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の
摂
社
で
あ
っ
た
理
由
も
そ
の
あ
た

り
に
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

現
在
一
面
の
陸
続
き
の
高
向
辺
り

も
、
古
代
は
宮
川
支
流
が
複
雑
に
入

り
組
み
、
州
を
形
成
し
て
い
た
と
し

て
も
不
思
議
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
な
が
ら
、
高
向
周
辺
を
実
際
に
歩

い
て
み
る
と
、
起
伏
の
な
い
平
坦
な

土
地
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

か
つ
て
河
川
に
挟
ま
れ
た
中
州
で
あ

っ
た
よ
う
に
は
見
え
ま
せ
ん
が
、
も

っ
と
広
い
意
味
で
の
州
だ
っ
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

最
後
に
宇
須
乃
野
は
、
ス
ス
キ
が

生
い
茂
る
「
薄す
す

野の

」、
も
し
く
は

「
薄す
す
き
の
野
」
な
ど
が
語
源
な
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
ス
ス
キ
を
お
月
見
の

時
に
飾
る
風
習
が
あ
る
の
は
、
太
陽

と
稲
の
組
み
合
わ
せ
の
裏
返
し
で
、

月
と
薄
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
か

ら
で
す
。
中
秋
の
頃
、
最
も
力
を
持

っ
た
満
月
の
光
を
受
け
、
野
原
に
生

い
茂
る
薄
は
聖
な
る
植
物
と
な
り
、

お
祓は
ら

い
な
ど
の
呪じ
ゅ
じ
ゅ
つ術に
用
い
ら
れ
ま

し
た
。
こ
の
こ
と
は
薄
が
生
活
に
不

可
欠
な
植
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
ま
す
。

　

六
月
と
十
二
月
の
大お
お
は
ら
い祓の
日
に
潜く
ぐ

る
茅ち

の
輪わ

は
茅ち

萱が
や

で
作
ら
れ
ま
す

が
、
茅
萱
と
薄
は
よ
く
似
た
性
質
が

あ
り
ま
す
。
最
も
注
目
し
た
い
の
は

そ
れ
ら
が
屋
根
を
葺
く
の
に
適
し
て

い
る
こ
と
で
す
。

　

河
原
に
面
し
た
高
向
は
、
外
宮
の

屋
根
を
葺
く
材
料
を
求
め
た
土
地
と

の
関
係
も
深
か
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。	

（
了
）

呂
遺
跡
な
ど
か
ら
も
出
土
し
て
お

り
、
弥
生
後
期
の
銅
鐸
に
も
臼
が
描

か
れ
て
い
ま
す
。

　

臼
の
上
部
は
窪
ん
で
い
る
の
で
、

宇
須
野
と
は
臼
の
よ
う
に
窪
ん
地
形

を
い
う
の
か
、
元
の
鎮
座
地
が
不
明

の
ま
ま
で
は
確
か
め
よ
う
が
あ
り
ま

せ
ん
。

　

脱
穀
や
製
粉
に
用
い
る
石
製
の
挽

き
臼
の
普
及
は
、
日
本
人
の
食
生
活

に
革
命
的
変
革
を
与
え
、
食
物
を
粉

に
し
て
保
存
す
る
技
術
が
未
発
達
で

あ
っ
た
時
代
に
、
祭
日
の
「
ハ
レ
の

日
」
の
特
別
な
食
べ
物
で
あ
っ
た
ダ

ン
ゴ
な
ど
が
、日
常
的
な
「
ケ
の
日
」

の
食
べ
物
に
移
行
し
た
こ
と
を
民
俗

学
者
の
柳
や
な
ぎ

田た

国く
に

男お

は
『
木
綿
以
前
の

事
』
で
指
摘
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
臼
は
日
本
人
の
食
生

活
と
深
く
関
わ
っ
て
き
た
道
具
で
す

か
ら
、
宇
須
乃
野
神
社
の
社
号
と
な

っ
た
可
能
性
も
あ
り
ま
す
が
、
挽
き

臼
の
普
及
は
室
町
時
代
で
、
平
安
時

代
の
記
録
に
は
既
に
宇
須
乃
野
が
出

て
い
ま
す
の
で
、
社
号
の
方
が
早
か

っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
高
向
は
宮
川
流
域
で
す
か

ら
ウ
ス
ノ
の
ス
は
、
州す

に
関
係
し
て

い
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
古
代
の

宮
川
は
現
在
の
よ
う
に
伊
勢
湾
に
向

か
っ
て
直
進
し
て
お
ら
ず
、
支
流
を

含
め
多
く
の
流
れ
が
山
田
原
を
分
流

し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
「
百も
も

船ふ
ね

の

度わ
た

会ら
い

」（
多
く
の
船
が
渡
り
あ
う
）
と

い
う
枕
詞
を
生
み
、
そ
の
水
利
こ
そ

が
外
宮
の
度
会
氏
繁
栄
の
基
だ
っ
た

わ
け
で
す
。
宇
須
乃
野
神
社
が
外
宮

外
宮
の
御み

園そ
の

の
役
を
果
た
し
て
い
た

の
が
、
次
第
に
他
所
に
移
っ
た
た
め

に
本
来
の
意
味
が
わ
か
ら
な
く
な
っ

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。（
現

在
神か
み
や
し
ろ社
港
に
外
宮
摂
社
の
御み

食け

神
社
が

あ
り
ま
す
が
、
神
計
神
社
と
の
関
係
は

不
明
で
す
）

　

外
宮
の
御み
か
ん
な
ぎ
き
よ
な
お

巫
清
直
の
『
二に

宮く
う

管か
ん

社し
や

沿え
ん

革か
く

考こ
う

』
は
、「
御み

竈か
ま

木ぎ

帳ち
ょ
うに
、
宇う

須す

野の

社
と
あ
る
。
こ
の
社
は
今
も
高

向
村
に
あ
り
、
住
民
は
モ
リ
社
と
呼

ん
で
い
る
。」
と
記
し
て
い
ま
す
。

こ
の
記
事
を
少
し
説
明
す
る
と
、
当

時
宇
須
乃
野
神
社
は
所
在
不
明
と
な

っ
て
お
り
、
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）

に
モ
リ
社
と
呼
ば
れ
る
土
地
に
再
興

し
た
の
で
、
外
宮
末
社
の
毛も

理り

神
社

が
昔
あ
っ
た
場
所
に
宇
須
乃
野
神
社

が
再
興
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
の

話
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
そ

れ
は
誤
解
で
、
宇
須
乃
野
神
社
の
祝
ほ
う
り

（
地
元
の
管
理
人
）
を
高
向
の
森も
り

氏
が

務
め
て
い
た
の
で
、
モ
リ
社
と
呼
ん

で
い
た
の
が
原
因
の
よ
う
で
毛
理
神

社
と
は
関
係
が
な
い
よ
う
で
す
。

　

な
お
現
在
は
、
外
宮
八
末
社
の
ひ

と
つ
県
あ
が
た

神
社
が
同
座
し
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
神
社
の
名
称
を
正
式
に
は

社し
ゃ

号ご
う

と
い
い
、
多
く
の
場
合
は
御
祭

神
や
そ
の
御
神
徳
、
鎮
座
地
な
ど
に

関
連
し
て
い
ま
す
。宇う

須す

乃の

野の

と
は
、

漢
字
の
充
て
方
か
ら
見
て
「
宇う

須す

乃の

」、
も
し
く
は
乃
を
格
助
詞
「
の
」

と
み
て
「
宇う

須す

の
野
」
と
い
う
地
名

が
先
ず
浮
か
び
ま
す
。
次
に
思
い
浮

か
ぶ
の
が
臼う
す

で
す
。

　

臼
と
日
本
人
の
関
係
は
古
く
、
登

ま
す
。

薗
と
は
何
を
指
す
の
か
わ
か
ら
な

い
が
地
名
だ
ろ
う
。

祭
神
も
不
明
で
『
神
名
秘
書
』
は

五ご

穀こ
く
の
霊か

神み

と
い
う
が
証
拠
が
な

い
。
恐
ら
く
薗
の
字
か
ら
の
推
量

な
の
だ
ろ
う
。

度わ
た

会ら
い

家い
え

行ゆ
き

の『
類る
い
じ
ゅ
う
じ
ん
ぎ
ほ
ん
げ
ん

聚
神
祇
本
源
』は

薗
社
と
呼
ぶ
由
来
は
不
明
と
し
て

い
る
。
行
忠
の
『
神
名
秘
書
』
に

は
「
高
向
村
宇
須
乃
野
神
社
、
園

御
社
と
同
座
」
と
あ
る
の
だ
が
、

付
近
に
園
と
い
う
地
名
が
あ
る
の

か
調
査
し
な
い
と
わ
か
ら
な
い
。

ま
た
『
神
名
秘
書
』
に
「
園
社
は

高
向
神み

計け

社
に
あ
る
」
と
し
て
い

る
の
で
、
園
社
と
神み

計け

社
は
一
緒

の
敷
地
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
神み

計け

と
は
神し
ん

饌せ
ん

の
意
味
と
す
れ
ば
、

そ
れ
を
根
拠
に
『
神
名
秘
書
』
は

五
穀
霊
神
と
断
定
し
た
の
だ
ろ

う
。
他
に
見
当
た
ら
な
い
神
社
な

の
で
判
断
が
難
し
い
。

ま
た
、『
神
祇
本
源
』
に
園
行
嶋

社
と
い
う
神
社
も
出
て
く
る
が
、

そ
れ
も
詳
し
く
は
わ
か
ら
な
い
。

		

こ
こ
で
説
か
れ
た
薗
・
園
は
、
神

に
供
え
る
野
菜
な
ど
を
産
す
る
土
地

で
、
神み

計け

（
御み

饌け

）
は
供
え
物
の
事

で
す
か
ら
、
恐
ら
く
古
く
は
高
向
が

　

外
宮
か
ら
見
て
北
西
部
に
広
が
る

高た
か

向ぶ
く

の
地
名
の
由
来
は
種
々
あ
る
よ

う
で
す
が
、
そ
の
一
つ
に
外
宮
に
聳

え
る
高
倉
山
に
対
峙
す
る
よ
う
に
向

か
う
土
地
と
す
る
説
が
あ
る
そ
う
で

す
。
そ
の
名
の
通
り
、
古
く
か
ら
外

宮
と
つ
な
が
り
深
い
土
地
で
あ
っ
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
の
高
向
に
豊
受
大
神
宮
摂せ
っ

社し
ゃ

十

六
座
の
一
社
で
あ
る
宇う

須す

乃の

野の

神
社

が
鎮
座
し
て
い
ま
す
（
高
向
公
民
館

近
く
の
南

み
な
み

世せ

古こ

）。
こ
の
神
社
は
平
安

時
代
の
『
止と

由ゆ

気け

宮ぐ
う

儀ぎ
し
き
ち
ょ
う

式
帳
』（
八

〇
四
）
と
『
延え
ん

喜ぎ

式し
き

』（
九
〇
五
）
に

も
記
載
さ
れ
て
お
り
、
古
く
か
ら
存

在
し
て
い
た
こ
と
が
判
り
ま
す
。

　

鎌
倉
時
代
の
『
神し
ん

名め
い

秘ひ

書し
ょ

』（
度わ
た

会ら
い

行ゆ
き

忠た
だ

著
）
は
、
当
社
を
「
高
向
郷
高

向
村
に
在あ

り
、
二
社
同
じ
玉た
ま

垣が
き

内
。

鳥
居
一
基
。
薗
そ
の
の

御み

社
と
同ど
う

座ざ

な
り
」

と
記
し
て
い
ま
す
。
同
座
と
は
異
な

る
神
社
が
一
緒
に
祀
ら
れ
る
こ
と
で

す
。
鳥
居
が
一
つ
と
い
う
こ
と
は
、

神
社
と
し
て
は
一
社
に
見
え
ま
す

が
、
御み

垣か
き

の
中
に
は
異
な
っ
た
神
社

が
二
社
あ
る
の
で
す
。
そ
の
ひ
と
つ

が
薗
そ
の
の

御み

社
と
さ
れ
ま
す
が
、
詳
し
い

事
は
伝
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

江
戸
時
代
の
神
宮
百
科
事
典
と
も

言
え
る
『
神じ
ん
ぐ
う
て
ん
り
ゃ
く

宮
典
略
』（
薗そ
の

田だ

守も
り

良よ
し

著
）

は
、
薗
社
と
し
て
一
項
目
を
立
て
、

お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い

宇う

須す

乃の

野の

神
社

神
宮
権
禰
宜
　
石 

垣 

仁 

久
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宮
あ
ち
こ
ち


