
引
き

ま
す
。

【
事
例
２
・
鎌
倉
】

晴
明
さ
ま
の
石
を
踏
む
と
、
バ
チ
が
あ
た
る
。
車
が
石
の
上
を
通
る
と
、
車
が
ひ
っ
く
り
返
る
。
こ
の
石
を
知



42

ら
ず
に
踏
め
ば
、
足
が
丈
夫
に
な
り
、
知
っ
て
い
て
踏
め
ば
、
足
が
悪
く
な
っ
た
り
、
病
気
に
な
っ
た
り
す
る
。

足
が
悪
く
な
っ
た
ら
、
足
を
清
水
で
洗
い
、
塩
や
線
香
を
あ
げ
て
拝
む
と
直
る
と
い
う
。
だ
か
ら
こ
の
石
を
ビ
ッ

コ
石
と
も
い
う
。
�
（
中
略
）
�
（
晴
明
の
）
こ
の
井
戸
は
、
鎌
倉
の
四
方
ガ
タ
メ
の
井
戸
で
、
こ
こ
に
ア
ン
テ

イ
ヤ
シ
キ
と
い
う
黒
漆
の
屋
敷
が
あ
っ
た
。
屋
敷
に
は
稲
荷
様
を
祀
っ
て
い
た
。
こ
の
家
は
晴
明
が
火
伏
せ
の
呪

を
し
た
吉
相
の
家
で
、
頼
朝
が
伊
豆
か
ら
出
て
き
て
一
時
住
ん
で
い
た
所
で
あ
る
。
�
（
中
略
）
�
だ
か
ら
、
新

宅
の
火
伏
せ
に
は
、
晴
明
さ
ま
が
霊
験
が
あ
る
、
山
ノ
内
に
大
火
事
が
な
い
の
は
、
晴
明
さ
ま
が
い
る
か
ら
だ
と

信
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
出
典
）
大
藤
ゆ
き
『
鎌
倉
の
晴
明
石
』（『
西
郊
民
俗
』
九
四
号
、
一
九
八
一
年
）

こ
の
石
は
、
踏
む
と
罰
が
あ
た
る
。
た
だ
し
、
知
っ
て
い
て
踏
め
ば
い
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
か
つ
て
は

ビ
ッ
コ
石
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
こ
れ
も
い
か
に
も
伝
説
だ
な
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
、
ア
ン
テ

イ
ヤ
シ
キ
と
い
う
屋
敷
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
源
頼
朝
が
伊
豆
か
ら
出
て
き
て
住
ん
だ
と
こ
ろ
な
の
で
す
が
、
そ
の

家
は
晴
明
が
火
伏
せ
の
ま
じ
な
い
を
し
た
家
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
点
で
す
。
安
倍
晴
明
と
頼
朝
と
で
は
時
代
が
ず

れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
残
念
な
が
ら
こ
れ
も
歴
史
と
は
と
て
も
言
え
な
い
、
伝
説
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
そ
し
て
、
鎌
倉
の
安
倍
晴
明
の
石
が
、
時
代
が
ず
れ
て
い
る
頼
朝
の
名
前
を
使
っ
て
ま
で
も
伝
え
ら
れ

て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
モ
ノ
（
事
物
）
と
結
び
つ
く
の
は
伝
説
の
特
徴
の
一
つ
で
す
。
そ
れ
と
共
に
家
を
建
て
た
と
き

に
火
伏
せ
の
ま
じ
な
い
を
し
た
と
い
う
建
築
と
の
結
び
つ
き
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
鎌
倉
は
、
鎌
倉
時
代
に
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政
治
の
中
心
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
と
き
に
陰
陽
道
も
京
都
を
離
れ
て
鎌
倉
に
ま
で
伝
え
ら
れ
て
い
き
ま

す
。
実
際
に
は
晴
明
の
ず
っ
と
後
の
陰
陽
師
た
ち
が
鎌
倉
に
下
向
し
て
、
陰
陽
師
と
し
て
活
動
し
て
い
く
。
鎌
倉

は
か
つ
て
そ
う
い
う
土
地
で
し
た
。
そ
う
い
っ
た
陰
陽
道
の
歴
史
展
開
と
重
な
り
、
あ
る
い
は
、
相
呼
応
す
る
部

分
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
に
注
意
し
て
お
き
た
い
、
と
思
い
ま
す
。

三
つ
目
は
、
京
成
線
沿
線
の
東
京
都
葛
飾
区
の
事
例
で
す
。

【
事
例
３
・
葛
飾
】

里
人
の
云
ヒ
伝
へ
に
は
、
熊
野
三
所
権
現
の
地
は
、
安
倍
の
清
明
か
住
せ
し
旧
地
と
い
へ
り
、
清
明
此
国
に
住

せ
し
と
云
事
、
古
書
に
は
な
し
、
食
地
に
て
も
あ
り
し
事
に
や
、
五
方
山
南
蔵
院
立
石
寺
と
い
ふ
真
言
地
有
り
、

さ
し
て
由
緒
は
な
き
寺
な
か
ら
、
土
地
も
き
れ
ひ
に
し
て
あ
し
か
ら
ぬ
寺
院
に
て
、
御
膳
所
と
な
る
寺
と
云
々
。

（
出
典
）
古
川
古
松
軒
『
四
神
地
名
録
』
巻
七
（
寛
政
六
年
（
一
七
九
五
）
序
、『
葛
飾
区
古
文
書
史
料
集
10
・
か

つ
し
か
の
地
誌
Ⅰ
』、
葛
飾
区
郷
土
と
天
文
の
博
物
館
、
一
九
九
七
年
）

葛
飾
区
立
石
の
熊
野
神
社
は
、
安
倍
晴
明
が
か
つ
て
住
ん
で
い
た
と
こ
ろ
だ
、
と
い
う
も
の
で
す
。
京
成
線
の

青
砥
駅
の
ホ
ー
ム
に
熊
野
神
社
の
看
板
が
出
て
い
て
、
そ
こ
に
も
書
い
て
あ
り
ま
す
（
二
〇
二
三
年
一
一
月
現

在
）。
こ
の
伝
説
の
一
番
古
い
記
録
を
探
し
て
み
る
と
、
こ
こ
に
掲
げ
た
寛
政
六
年
の
『
四
神
地
名
録
』
と
い
う

本
が
そ
れ
に
あ
た
る
よ
う
で
す
。
こ
れ
を
書
い
た
古
川
古
松
軒
は
、
そ
う
は
言
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
よ
り
古
い
本

に
は
書
い
て
い
な
い
、
怪
し
い
な
、
と
言
っ
て
い
る
。
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た
だ
し
、
古
松
軒
は
、
五
方
山
南
蔵
院
立
石
寺
と
い
う
真
言
宗
の
お
寺
が
あ
っ
た
。
由
緒
は
な
い
け
れ
ど
も
、

き
れ
い
な
と
こ
ろ
で
な
か
な
か
い
い
お
寺
だ
よ
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
は
っ
き
り
と
は
し
な
い
の
で

す
が
、
真
言
宗
と
結
び
つ
く
と
い
う
こ
と
が
、
寛
政
六
年
の
段
階
で
言
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
ね
。
熊
野
信
仰
や

真
言
宗
と
安
倍
晴
明
と
が
、
こ
の
地
で
は
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
実
際
に
こ
こ
に
行
っ
て
み
る
と
中
川
の
す
ぐ
そ
ば
の
土
地
で
す
。
で
す
か
ら
、
か
な
り
地
盤
が
弱

い
と
こ
ろ
で
堤
防
を
つ
く
ら
な
い
と
不
安
定
な
、
治
水
管
理
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
で
す
。
こ

れ
は
私
の
推
測
で
す
け
れ
ど
も
、
土
地
の
条
件
か
ら
す
る
と
治
水
技
術
、
陰
陽
道
で
も
土
地
を
鎮
め
る
と
い
う
こ

と
を
や
り
ま
す
の
で
、
陰
陽
道
の
治
水
技
術
と
の
か
か
わ
り
合
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
の
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

最
後
に
千
葉
県
の
銚
子
に
も
晴
明
の
伝
説
が
あ
り
ま
す
。『
利
根
川
図
志
』
に
記
さ
れ
て
い
る
話
な
の
で
す
が
、

あ
ま
り
美
し
く
な
い
女
性
に
惚
れ
ら
れ
た
安
倍
晴
明
が
、
そ
の
女
性
か
ら
逃
げ
て
行
く
と
い
う
、
そ
う
い
っ
た
あ

ら
す
じ
で
す
。
一
度
は
晴
明
は
お
婿
さ
ん
に
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
逃
げ
出
し
て
女
性
が
追
い
か
け
て
行
く
と
こ
ろ

が
中
心
で
す
。

【
事
例
３
・
銚
子
】

云
伝
ふ
、
む
か
し
四
日
市
場
村
に
長
者
あ
り
。
其
娘
を
延
命
姫
と
云
ふ
。
上
富
田
屋
町
の
刑
部
と
云
ふ
も
の
媒
に

て
、
阿
部
晴
明
を
聟
と
す
。
姫
顔
か
た
ち
至
つ
て
見
に
く
し
。
晴
明
是
を
き
ら
ひ
、
長
者
の
家
を
迯
れ
い
で
、
小

濱
村
の
海
の
端
に
草
履
を
ぬ
ぎ
捨
て
、
身
を
投
げ
た
る
體
に
な
し
置
き
、
同
村
西
安
寺
に
入
て
忍
び
隠
る
。
姫
後

を
追
ひ
か
け
此
所
に
来
り
、
か
の
草
履
を
見
て
大
に
な
げ
き
、
我
も
と
も
に
と
思
ひ
定
め
、
海
に
飛
入
り
底
の
み
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く
づ
と
成
り
に
け
り
。
斯
く
て
姫
の
尸
川
口
に
流
れ
来
り
し
を
、
所
の
者
共
引
あ
げ
て
、
歯
と
櫛
と
を
納
め
祭
り

し
故
に
、
歯
櫛
大
明
神
と
い
へ
り
け
る
を
、
い
つ
の
頃
に
か
白
紙
の
字
に
あ
や
ま
れ
り
と
云
ふ
。
此
神
も
と
よ
り

顔
形
の
み
に
く
き
を
う
れ
ふ
る
故
に
や
、
世
人
髪
の
毛
の
色
あ
し
き
、
ま
た
は
ち
ゞ
れ
毛
な
ど
の
人
、
櫛
を
奉
り

て
祈
誓
す
れ
ば
験
あ
り
。
或
は
顔
の
で
き
も
の
あ
ざ
な
ど
有
る
人
は
、
紅
粉
お
し
ろ
い
を
奉
り
て
祈
る
に
、
神
妙

不
思
議
の
霊
験
あ
り
と
ぞ
。
又
銚
子
濱
長
く
不
猟
の
事
あ
れ
ば
、
川
口
明
神
を
い
さ
め
の
た
め
、
小
濱
村
西
安
寺

に
祭
り
あ
る
晴
明
の
神
よ
り
幣
を
乞
ひ
来
り
て
、
川
口
明
神
へ
奉
れ
ば
、
奇
妙
に
大
猟
と
成
る
と
い
へ
り
。

（
出
典
）
赤
松
宗
旦
『
利
根
川
図
志
』
巻
六 

川
口
明
神
（
安
政
二
年
（
一
八
五
五
年
）
序
、
岩
波
文
庫
、
一
九
三

八
年
）

こ
の
伝
説
の
中
に
は
、
西
安
寺
と
い
う
お
寺
や
歯
櫛
大
明
神
と
い
う
神
社
が
出
て
き
て
、
歯
櫛
大
明
神
は
、
後

に
川
口
明
神
と
名
前
を
変
え
た
と
言
っ
て
い
ま
す
。

陰
陽
師
と
し
て
の
威
厳
も
何
も
な
い
形
で
安
倍
晴
明
が
主
人
公
と
な
っ
て
い
る
伝
説
な
の
で
す
が
、
お
そ
ら
く

こ
の
伝
説
の
主
題
は
、
西
安
寺
と
か
川
口
明
神
と
い
う
寺
社
と
の
か
か
わ
り
で
す
。
特
に
最
後
の
と
こ
ろ
に
は
、

銚
子
浜
で
魚
が
捕
れ
な
い
と
き
に
は
川
口
明
神
を
い
さ
め
る
た
め
に
西
安
寺
か
ら
晴
明
の
幣
を
取
っ
て
奉
る
と
漁

が
回
復
す
る
、
と
い
っ
て
い
る
点
が
面
白
い
で
す
ね
。
よ
く
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
っ
た
お
寺
や
神
社

と
漁
業
と
の
つ
な
が
り
を
主
張
し
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
も
こ
の
伝
説
の
特
徴
だ
と
思
い
ま
す
。
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晴
明
伝
説
の
基
盤

伝
説
分
析
の
実
際
と
い
う
か
、
先
に
述
べ
た
視
点
を
も
と
に
こ
れ
を
整
理
し
ま
す
と
、
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ

う
に
こ
れ
ま
で
の
伝
説
研
究
の
視
点
を
柔
軟
に
使
っ
て
い
く
と
安
倍
晴
明
の
名
前
が
出
て
く
る
け
れ
ど
も
、
実
際

に
地
域
で
活
躍
し
た
の
は
、
安
倍
晴
明
自
身
で
は
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
よ
り
も
安
倍

晴
明
を
シ
ン
ボ
ル
と
す
る
よ
う
な
安
倍
晴
明
の
子
孫
た
ち
─
陰
陽
師
と
い
っ
て
い
い
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
─
の

活
動
を
暗
示
し
て
い
る
ん
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
第
一
に
言
え
ま
す
。
第
二
に
固
有
名
詞
の
復
権
と
い
う
と
こ
ろ

か
ら
考
え
る
と
こ
の
固
有
名
詞
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
晴
明
の
名
前
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
地
域
に
根
付
い
た
ん
だ
と

い
う
面
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
地
域
の
伝
説
と
し
て
は
、
こ
の
晴
明
の
名
前
が
必
要
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
な
と
い
う
こ

と
で
す
。
た
だ
し
、
そ
の
名
前
が
記
録
さ
れ
て
い
る
文
献
の
時
期
は
、
い
ず
れ
も
江
戸
時
代
で
し
た
か
ら
、
こ
れ

ら
の
晴
明
伝
説
の
形
成
と
い
う
か
、
現
在
の
か
た
ち
に
な
っ
た
の
は
近
世
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

三
番
目
の
こ
の
伝
説
の
主
体
の
問
題
、
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
分
か
ら
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
晴
明
の
伝
説
で
す
か

ら
陰
陽
師
や
陰
陽
道
に
関
わ
る
知
識
を
持
っ
て
い
た
人
、
た
だ
し
そ
の
場
合
、
制
度
上
の
陰
陽
師
で
な
く
て
も
い

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
陰
陽
道
に
関
わ
る
知
識
を
持
っ
た
人
た
ち
が
担
い
手
で
あ
り
、
晴
明
の
名
ま
え
を
持
ち
込

ん
だ
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
う
し
た
場
合
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
葛
飾
や
銚
子
の
場
合
に
寺
社
と
の
か
か
わ
り
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
、

特
に
寺
院
で
は
真
言
宗
寺
院
が
伝
説
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
点
が
大
切
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

と
い
う
の
は
、
中
世
末
か
ら
近
世
に
か
け
て
、
真
言
宗
の
な
か
で
『
簠
簋
』
の
注
釈
書
が
作
ら
れ
る
動
き
が
あ
る

の
で
す
ね
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
別
に
お
話
し
す
る
機
会
が
あ
れ
ば
、
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
し
た
仏
教
と
の



47

●（公開講演２）　

関
係
が
晴
明
伝
説
の
基
盤
に
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

安
倍
晴
明
の
名
を
冠
す
る
伝
説
に
つ
い
て
は
ま
だ
ま
だ
、
考
え
が
詰
め
ら
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
ば
か
り
な
の
で

す
が
、
関
東
の
晴
明
伝
説
は
、
近
世
に
整
う
、
比
較
的
新
し
い
も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
見
通
し
を
述
べ
て
お

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

お
わ
り
に

こ
れ
で
終
わ
り
に
い
た
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
か
ら
の
伝
説
研
究
と
い
う
の
は
、
過
去
に
一
回
だ
け
こ
の
伝

説
が
特
定
の
時
期
に
伝
わ
っ
た
ん
だ
と
か
、
あ
る
時
点
か
ら
語
り
始
め
ら
れ
た
ん
だ
と
い
う
一
回
性
の
問
題
だ
け

で
は
な
く
て
、
地
域
ご
と
の
長
い
歴
史
の
中
で
い
ろ
い
ろ
な
情
報
や
知
識
を
組
み
合
わ
せ
て
、
か
つ
、
主
体
を
問

題
と
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
か
ら
、
誰
が
ど
う
い
っ
た
目
的
で
組
み
合
わ
せ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
捉
え
て
い

か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
う
言
う
と
非
常
に
抽
象
的
で
す
け
れ
ど
も
、
先
ほ
ど
の
佐
藤
さ
ん
の
お
話
に
戻
し
て
考
え
て
い
た
だ
く
と
も

う
少
し
分
か
り
や
す
く
な
る
と
思
い
ま
す
。
誰
が
ど
う
い
っ
た
形
で
伝
説
を
演
じ
て
い
た
の
か
、
芸
能
と
し
て
い

た
の
か
と
い
う
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
た
だ
け
る
と
い
い
ん
で
す
ね
。
一
言
で
言
う
と
伝
説
と
い
う
の
は
、
地
域

の
歴
史
の
中
で
い
ろ
い
ろ
な
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
歴
史
を
認
識
し
よ
う
と
し
て
き
た
、
そ
の
積
み
重
ね
な
ん

だ
と
考
え
た
ほ
う
が
い
い
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

伝
説
は
歴
史
と
向
き
合
う
人
々
の
も
う
一
つ
の
営
み
で
す
。
で
す
か
ら
、
客
観
的
な
歴
史
、
あ
る
い
は
、
史
実

で
は
な
く
て
、
い
ろ
い
ろ
な
立
場
の
い
ろ
い
ろ
な
人
の
主
観
か
ら
生
み
出
さ
れ
て
い
く
記
憶
が
伝
説
な
ん
だ
ろ
う
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と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
て
、
私
の
話
を
終
わ
り
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
佐
藤
さ
ん
の
お
話
と
比
べ
て
抽
象
的
で
分
か
り
に
く
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
で
終
わ
り

に
い
た
し
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
付
記
） 
本
稿
は
講
演
会
に
お
け
る
講
演
の
文
字
起
し
に
、
当
日
、
提
示
し
た
資
料
を
組
み
込
み
、
そ
の
後
の
知
見
や
見
解
も
若
干
、

付
け
加
え
て
、
読
み
や
す
い
よ
う
に
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
記
す
る
。




