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Ⅰ 

は
じ
め
に

近
世
に
お
い
て
は
城
下
町
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
新
た
な
都
市
が
成
立
し
て
い
っ
た
が
、
そ
の

中
で
神
社
・寺
院
な
ど
の
宗
教
施
設
が
、
従
来
か
ら
い
か
な
る
変
化
を
遂
げ
、
時
に
生
ま
れ
た
り
再

編
さ
れ
た
り
消
え
て
い
っ
た
り
し
な
が
ら
、
最
終
的
に
都
市
の
内
部
に
定
着
し
て
い
く
の
か
と
い
う

問
題
は
、
文
化
史
・宗
教
史
の
み
な
ら
ず
都
市
史
研
究
に
お
い
て
も
重
要
な
テ
ー
マ
と
い
え
る
。

こ
の
分
野
に
お
い
て
最
も
研
究
が
進
ん
で
い
る
の
は
、
城
下
町
に
お
け
る
寺
町
の
形
成
で
あ
ろ
う
。

近
世
寺
町
に
つ
い
て
は
、
市
街
地
外
縁
部
に
多
数
の
寺
院
を
集
中
的
に
配
置
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、

都
市
の
防
衛
ラ
イ
ン
を
形
作
っ
た
と
い
う
政
策
的
意
図
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
既
に
数
多
く
の
研

究
が
な
さ
れ
て
い
る

1)

。

対
し
て
神
社
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
新
た
な
近
世
都
市
が
建
設
さ
れ
て
い
く
中
で
、
他
所
か
ら
そ

こ
に
移
り
住
ん
で
き
た
住
民
た
ち
（氏
子
）の
地
縁
的
な
紐
帯
を
強
め
、
精
神
的
拠
り
所
と
な
る
氏

神
神
社

2)

が
い
か
に
し
て
成
立
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
げ
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
従
来

か
ら
鎮
座
し
て
い
た
神
社
が
選
ば
れ
て
取
り
込
ま
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
新
し
い
神
社
が
創
祀
な
い

し
勧
請
さ
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
過
程
で
領
主
権
力
の
関
与
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
な
ど
を
解

明
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
課
題
に
つ
い
て
は
研
究
が
進
ん
で
い
る
と
は
い
い
が

た
い
。

従
来
の
論
考
で
は
、
筑
前
国
福
岡
を
対
象
に
し
た
西
田
博
が
、
氏
子
区
域
の
分
析
か
ら
黒
田
氏

に
よ
る
城
下
町
建
設
に
際
し
て
周
辺
村
落
お
よ
び
氏
神
神
社
の
移
転
・再
編
が
行
わ
れ
、
一
部
の

神
社
を
福
岡
城
の
鎮
守
神
な
い
し
市
中
の
氏
神
と
し
て
城
下
に
取
り
込
む
一
方
、
残
り
の
神
社
を

都
市
外
へ排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て「
精
神
面
に
お
け
る
兵
農
・商
農
分
離
を
図
っ
た
」と
す
る
結
論

を
導
き
出
し
た

3)

。
ま
た
、
筆
者
も
飛
騨
国
高
山
を
対
象
と
し
て
、
や
は
り
氏
子
区
域
の
分
析
な

要旨 

本稿では近世大坂の氏神神社を対象として基礎的な考察を行い、その結果、主とし

て 16 世紀から 17 世紀初頭にかけての実態（歴史・性格・鎮座地など）が明らかになっ

た。なかでも近世大坂市中の氏神神社は、すべて中世に存在していた中小都市または

村落の氏神を引き継いだことが明らかになった点などは、特筆すべき成果といえよう。 

abstract 

This article provides a fundamental study for Ujigami-Jinja (shrines) in 
early modern Osaka. As a result, those actual situation (e.g. history, character, 
location) from the 16th century to the early 17th century has been clarified. As 
a noteworthy achievement, for example, all Ujigami-Jinja (shrines) in big city 
of Osaka succeeded those in small towns and villages in Medieval ages, etc. 
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ど
か
ら
、
初
期
城
下
町
の
氏
神
神
社
選
定
や
氏
子
区
域
の
区
分
け
に
お
け
る
金
森
氏
の
積
極
的
関

与
な
ど
の
新
知
見
を
見
出
し
た

4)

。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
近
世
に
成
立
し
た
都
市
と
氏
神
神
社
と
の

関
係
に
つ
い
て
は
ま
だ
ま
だ
研
究
が
乏
し
く
、
現
時
点
で
は
事
例
の
蓄
積
を
進
め
て
い
く
べ
き
段
階

に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

以
上
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
近
世
大
坂
に
お
け
る
氏
神
神
社
を
対
象
と
し
て
、
城
下
町
成
立
以

前
の
そ
れ
ら
の
実
態
解
明
を
目
的
と
す
る
。
後
で
詳
し
く
述
べ
る
が
、
大
坂
市
中
の
町
人
を
氏
子
と

す
る
氏
神
神
社
は
九
社
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
が
城
下
町
建
設
以
前
に
は
い
か
な
る
状
態
で
あ
っ
た

の
か
、
そ
の
後
い
か
に
し
て
都
市
の
民
衆
が
氏
子
と
な
り
、
氏
神
神
社
の
地
位
を
確
立
し
て
い
っ
た
の

か
と
い
っ
た
経
緯
は
、
一
部
の
神
社
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い

5)

。
よ
っ
て
本
稿
で

は
、
そ
れ
ら
の
神
社
が
大
坂
市
中
の
氏
神
と
な
る
直
前
、
も
っ
ぱ
ら
戦
国
・安
土
桃
山
期
（一
六
世

紀
～
一
七
世
紀
初
頭
）の
各
社
の
実
態
に
つ
い
て
基
礎
的
考
察
を
行
い
、
そ
の
歴
史
や
神
社
の
性
格
、

鎮
座
地
の
状
態
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
れ
ら
を
通
じ
て
文
化
史
や
宗
教
史
に
と
ど
ま
ら
ず
、

都
市
史
研
究
に
も
一
定
の
貢
献
を
も
た
ら
す
よ
う
な
成
果
を
め
ざ
し
た
い
。

な
お
、
大
坂
の
神
社
を
め
ぐ
る
史
料
が
乏
し
い
現
実
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
考
古
学
・歴
史
地
理

学
・民
俗
学
な
ど
の
諸
成
果
も
積
極
的
に
活
用
し
て
論
考
を
進
め
て
い
き
た
い
。

Ⅱ 

対
象
と
す
る
神
社
と
中
世
ま
で
の
地
域
概
観

１
．
大
坂
市
中
の
氏
神
神
社

近
世
大
坂
市
中
（大
坂
三
郷
）の
氏
神
神
社
は
、
第
１
表
に
示
し
た
よ
う
に
九
社
あ
る

6)

。
こ
の

う
ち
、
お
お
ま
か
に
そ
の
歴
史
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
の
は
生
國
魂
神
社
（生
玉
社
）・坐
摩
神
社

（座
摩
社
）・大
阪
天
満
宮
（天
満
天
神
）の
三
社
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
生
國
魂
と
坐
摩
は
い
ず
れ
も

式
内
大
社
で
あ
り
、
古
代
の
宮
中
祭
祀
や
難
波
宮
と
の
関
連
な
ど
も
指
摘
さ
れ
る
重
要
な
神
社
で

あ
っ
た
。
中
世
の
記
録
は
少
な
く
な
る
も
の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
大
坂
寺
内
と
渡
辺
と
い
う
戦
国
期
の
都

市
の
氏
神
と
し
て
存
続
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る

7)

。
対
し
て
大
阪
天
満
宮
は
一
一
世
紀
の
頃

に
創
建
さ
れ
、
中
世
に
は
鎮
座
地
の
中
島
（天
満
）周
辺
に
小
規
模
な
門
前
町
を
形
成
し
て
、
参
詣

者
も
多
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る

8)

。
こ
れ
ら
が
近
世
大
坂
市
中
の
氏
神
神
社
と
な
っ
て
、
現
在
に
至

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
こ
れ
ら
を
除
く
六
社
で
は
、
創
建
は
古
代
に
さ
か
の
ぼ
る
と
す
る
由
緒
を
持
っ
た
神
社
が

多
い

9)

。
現
在
、
仁
徳
天
皇
を
主
祭
神
と
す
る
難
波
神
社
（博
労
稲
荷
）
や
高
津
宮
で
は
、
い
ず
れ

も
創
建
に
際
し
て
同
天
皇
と
の
ゆ
か
り
が
あ
っ
た
と
し
て
お
り
、
御
霊
神
社
（津
村
御
霊
社
）で
は

古
代
八
十
島
祭
10)

の
祭
場
と
さ
れ
た
円
神
祠
が
同
社
の
起
源
と
し
て
い
る
11)

。
他
に
玉
造
稲
荷
神

社
・御
津
宮
（三
津
寺
八
幡
）・難
波
八
阪
神
社
（牛
頭
天
王
社
）で
も
、
遅
く
と
も
平
安
期
に
は
神

社
が
創
建
さ
れ
て
い
た
と
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
由
緒
は
、
古
代
の
史
料
な
ど
に
よ
る
裏
付
け
を
と
る
こ
と
が
ま
っ
た
く
で
き
な

い
。
さ
ら
に
中
世
の
史
料
に
お
い
て
も
、
後
述
す
る
御
津
宮
を
除
い
て
各
社
の
諸
記
録
は
一
切
現
れ

な
い
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
状
況
を
鑑
み
る
と
、
各
社
の
主
張
す
る
由
緒
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き

で
は
あ
る
が
、
学
術
的
に
そ
れ
ら
を
確
定
さ
せ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
近
い
と
い
え
よ
う
。

よ
っ
て
本
稿
で
は
、
生
國
魂
・坐
摩
・大
阪
天
満
宮
を
除
く
大
坂
の
氏
神
神
社
六
社
を
考
察
の
対

象
と
す
る
が
、
古
代
に
濫
觴
を
有
す
る
と
い
う
由
緒
の
考
察
は
控
え
、
焦
点
を
以
下
の
内
容
に
絞

る
こ
と
す
る
。
す
な
わ
ち
各
社
の
様
相
が
明
確
に
な
る
江
戸
期
の
直
前
、
主
に
一
六
世
紀
か
ら
一

七
世
紀
初
頭
の
戦
国
・安
土
桃
山
期
（織
豊
期
）に
お
い
て
、
各
社
は
い
か
な
る
実
態
で
あ
っ
た
の
か

と
い
う
問
題
に
限
定
し
て
、
論
考
を
進
め
て
い
き
た
い
。

管
見
の
限
り
、
こ
の
よ
う
な
課
題
に
言
及
し
た
論
考
は
、
矢
内
昭
が「
後
に
は
船
場
町
中
と
な
っ

た
街
区
を
氏
地
に
持
っ
た
亀
井
町
（中
央
区
）の
御
霊
神
社
、
南
渡
辺
町
（中
央
区
）の
坐
摩
神
社
、

上
難
波
町
（中
央
区
）
の
仁
徳
天
皇
神
社
、
南
木
綿
町
（中
央
区
）の
三
津
八
幡
宮
な
ど
も
、
元
来

は
各
村
の
産
土
神
祭
祀
と
か
か
わ
っ
て
旧
村
地
に
鎮
座
し
た
」12)

と
述
べ
て
い
る
の
が
唯
一
と
思
わ

れ
、
こ
れ
ら
の
神
社
は
、
い
ず
れ
も
中
世
村
落
の
産
土
神
（氏
神
）で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
結
論

は
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
近
世
に
移
転
し
て
き
た
坐
摩
（後
述
）を
、
中
世
か
ら
そ
の
地
に
あ

っ
た
氏
神
と
み
な
す
と
い
う
事
実
誤
認
が
あ
り
、
高
津
な
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
神
社
も
あ
る
た
め
、

改
め
て
精
査
を
し
な
が
ら
諸
神
社
の
歴
史
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

２
．
鎮
座
地
の
分
布
と
中
世
ま
で
の
地
域
概
観

大
坂
の
氏
神
神
社
の
歴
史
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
第
一
に
や
っ
て
お
き
た
い
作
業
は
、
各
社
の

鎮
座
地
お
よ
び
そ
れ
ら
の
地
理
的
分
布
の
確
認
で
あ
る
（第
１
図
）。
氏
神
神
社
九
社
の
う
ち
、
ま

ず
生
國
魂
・高
津
・玉
造
稲
荷
の
三
社
は
上
町
台
地
上
に
、
大
阪
天
満
宮
は
大
川
を
渡
っ
た
北
岸
の

天
満
砂
堆
（砂
州
）上
に
鎮
座
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
生
國
魂
は
、
か
つ
て
は
大
坂
寺
内
の
氏
神
と
し

て
現
在
の
大
阪
城
の
位
置
に
あ
っ
た
が
、
豊
臣
期
大
坂
城
築
城
に
と
も
な
っ
て
移
転
し
て
い
る
13)

。
い

ず
れ
に
し
て
も
縄
文
時
代
か
ら
人
が
住
み
、
古
墳
時
代
の
五
世
紀
に
は
法
円
坂
倉
庫
群
、
難
波
堀

江
と
い
っ
た
国
家
的
な
大
規
模
土
木
工
事
が
施
行
さ
れ
る
な
ど
、
大
阪
発
祥
の
地
と
い
え
る
上
町

49 
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台
地
上
で
あ
る
。

対
し
て
残
り
の
五
社
は
、
船
場
（東
横
堀
川
・旧
長
堀
川
・旧
西
横
堀
川
・土
佐
堀
川
に
囲
ま
れ

た
地
域
）お
よ
び
島
之
内
（東
横
堀
川
・道
頓
堀
川
・旧
西
横
堀
川
・旧
長
堀
川
に
囲
ま
れ
た
地
域
）

の
西
端
部
、
心
斎
橋
筋
と
旧
西
横
堀
川
に
は
さ
ま
れ
た
南
北
に
細
長
い
領
域
お
よ
び
そ
れ
ら
の
南

側
に
鎮
座
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
領
域
を
南
へ伸
ば
す
と
、
近
世
木
津
村
の
氏
神
、
敷
津
松
之
宮

（牛
頭
天
皇
社
、
浪
速
区
敷
津
西
一
丁
目
）も
あ
る
14)

。
以
上
は
、
い
ず
れ
も
古
代
か
ら
近
世
に
か

け
て
の
摂
津
国
西
成
郡
に
属
す
が
、
南
北
方
向
へほ
ぼ
一
直
線
に
並
ぶ
と
い
う
特
徴
が
見
出
せ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
う
ち
坐
摩
神
社
は
、
も
と
も
と
中
世
渡
辺
の
中
心
地
に
近
い
、
上
町
台
地
西
北
端

部
の
現
中
央
区
石
町
二
丁
目
に
鎮
座
し
（現
在
の
行
宮
（御
旅
所
））
、
や
は
り
豊
臣
期
大
坂
城
築

城
に
あ
わ
せ
て
移
転
し
た
と
み
ら
れ
る
た
め
15)

、
ひ
と
ま
ず
除
外
し
て
お
く
。
そ
れ
で
も
こ
れ
ら
多

く
の
神
社
群
の
鎮
座
地
が
地
理
的
に
特
徴
あ
る
分
布
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
各
社
の
考
察
に
際
し

て
看
過
し
え
な
い
点
と
い
え
よ
う
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
船
場
・島
之
内
に
お
け
る
地
形
お
よ
び
集

落
の
形
成
過
程
と
関
連
さ
せ
て
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
最
近
の
古
地
形
復
原
研
究
に
よ
れ

ば
、
古
代
の
同
地
域
は
、
難
波
乃
海
（大
阪
湾
）
に
面
し
、
上
町
台
地
に
並
行
し
て
南
北
に
細
長
い

難
波
砂
堆
が
複
数
形
成
さ
れ
、
砂
堆
の
微
高
地
と
潟
の
浅
瀬
な
い
し
低
湿
地
と
が
交
互
に
立
ち
現

れ
る
よ
う
な
地
形
で
あ
っ
た
ら
し
い
16)

。
ち
な
み
に
、
そ
の
よ
う
な
景
観
を
上
町
台
地
か
ら
見
下
ろ

し
て
う
た
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
が
、
仁
徳
天
皇
作
と
い
わ
れ
る
次
の
歌
で
あ
る
。

お
し
て
る
難
波
の
崎
の
並
び
浜
並
べ
む
と
こ
そ
そ
の
子
は
有
り
け
め
17)

こ
の
よ
う
な
か
つ
て
の
地
形
を
鑑
み
る
と
、
御
霊
神
社
か
ら
難
波
八
阪
神
社
ま
で
、
大
坂
の
氏
神

神
社
四
社
（木
津
村
の
敷
津
松
之
宮
を
加
え
れ
ば
五
社
）が
南
北
一
列
に
並
ぶ
地
理
的
特
徴
は
、

難
波
砂
堆
群
の
う
ち
心
斎
橋
筋
と
旧
西
横
堀
川
に
は
さ
ま
れ
た
範
囲
に
、
水
は
け
が
良
い
な
ど
最

も
安
定
的
な
砂
堆
が
生
成
さ
れ
て
い
た
た
め
、
そ
の
上
に
鎮
座
地
が
選
ば
れ
た
可
能
性
が
高
い
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
の
神
社
に
は
、
歴
史
や
性
格
な
ど
の
共
通
性
が
見
出

さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
定
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
豊
臣
期
に
は
こ
の
領
域
に
寺
町
街

区
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。

で
は
こ
れ
ら
の
神
社
は
い
つ
ご
ろ
創
祀
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
は
、
難
波
砂
堆
群

上
に
ど
の
よ
う
に
し
て
人
が
定
住
し
、
耕
作
を
し
た
り
漁
労
を
営
ん
だ
り
し
な
が
ら
集
落
が
形
成

さ
れ
て
い
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
平
安
前
期
以
前
で
は
そ
の
過
程
を
解
明
す
る

こ
と
は
難
し
い
。
例
え
ば
、『
続
日
本
紀
』天
平
勝
宝
五
年
（七
五
三
）九
月
五
日
条
に
は「
摂
津
国

御
津
村
」が
高
潮
の
被
害
を
受
け
た
と
あ
り
、
仮
に
こ
れ
が
後
の
三
津
寺
村
（現
中
央
区
西
心
斎
橋

二
丁
目
付
近
）を
指
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
当
時
の
砂
堆
上
に
大
き
な
集
落
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ

と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
承
平
年
間
（九
三
一
～
九
三
八
）頃
に
成
立
し
た『
倭
名
類
聚
抄
』は
、
西
成

郡
の
地
名
と
し
て
一
二
の
郷
名
を
あ
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
が
難
波
砂
堆
上
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
は

現
時
点
で
は
不
明
で
あ
る
18)

。
ま
た
、
こ
の
地
域
に
は
条
里
地
割
も
確
認
さ
れ
て
い
な
い
19)

。

従
っ
て
、
確
実
に
難
波
砂
堆
上
の
集
落
の
状
況
や
荘
園
の
成
立
過
程
な
ど
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く

る
の
は
、
そ
れ
以
降
の
時
代
と
な
ろ
う
。
時
代
は
下
る
が
、
中
世
に
お
い
て
こ
の
地
域
に
い
か
な
る
村

落
が
あ
っ
た
の
か
が
わ
か
る
史
料
が
、
元
亀
元
年
（一
五
七
〇
）、
織
田
信
長
軍
が
野
田
・福
島
城
に

拠
る
三
好
三
人
衆
と
対
峙
し
た
様
子
を
伝
え
る『
細
川
両
家
記
』で
あ
る
。

史
料
①
「
八
月
廿
四
日
、
信
長
人
数
三
万
余
騎
に
て
京
上
也
、
則
御
所
様
被
参
由
候
也
、
同
廿

五
日
に
河
内
牧
方
（枚
方
）と
云
処
へ下
、
同
廿
六
日
に
天
王
寺
へ陣
取
也
、
其
外
諸
勢
は
渡

辺
・津
村
・上
難
波
・下
難
波
・木
津
・今
宮
・部
戸
（郡
戸
）陣
取
由
候
也
」20)

（括
弧
内
は
筆
者

に
よ
る
、
以
下
同
じ
）

こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
織
田
軍
は
港
町
で
あ
っ
た
渡
辺
を
起
点
に
、
津
村
か
ら
郡
戸
村
（後
の
高

津
村
）ま
で
の
各
村
落
に
陣
取
っ
た
。
地
名
な
ど
か
ら
こ
れ
ら
の
位
置
を
比
定
す
る
と
、
北
の
津
村

か
ら
南
の
今
宮
村
ま
で
が
難
波
砂
堆
上
に
分
布
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
上
難
波
村
と

下
難
波
村
の
間
に
位
置
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
三
津
寺
村
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
当
時
の

三
津
寺
村
が
大
坂
本
願
寺
方
の
拠
点
で
あ
り
、
織
田
軍
が
展
開
で
き
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
21)

。

こ
れ
ら
の
村
々
に
つ
い
て
、
文
献
史
料
上
の
確
実
な
初
見
を
ま
と
め
た
も
の
が
第
２
表
で
あ
り
、

本
表
か
ら
、
大
坂
周
辺
の
中
世
村
落
は
遅
く
と
も
一
二
世
紀
平
安
後
期
か
ら
鎌
倉
期
の
頃
に
は
成

立
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
最
後
の
郡
戸
村
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
西
成
郡
と
東
成
郡
と

に
ま
た
が
り
、
集
落
の
屋
敷
地
は
上
町
台
地
上
に
あ
っ
た
が
、
耕
地
は
同
砂
堆
に
か
か
っ
て
い
た
と

推
定
さ
れ
る
。

こ
こ
で
改
め
て
鎮
座
地
の
分
布
に
目
を
向
け
れ
ば
、
南
北
に
並
ぶ
近
世
の
氏
神
神
社
と
、
同
じ
く

南
北
に
並
ん
だ
中
世
村
落
と
の
間
に
密
接
な
関
連
が
あ
る
こ
と
が
想
定
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
す
な
わ
ち
近
世
大
坂
市
中
の
氏
神
神
社
は
、
も
と
も
と
平
安
期
か
ら
鎌
倉
期
に
か
け
て
成
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立
し
た
村
落
の
氏
神
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
城
下
町
建
設
に
あ
わ
せ
て
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
可
能
性
が
指
摘
で
き
よ
う
。

そ
れ
で
は
以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
て
、
次
章
よ
り
大
坂
市
中
の
氏
神
神
社
六
社
に
つ
い
て
、
近
世

以
前
の
あ
り
方
を
個
別
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。

Ⅲ 

各
氏
神
神
社
の
考
察

１
．
三
津
寺
村
の
三
津
寺
八
幡

対
象
六
社
の
う
ち
、
現
時
点
で
神
社
の
創
建
や
性
格
、
中
世
村
落
と
の
関
係
な
ど
の
歴
史
が
明

確
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
一
七
世
紀
初
頭
ま
で
存
在
し
た
旧
三
津
寺
村
の
氏
神
、
三
津
寺
八
幡
（御

津
宮
）が
唯
一
の
事
例
で
あ
る
。

瀧
川
政
次
郎
の
研
究
22)

に
よ
れ
ば
、『
石
清
水
文
書
』中
の『
田
中
家
文
書
』承
久
二
年
（一
二
二

〇
）
一
二
月
付
「
検
校
祐
清
譲
状
」
に
、「
壇
殿
女
房
」
へ譲
渡
す
る
土
地
と
し
て「
摂
津
国
三
津
寺

畠
三
段

在
八
幡
河
合
」と
あ
り
23)

、
一
方
で
延
久
元
年
（一
〇
六
九
）に
石
清
水
八
幡
宮
が
提
出
し

て
い
た
所
領
荘
園
に
関
す
る
記
録
の
中
に「
三
津
寺
」が
な
い
こ
と
か
ら
、「
三
津
八
幡
宮
は
、
石
清

水
八
幡
が
源
氏
の
氏
神
と
し
て
勢
力
を
伸
長
し
た
鎌
倉
時
代
の
初
期
に
、
難
波
の
三
津
寺
の
地
に

八
幡
宮
寺
の
庄
園
が
で
き
、
そ
の
庄
領
内
に
創
建
さ
れ
た
」と
推
定
し
た
。
こ
の
見
解
は
説
得
力
が

あ
り
、
首
肯
さ
れ
よ
う
。

そ
の
後
三
津
寺
庄
が
三
津
寺
村
と
な
り
、
さ
ら
に
元
和
六
年
（一
六
二
〇
）頃
に
大
坂
市
中
へ取

り
込
ま
れ
て
三
津
寺
町
な
ど
と
な
る
が
、
現
在
の
御
津
宮
に
は
同
村
関
連
の
近
世
文
書
が
多
数
残

さ
れ
て
い
る
24)

。
よ
っ
て
こ
れ
ら
に
依
拠
し
て
、
当
地
が
中
世
村
落
か
ら
近
世
都
市
へ転
換
し
て
い
く

プ
ロ
セ
ス
の
研
究
が
多
く
な
さ
れ
て
き
た
25)

。

そ
れ
ら
の
成
果
に
よ
れ
ば
、
三
津
寺
村
の
範
囲
は
お
お
む
ね
島
之
内
の
西
半
分
弱
を
占
め
、
村

の
南
側
に
は
三
津
寺
八
幡
を
中
心
と
す
る
屋
敷
地
が
ま
と
ま
っ
て
あ
り
、
そ
の
周
囲
が
耕
地
で
あ
っ

た
（第
２
図
）。
伊
藤
毅
は
、
こ
の
よ
う
な
村
落
の
景
観
を「
畿
内
で
は
一
般
的
な「
垣
内
村
落
」の
形

態
を
と
っ
て
い
た
」
と
し
て
い
る
26)

。
そ
の
後
都
市
への
転
換
に
あ
た
り
、
景
観
的
に
は
、
か
つ
て
の
屋

敷
地
配
置
な
ど
村
落
的
区
画
は
失
わ
れ
、
整
然
と
し
た
都
市
的
区
画
に
改
編
さ
れ
た
一
方
、
社
会

的
に
は
、
以
前
か
ら
住
ん
で
い
た
農
民
の
多
く
が
、
町
人
身
分
と
な
っ
て
そ
の
ま
ま
三
津
寺
町
な
ど

同
地
に
住
み
続
け
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
村
か
ら
町
への
連
続
性
が
多
く
み
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い

る
。

寛
文
七
年
（一
六
六
七
）の『
御
津
八
幡
宮
縁
起
』に
よ
れ
ば
、
か
つ
て
の
三
津
寺
八
幡
は「
三
津

寺
村
惣
百
姓
持
之
社
」で
あ
り
、
市
中
へ組
み
込
ま
れ
た
後
の
寛
永
五
年
（一
六
二
八
）に
も
、
三
津

寺
町
が
そ
の「
宮
屋
敷
」を
買
い
取
っ
て
、
同
町
町
人
た
ち
が
維
持
・管
理
す
る
神
社
と
し
て
存
続
し

た
27)

。
ま
た
、
近
代
に
お
け
る
同
社
氏
子
区
域
の
相
当
部
分
が
、
中
世
三
津
寺
村
の
範
囲
と
重
な
っ

て
い
る
こ
と
も
、
神
社
の
性
格
が
、
地
域
の
氏
神
と
し
て
連
続
し
て
き
た
こ
と
の
傍
証
と
な
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
三
津
寺
八
幡
は
、
難
波
砂
堆
上
に
設
け
ら
れ
た
荘
園
の
鎮
守
と
し
て
勧
請
さ
れ
、

中
世
村
落
の
氏
神
と
な
り
、
そ
の
ま
ま
近
世
以
降
の
都
市
の
氏
神
に
取
り
込
ま
れ
て
今
に
至
っ
て
い

る
と
い
え
る
。

２
．
西
高
津
村
の
高
津
宮

次
い
で
検
討
す
る
の
は
高
津
宮
で
あ
る
。
江
戸
期
の
同
社
に
お
い
て
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
多
く

の
大
坂
三
郷
の
町
々
を
氏
子
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
維
持
・管
理
は
西
成
郡
西
高
津
村
の
村
民
ま

た
は
元
村
民
た
ち
の
宮
座
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
ろ
う
28)

。
よ
っ
て
同
社
の
も
と
も
と
の
性

格
は
、
明
治
三
〇
年
（一
八
九
七
）ま
で
存
続
し
て
い
た
、
近
世
西
高
津
村
の
氏
神
で
あ
っ
た
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
以
前
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
同
村
は
東
成
郡
東
高
津
村
と

と
も
に
中
世
の
郡
戸
村
（郡
戸
庄
）29)

か
ら
分
か
れ
て
成
立
し
た
と
み
ら
れ
る
た
め
（後
述
）、
元
来

の
高
津
宮
は
郡
戸
村
の
氏
神
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
推
定
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
問
題
は
そ

う
単
純
で
は
な
く
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
同
社
お
よ
び
同
村
を
め
ぐ
っ
て
は
き
わ
め
て
複
雑
な

事
情
が
あ
る
。
よ
っ
て
推
測
を
交
え
る
こ
と
に
は
な
る
が
、
そ
れ
ら
を
き
ち
ん
と
整
理
し
た
上
で
結

論
を
導
き
出
す
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
一
に
高
津
宮
に
は
、
か
つ
て
大
坂
城
近
辺
に
鎮
座
し
て
い
た
が
、
同
城
築
城
に
と
も
な
っ
て
遷

座
し
て
き
た
と
い
う
伝
承
が
あ
る
。
例
え
ば『
和
漢
三
才
図
会
』正
徳
二
年
（一
七
一
二
）の
説
明
は
、

以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

史
料
②
「
高
津
社

在
生
玉
社
之
北
（中
略
）按
当
社
神
伝
紛
失
、
相
伝
往
昔
隣
于
生
玉
社
［今

之
農
人
橋
広
小
路
之
辺
］、
天
正
年
中
秀
吉
公
築
城
時
、
遷
社
於
坤
方
［生
玉
及
森
社
亦
同

時
被
退
］、
今
謂
高
津
町
［人
家
裏
有
古
跡
］、
尋
復
遷
今
之
処
（以
下
省
略
）」30)

（［
］内
は

割
注
、
以
下
同
じ
）

仮
に
同
社
が「
農
人
橋
広
小
路
」（現
中
央
区
法
円
坂
一
丁
目
）か
ら
移
転
し
て
き
た
と
す
れ
ば
、
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そ
れ
以
前
か
ら
郡
戸
村
の
氏
神
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
よ
う
。

第
二
に
、
高
津
宮
と
は
別
に
、
か
つ
て
の
東
高
津
村
の
地
に
は「
元
高
津
」
を
称
す
る
東
高
津
宮

（現
天
王
寺
区
東
高
津
町
）と
い
う
神
社
が
現
存
し
て
お
り
、
他
に
も
か
つ
て
北
高
津
宮
（現
天
王

寺
区
餌
差
町
）と
い
う
神
社
が
あ
っ
た
31)

。
高
津
も
含
め
た
こ
れ
ら
三
社
に
は
密
接
な
関
連
が
あ
っ

た
と
思
わ
れ
、
そ
れ
を
明
確
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
を
受
け
て
、
第
三
に
郡
戸
村
と
東
西
高
津
村
と
の
関
係
、
例
え
ば
い
つ
い
か
な
る
経
緯
で

東
西
に
分
裂
し
た
の
か
、
も
と
も
と
の
郡
戸
村
は
ど
の
よ
う
な
範
囲
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
も
明

ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
特
に
西
高
津
村
は
、
大
坂
三
郷
へ隣
接
し
て
い
た
た
め
に
江
戸
期

中
の
都
市
化
が
著
し
く
、
そ
れ
以
前
の
状
態
の
復
原
に
は
精
査
を
要
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
課
題
を
検
討
す
る
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
作
業
を
行
う
。
ま
ず
関
連
す
る
事
項

の
年
表
を
第
３
表
と
し
て
ま
と
め
、
次
に
明
治
一
九
年
（一
八
八
六
）作
製
の『
大
阪
実
測
図
』に
基

づ
い
て
、
当
時
の
東
西
高
津
村
の
範
囲
を
第
２
図
へ描
画
す
る
32)

。
さ
ら
に『
西
成
郡
史
』お
よ
び『
大

阪
府
全
志
』よ
り
、
江
戸
期
に
お
い
て
西
高
津
村
か
ら
大
坂
三
郷
へ編
入
さ
れ
た
記
録
の
あ
る
領
域

を
描
き
加
え
33)

、
最
後
に『
大
阪
府
全
志
』
の
記
述
に
よ
っ
て
、
近
代
に
お
け
る
高
津
宮
・
東
高
津

宮
・御
津
宮
の
氏
子
区
域
の
範
囲
を
描
画
し
た
34)

。

こ
れ
ら
の
図
表
に
お
い
て
ま
ず
確
認
し
た
い
の
は
、
明
治
期
に
お
け
る
東
西
高
津
村
の
位
置
関
係

で
あ
る
。
東
高
津
村
は
上
町
台
地
の
東
側
、
す
な
わ
ち
東
成
郡
に
あ
り
、
西
高
津
村
は
上
町
台
地

の
西
側
、
す
な
わ
ち
西
成
郡
に
あ
っ
た
35)

。
一
五
世
紀
の『
天
王
寺
金
堂
舎
利
講
記
録
』に
は「
西
成

郡
郡
戸
庄
」と「
東
郡
戸
」と
い
う
地
名
が
あ
る
の
で
36)

、
中
世
の
郡
戸
村
（郡
戸
庄
）も
東
成
郡
と

西
成
郡
と
に
ま
た
が
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
が
東
西
の
高
津
村
と
し
て
分
か
れ
て
い
っ
た
こ
と

は
間
違
い
あ
る
ま
い
。

で
は
東
西
に
分
裂
し
た
時
期
は
い
つ
か
と
い
う
問
題
に
な
る
が
、
東
西
高
津
村
は
隣
接
し
て
い
た

の
で
は
な
く
、
南
北
の
細
長
い
領
域
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
て
い
た
点
に
着
目
し
た
い
。
こ
の
領
域
と
は
、

天
正
一
一
年
（一
五
八
三
）、
住
吉
郡
平
野
郷
（現
平
野
区
）の
住
民
を
移
住
さ
せ
、
豊
臣
期
大
坂

城
城
下
町
と
し
て
建
造
さ
れ
た
北
平
野
町
（現
中
央
区
上
汐
一
丁
目
～
天
王
寺
区
上
汐
四
丁
目

な
ど
）で
あ
る
37)

。
そ
し
て
こ
の
時
期
を
境
に
東
西
が
別
々
の
村
と
し
て
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

た
め
、
北
平
野
町
の
建
設
と
住
民
の
集
団
移
住
が
契
機
と
な
っ
て
、
郡
戸
村
が
分
断
さ
れ
た
と
い
う

推
測
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

こ
の
推
測
に
対
し
て
史
料
的
な
裏
付
け
は
見
出
せ
て
い
な
い
が
、
傍
証
と
し
て
氏
神
神
社
の
問
題

を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
先
に
述
べ
た
通
り
、
高
津
宮
は
西
高
津
村
の
氏
神
で
あ
っ
た
が
、
明
治
四

年
（一
八
七
一
）の『
八
王
子
神
社
所
蔵
文
書
』「
摂
河
氏
神
兼
勤
村
々
神
名
帳
」に
よ
れ
ば
、
東
高

津
宮
は「
東
成
郡
東
高
津
村
」、
北
高
津
宮
は「
東
成
郡
餌
差
町
」の
氏
神
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
仁
徳

天
皇
を
主
祭
神
と
し
て
い
た
38)

。
こ
れ
ら
三
社
は
、
鎮
座
地
・祭
神
・社
名
の
共
通
性
か
ら
も
、
も
と

も
と
中
世
郡
戸
村
の
氏
神
と
し
て
同
一
の
神
社
で
あ
っ
た
が
、
北
平
野
町
建
設
に
よ
っ
て
東
西
高
津

村
が
分
断
さ
れ
、
隔
て
ら
れ
た
た
め
に
、
各
村
へ氏
神
を
分
祀
す
る
必
要
が
生
じ
、
結
果
的
に
別
々

の
神
社
が
創
建
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
現
在
の
北
平
野
町
で
は
、

い
ず
れ
の
高
津
宮
で
も
な
く
、
生
國
魂
神
社
を
氏
神
と
し
て
い
る
こ
と
も
39)

、
同
町
の
建
設
が
郡
戸

村
分
断
の
契
機
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。

そ
れ
で
は
い
ず
れ
の
神
社
が
中
世
郡
戸
村
の
氏
神
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
軽
々

し
く
断
定
は
で
き
な
い
も
の
の
、
現
時
点
で
の
筆
者
に
よ
る
仮
説
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

郡
戸
村
が
三
津
寺
村
の
よ
う
に「
垣
内
村
落
」（集
村
の
一
種
）の
形
態
を
と
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、

氏
神
は
屋
敷
地
の
近
隣
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
郡
戸
村
の
中
心
と
な
る
屋
敷
地
が
ど
こ
に
あ
っ

た
の
か
も
判
然
と
し
な
い
が
、
ヒ
ン
ト
と
な
る
の
は
大
永
四
年
（一
五
二
四
）、
三
条
西
実
隆
が
四
天

王
寺
か
ら「
コ
ウ
ツ
」（郡
戸
）を
経
て
渡
辺
に
至
っ
た
と
い
う
旅
の
記
録
で
あ
る
40)

。
大
澤
研
一
の
研

究
に
よ
れ
ば
、
中
世
上
町
台
地
周
辺
の
最
も
主
要
な
南
北
道
は
台
地
西
側
の「
浜
路
」と
よ
ば
れ
た

現
松
屋
町
筋
で
あ
り
、
実
隆
も
こ
の
ル
ー
ト
を
通
っ
た
と
み
ら
れ
る
41)

。
だ
と
す
れ
ば
四
天
王
寺
と

渡
辺
の
中
間
に
あ
っ
た「
コ
ウ
ツ
」と
は
、
現
高
津
宮
の
西
側
付
近
と
な
り
、
交
通
が
至
便
で
あ
っ
た

当
地
が
集
落
の
中
心
で
あ
っ
た
と
想
定
で
き
よ
う
。
対
し
て
、
東
高
津
宮
や
北
高
津
宮
の
鎮
座
地

近
辺
を
通
る
中
世
南
北
路
は
見
出
せ
ず
、
従
っ
て
中
世
郡
戸
村
の
氏
神
は
高
津
宮
で
あ
り
、
東
高

津
宮
や
北
高
津
宮
は
、
近
世
に
な
っ
て
そ
こ
か
ら
分
祀
さ
れ
て
成
立
し
た
可
能
性
が
高
い
と
結
論

づ
け
ら
れ
よ
う
。

ち
な
み
に
、
近
世
に
な
っ
て
高
津
宮
が
大
坂
城
近
辺
か
ら
移
転
し
て
き
た
と
い
う
説
で
あ
る
が
、

中
世
の『
天
文
日
記
』や
『
私
心
記
』
と
い
っ
た
史
料
に
は
関
連
す
る
記
録
が
見
出
せ
な
い
た
め
、
本

説
の
当
否
は
不
明
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
だ
中
世
郡
戸
村
に
氏
神
が
な
か
っ
た
と
は
考
え
づ
ら

く
、
高
津
宮
が
四
方
か
ら
屹
立
し
た
小
丘
上
に
鎮
座
し
て
い
る
と
い
う
地
形
的
特
徴
も
考
え
あ
わ

せ
れ
ば
、
同
社
は
中
世
以
前
か
ら
同
地
に
鎮
座
し
て
い
た
と
、
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。
仮
に
移
転
説

が
史
実
を
含
ん
で
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
例
え
ば
元
か
ら
あ
っ
た
高
津
宮
に
対
し
て
、
別
の
神
社

の
祭
神
を
合
祀
し
た
と
い
っ
た
意
味
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

最
後
に
中
世
郡
戸
村
の
範
囲
を
考
察
し
て
み
た
い
。
か
つ
て
の
郡
戸
村
が
東
成
郡
と
西
成
郡
と

に
ま
た
が
り
、
そ
の
中
に
後
の
東
西
高
津
村
や
北
平
野
町
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
に
な
っ

46 
（５）
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近
世
大
坂
の
氏
神
神
社
に
関
す
る
基
礎
的
考
察

た
が
、
全
体
と
し
て
ど
の
程
度
の
広
が
り
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
手
が
か
り
と
な
る
の

が
、
元
和
三
年
（一
六
一
七
）頃
の
石
高
状
況
を
示
す
と
み
ら
れ
る『
天
正
十
九
年
摂
津
一
国
高
御

改
帳
』で
あ
る
42)

。
同
史
料
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
東
郡
戸
村
は
約
二
一
一
石
、
西
郡
戸
村
は
約
三
八

一
石
、
三
津
寺
村
は
約
一
六
九
石
の
石
高
で
あ
っ
た
。
石
高
が
そ
の
ま
ま
面
積
と
比
例
す
る
訳
で
は

な
い
が
、
一
応
の
目
安
と
な
り
う
る
の
で
、
既
に
建
設
さ
れ
て
い
た
北
平
野
町
の
存
在
も
考
え
合
わ

せ
る
と
、
中
世
の
郡
戸
村
は
、
三
津
寺
村
の
四
倍
な
い
し
そ
れ
以
上
の
広
さ
を
有
し
て
い
た
と
推
定

で
き
よ
う
。

以
上
を
も
と
に
第
２
図
上
で
復
原
を
試
み
れ
ば
、
西
高
津
村
に
関
し
て
大
坂
三
郷
へ編
入
さ
れ

た
記
録
の
あ
る
領
域
も
含
め
て
見
る
と
、
北
西
の
欠
落
部
分
、
す
な
わ
ち
島
之
内
東
部
の
扱
い
が

問
題
と
な
ろ
う
。
既
存
研
究
に
よ
れ
ば
、
島
之
内
東
部
は
元
和
年
間
中
に
は
市
街
地
と
な
っ
た
が
、

そ
れ
以
前
に
つ
い
て
は
、
宝
暦
七
年
（一
七
五
七
）、
森
幸
安
が
作
製
し
た
歴
史
地
図
、『
大
坂
分
町

地
図
』43)

に
お
け
る「
此
邊
泥
沼
」と
い
う
記
述
が
そ
の
ま
ま
追
認
さ
れ
、
い
か
な
る
村
に
属
し
て
い

た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
土
地
利
用
が
な
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
っ
た
点
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
44)

。
し
か
し
、
島
之
内
東
部
が
元
和
以
前
の
西
高
津
村
、
ひ
い
て
は
中
世
の
郡
戸
村
に
属
し
て
い
た
こ

と
を
示
唆
す
る
傍
証
は
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
ま
ず
同
地
域
が
高
津
宮
の
氏
子
区
域
と
な
っ
て
い
る

点
で
あ
る
。
一
七
世
紀
な
か
ば
頃
の
西
高
津
村
の
範
囲
の
多
く
が
高
津
宮
の
氏
子
で
あ
っ
た
（第
２

図
お
よ
び
第
３
表
）こ
と
を
鑑
み
る
と
、
元
和
以
前
の
島
之
内
東
部
も
同
村
の
一
部
で
あ
っ
た
可
能

性
は
高
い
45)

。
次
に
宝
暦
三
年
（一
七
五
三
）の『
初
発
言
上
候
帳
面
写
』に
よ
れ
ば
、
島
之
内
東
部

の
町
で
あ
る
南
竹
屋
町
の
旧
名
が「
郡
戸
町
」
、
高
津
町
の
旧
名
が「
西
高
津
町
」と
い
っ
た
よ
う
に

（と
も
に
現
中
央
区
島
之
内
二
丁
目
）、
西
高
津
村
な
い
し
郡
戸
村
と
の
関
連
を
示
し
て
お
り
46)

、

し
か
も
史
料
②
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
高
津
町
に
は
一
時
高
津
宮
が
遷
座
し
て
い
た
と
い
う
伝
承

も
あ
っ
た
。

さ
ら
に
道
頓
堀
川
を
隔
て
て
南
側
の
高
津
新
地
（現
中
央
区
日
本
橋
一
丁
目
な
ど
）に
着
目
す

る
と
、
延
享
二
年
（一
七
四
五
）、
大
坂
三
郷
へ編
入
さ
れ
る
以
前
の
同
地
は
、
西
高
津
村
に
属
す

る
田
畑
と
な
っ
て
い
た
が
47)

、
中
世
の
高
津
新
地
と
島
之
内
東
部
に
は
、
地
形
な
ど
の
土
地
条
件
に

大
き
な
差
異
は
な
く
、
連
続
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
と
み
な
せ
ら
れ
る
48)

。
以
上
に
よ
っ
て
、
島
之

内
東
部
の
多
く
は
郡
戸
村
に
含
ま
れ
、
耕
地
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
ま
と
め
て
、
筆
者
が
中
世
郡
戸
村
と
推
定
し
た
範
囲
を
第
２
図
に

破
線
で
描
画
し
て
お
く
の
で
、
諸
賢
の
ご
批
判
を
仰
ぐ
次
第
で
あ
る
49)

。

３
．
津
村
の
津
村
御
霊
社

戦
国
・安
土
桃
山
期
の
津
村
御
霊
社
（御
霊
神
社
）
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
状
況
が
わ
か
る
記

録
は
き
わ
め
て
乏
し
い
。
文
献
史
料
で
は
寛
永
一
五
年
（一
六
三
八
）の『
毛
吹
草
』に
祭
礼
が「
（九

月
）
津
村

廿
七
日
、
摂
津
」
と
記
さ
れ
50)

、
絵
画
（
絵
図
）
史
料
で
は
西
宮
市
立
郷
土
資
料
館
蔵

『
慶
長
十
年
摂
津
国
絵
図
』に「
橋
御
霊
」と
描
画
さ
れ
て
い
る
51)

の
が
同
社
の
初
見
で
あ
ろ
う
。
ま

た
延
宝
三
年
（一
六
七
五
）の『
蘆
分
船
』に
は「
新
御
霊

此
社
の
濫
觴
詳
な
ら
ず
」と
あ
る
よ
う
に

52)

、
そ
の
由
緒
も
判
然
と
し
て
い
な
か
っ
た
。

一
方
そ
の
鎮
座
地
に
隣
接
す
る
一
帯
（近
世
の
津
村
五
町
）の
町
割
・街
区
割
に
は
、
近
代
ま
で

不
整
形
な
屈
折
や
屈
曲
が
残
さ
れ
、
他
の
大
坂
市
中
の
整
然
と
し
た
そ
れ
ら
と
は
異
な
っ
て
い
た

（第
３
図
）53)

。
こ
の
理
由
は
、
中
世
村
落
の
屋
敷
地
区
画
が
そ
の
ま
ま
近
世
都
市
へ取
り
込
ま
れ
た

た
め
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
54)

、
具
体
的
に
は
、
皇
室
領
荘
園
の
摂
津
大
江
御
厨
に
包
摂
さ
れ
て
い

た
津
村
郷
が
津
村
五
町
へ継
承
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
55)

。
よ
っ
て
津
村
郷
も
三
津
寺
村
と
同
じ
く

「
垣
内
村
落
」の
形
態
を
と
っ
て
お
り
、
そ
の
屋
敷
地
に
隣
接
し
て
い
た
津
村
御
霊
社
が
そ
の
氏
神
で

あ
っ
た
と
結
論
づ
け
て
問
題
な
い
で
あ
ろ
う
。

４
．
下
難
波
村
の
牛
頭
天
王
社
と
上
難
波
村
の
博
労
稲
荷

現
在
は
難
波
神
社
・難
波
八
阪
神
社
と
称
す
る
博
労
稲
荷
と
牛
頭
天
王
社
に
つ
い
て
は
、『
蘆
分

船
』に「
そ
の
か
ミ
上
難
波
に
ハ
平
野
大
明
神
（仁
徳
天
皇
）を
尊
崇
し
て
上
の
宮
（博
労
稲
荷
）と
号

し
、
下
難
波
に
ハ
祇
園
牛
頭
天
皇
を
勧
請
し
て
下
の
宮
（牛
頭
天
王
社
）と
称
す
」と
あ
る
よ
う
に
56)

、

江
戸
期
の
両
社
は
上
下
一
対
の
存
在
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た「
上
難
波
」・「
下
難
波
」と
い
う
地
名
は
史
料
①
と
対
応
し
、『
天
正
十
九
年
摂
津
一
国
高

御
改
帳
』で
も
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
お
そ
ら
く
一
二
世
紀
後
半
に
は
成
立
し
、

室
町
期
の
頃
ま
で
存
続
し
て
い
た
難
波
荘
57)

が
何
ら
か
の
理
由
で
分
裂
し
、
戦
国
期
に
は
上
下

別
々
の
村
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。『
西
成
郡
史
』に
よ
れ
ば
、
上
難
波
村
は
南
船
場
に
位
置
し

て
い
た
が
、
大
坂
の
都
市
化
に
と
も
な
っ
て
消
滅
し
た
と
い
う
。
一
方
下
難
波
村
は
、
も
と
も
と
現

在
の
西
船
場
（旧
西
横
堀
川
・旧
長
堀
川
・木
津
川
・土
佐
堀
川
に
囲
ま
れ
た
地
域
）南
部
や
堀
江

（旧
西
横
堀
川
・道
頓
堀
川
・木
津
川
・旧
長
堀
川
に
囲
ま
れ
た
地
域
）、
さ
ら
に
そ
の
南
側
な
ど
に

か
け
て
広
が
っ
て
い
た
が
、
大
坂
市
街
地
の
拡
張
に
あ
わ
せ
て
道
頓
堀
川
南
側
の
地
へ引
き
移
り
、

元
禄
一
三
年
（一
七
〇
〇
）に
は
難
波
村
へ改
称
し
て
、
明
治
二
二
年
ま
で
存
続
し
た
58)

。

45 
（６）



ART RESEARCH vol.25-1 

近
世
大
坂
の
氏
神
神
社
に
関
す
る
基
礎
的
考
察

こ
の
う
ち
牛
頭
天
王
社
は
、
延
宝
八
年
（一
六
八
〇
）の『
難
波
鑑
』で
は「
此
天
皇
は
難
波
村
の

う
ぢ
神
也
」59)

と
あ
る
よ
う
に
、
江
戸
期
か
ら
明
治
に
至
る
ま
で
難
波
村
の
氏
神
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て

当
社
は
も
と
も
と
中
世
下
難
波
村
の
氏
神
で
あ
り
、
か
つ
て
の
村
域
の
う
ち
道
頓
堀
川
付
近
以
北

が
大
坂
市
中
と
な
っ
た
が
ゆ
え
に
、
近
世
の
村
落
と
都
市
双
方
の
氏
神
と
し
て
引
き
継
が
れ
た
と
い

え
よ
う
。

対
し
て
博
労
稲
荷
は
、
江
戸
期
よ
り
以
前
の
状
況
を
推
測
し
う
る
証
左
に
乏
し
く
、
も
っ
ぱ
ら

後
世
の
史
料
に
依
拠
し
て
考
察
せ
ざ
る
を
え
な
い
60)

。
例
え
ば
南
船
場
に
鎮
座
す
る
当
社
と
中
世

ま
で
同
地
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
上
難
波
村
と
を
結
び
つ
け
る
記
録
は
、
管
見
の
限
り
、
安
永
七
年

（
一
七
七
八
）の『
名
葦
探
杖
』
に「
比
羅
野
神
祠
（博
労
稲
荷
）
（中
略
）此
地
元
上
難
波
村
な
り
。

今
の
稲
荷
と
い
ふ
も
則
氏
神
な
る
べ
し
。
浪
花
栄
る
に
し
た
が
ひ
て
今
商
家
の
中
と
な
れ
り
。
則
町

名
に
残
り
て
上
難
波
町
と
い
ふ
」61)

と
あ
る
の
み
で
あ
っ
た
。

た
だ
近
世
の
上
難
波
町
の
町
割
に
は
（津
村
五
町
ほ
ど
明
瞭
で
は
な
い
が
）微
妙
な
不
整
形
が
あ

り
（第
３
図
）62)

、
こ
れ
を
上
難
波
村
屋
敷
地
の
痕
跡
と
み
る
説
が
有
力
で
あ
る
63)

。
以
上
の
よ
う
に

他
の
氏
神
神
社
と
比
べ
る
と
根
拠
が
弱
い
が
、
現
時
点
で
は
こ
れ
以
上
の
考
察
が
で
き
な
い
た
め
、

ひ
と
ま
ず
中
世
の
博
労
稲
荷
も
上
難
波
村
の
氏
神
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
結
論
づ
け
て
お
き

た
い
。

な
お
一
八
世
紀
以
降
に
な
っ
て
、
当
社
が
上
町
台
地
付
近
か
ら
遷
座
し
て
き
た
と
い
う
説
が『
和

漢
三
才
図
会
』な
ど
に
現
れ
る
が
64)

、
本
説
は
一
七
世
紀
の
地
誌
な
ど
に
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
信

憑
性
は
低
い
と
い
え
よ
う
。

５
．
玉
造
村
の
玉
造
稲
荷

最
後
に
残
っ
た
氏
神
神
社
が
玉
造
稲
荷
で
あ
る
。
現
在
、
同
社
が
鎮
座
す
る
一
帯
の
玉
造
と
い

う
地
名
は
古
代
か
ら
あ
っ
た
が
、『
華
頂
要
略
』「
門
主
伝
」に
よ
れ
ば
、
戦
国
期
の
明
応
元
年
（一
四

九
二
）に
は「
玉
造
御
庄
」と
よ
ば
れ
る
荘
園
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
65)

。
そ
の
後
豊
臣
期
大
坂

城
築
造
に
と
も
な
っ
て
大
部
分
が
惣
構
内
に
取
り
込
ま
れ
、
町
場
化
し
て
大
坂
三
郷
に
属
す
る
こ

と
に
な
っ
た
（玉
造
三
六
町
）66)

。
た
だ
し
、
そ
の
南
側
に
は
玉
造
村
と
い
う
小
規
模
な
出
作
地
が
残

さ
れ
67)

、
明
治
ま
で
存
続
し
て
い
る
。

一
方
こ
の
玉
造
を
氏
子
と
す
る
玉
造
稲
荷
に
つ
い
て
、『
玉
造
稲
荷
栗
岡
家
文
書
』「
摂
州
東
成

郡
大
坂
玉
造
栗
岡
里
豊
津
稲
荷
社
草
創
之
由
緒
年
暦
并
祠
官
祢
宜
之
座
位
記
録
」
寛
文
六
年

（一
六
六
六
）お
よ
び「
稲
荷
明
神
旧
記
」元
禄
一
六
年
（一
七
〇
三
）に
よ
れ
ば
、
同
社
は
垂
仁
天

皇
一
八
年
に
創
祀
さ
れ
た
が
、
天
正
四
年
（一
五
七
六
）の
石
山
合
戦
で
灰
燼
に
帰
し
、
慶
長
八
年

（一
六
〇
三
）、
豊
臣
秀
頼
に
よ
っ
て
再
建
さ
れ
た
も
の
の
、
大
坂
の
陣
で
再
び
焼
失
し
た
68)

。
ま
た
、

天
正
か
ら
慶
長
に
か
け
て
戦
乱
の
影
響
で
鎮
座
地
を
遷
し
て
は
い
る
も
の
の
、
玉
造
一
帯
を
離
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
寛
文
六
年
当
時
の「
当
社
神
主
祢
宜
」の
中
に
は「
祢
宜
町
」

（玉
造
祢
宜
町
、
現
中
央
区
玉
造
二
丁
目
）に
住
む
者
が
い
た
が
、
そ
の
町
名
は
天
正
以
前
か
ら
神

社
に
仕
え
て
い
た
彼
ら
の
居
住
地
に
由
来
す
る
と
い
う
69)

。

近
世
以
前
の
玉
造
稲
荷
の
歴
史
を
う
か
が
わ
せ
る
記
録
は
以
上
で
あ
る
が
、
同
社
が
古
く
か
ら

玉
造
の
地
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
は
確
か
な
よ
う
で
あ
る
。
で
あ
れ
ば
、
同
社
も
中
世
村

落
の
氏
神
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

Ⅳ 

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
近
世
大
坂
の
氏
神
神
社
九
社
を
対
象
と
し
て
、
主
に
一
六
世
紀
か
ら
一
七
世
紀
初

頭
に
お
け
る
歴
史
や
性
格
、
鎮
座
地
な
ど
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
結
果
、
お
お
む
ね
以
下
の
よ
う

な
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

第
一
に
、
九
社
す
べ
て
が
中
世
に
存
在
し
て
い
た
中
小
都
市
あ
る
い
は
村
落
の
氏
神
を
そ
の
ま
ま

引
き
継
い
で
、
近
世
城
下
町
の
氏
神
神
社
と
し
て
崇
敬
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
。
第
二

に
、
豊
臣
期
大
坂
城
築
城
に
と
も
な
っ
て
遷
座
し
た
生
國
魂
（生
玉
）と
坐
摩
（座
摩
）を
除
い
て
、

城
下
町
建
設
後
も
元
来
の
鎮
座
地
が
ほ
ぼ
維
持
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。
第
三
に
、
中
世
村

落
の
氏
神
で
あ
っ
た
六
社
は
、
そ
れ
ら
の
村
落
が
荘
園
と
し
て
成
立
し
た
平
安
期
か
ら
鎌
倉
期
に
か

け
て
創
祀
さ
れ
た
可
能
性
が
指
摘
し
う
る
こ
と
。
第
四
に
、
御
霊
（
津
村
御
霊
）
・
難
波
（
博
労
稲

荷
）・御
津
（三
津
寺
八
幡
）・難
波
八
阪
（牛
頭
天
王
）の
四
社
（木
津
村
の
敷
津
松
之
宮
（牛
頭
天

皇
）を
加
え
れ
ば
五
社
）は
、
南
北
一
直
線
に
並
ぶ
と
い
う
地
理
的
特
徴
が
あ
り
、
こ
れ
は
古
代
の

難
波
砂
堆
群
の
う
ち
、
最
も
安
定
し
た
砂
堆
上
への
中
世
村
落
形
成
に
と
も
な
っ
て
創
建
さ
れ
た

と
推
定
さ
れ
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
中
世
郡
戸
村
の
様
相
も
明
ら
か
に
し
た
。

こ
れ
ら
の
結
果
を
受
け
、
氏
神
神
社
か
ら
み
た
近
世
大
坂
と
い
う
都
市
の
特
徴
に
関
し
て
若
干

考
察
し
、
あ
わ
せ
て
今
後
の
課
題
を
指
摘
し
た
い
。
ま
ず
一
六
世
紀
末
か
ら
一
七
世
紀
前
半
に
か

け
て
の
城
下
町
建
設
に
際
し
、
生
國
魂
と
坐
摩
の
移
転
を
除
い
て
、
領
主
権
力
が
氏
神
神
社
の
選

定
や
再
編
な
ど
に
関
与
し
た
記
録
が
見
出
せ
な
い
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
冒
頭
で
紹
介
し
た
福
岡
や
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近
世
大
坂
の
氏
神
神
社
に
関
す
る
基
礎
的
考
察

高
山
の
事
例
と
は
大
き
く
異
な
る
。
ち
な
み
に
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
都
市
改
造
が
行
わ
れ
た
京
都
で

も
、
そ
れ
以
前
か
ら
の
氏
神
神
社
の
扱
い
は
、
急
速
な
市
街
地
化
に
対
応
し
て
下
御
霊
神
社
（現
京

都
市
中
京
区
下
御
霊
前
町
）が
移
転
し
た
他
は
、
市
中
の
御
旅
所
が
整
理
・統
合
さ
れ
た
に
と
ど
ま

り
、
そ
の
他
の
神
社
鎮
座
地
や
氏
子
区
域
な
ど
が
大
き
く
改
変
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
70)

。
こ
の

よ
う
に
近
世
都
市
の
成
立
に
あ
た
り
、
都
市
に
よ
っ
て
氏
神
神
社
への
領
主
権
力
関
与
の
濃
淡
が
見

ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
後
比
較
考
察
な
ど
を
通
し
て
追
究
し
て
い
く
べ
き
課
題
と
い
え
よ
う
71)

。

次
に
大
坂
が
大
都
市
へ発
展
す
る
に
際
し
て
周
辺
地
域
か
ら
多
く
の
移
住
者
が
あ
っ
た
こ
と
が

知
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
ら
が
集
団
で
移
住
し
て
き
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
出
身
地
の
氏
神
を
移
住
地

へ勧
請
し
た
痕
跡
が
見
出
せ
な
い
点
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
に
本
稿
で
論
じ
た
北
平

野
町
で
は
平
野
郷
か
ら
、
玉
造
で
は
京
都
伏
見
か
ら
多
く
の
住
民
が
集
団
移
住
し
て
き
た
が
72)

、
彼

ら
が
そ
れ
ぞ
れ
の
氏
神
で
あ
っ
た
杭
全
神
社
（現
平
野
区
平
野
宮
町
）や
御
香
宮
神
社
（現
京
都
市

伏
見
区
御
香
宮
門
前
町
）の
祭
神
を
移
住
地
へ勧
請
し
た
よ
う
な
形
跡
が
な
い
の
で
あ
る
。
近
世
都

市
への
集
団
移
住
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
事
例
が
少
な
い
た
め
、
大
坂
の
ケ
ー
ス
が
普
遍
的

な
の
か
特
殊
な
の
か
と
い
っ
た
判
断
は
今
後
の
課
題
と
な
る
が
、
第
Ⅲ
章
２
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、

北
平
野
町
の
氏
神
（生
國
魂
）が
周
囲
の
町
々
の
氏
神
（旧
郡
戸
村
の
高
津
宮
・東
高
津
宮
）と
異
な

る
理
由
の
解
明
な
ど
が
、
そ
の
一
助
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

最
後
に
中
世
都
市
・村
落
の
氏
神
神
社
か
ら
近
世
城
下
町
の
そ
れ
へと
変
化
し
て
い
く
経
緯
や
メ

カ
ニ
ズ
ム
の
詳
細
を
、
例
え
ば
神
社
の
維
持
・管
理
や
祭
礼
の
担
い
手
な
ど
か
ら
解
明
し
て
い
く
必

要
性
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
本
稿
で
は
、
三
津
寺
八
幡
や
高
津
宮
に
お
い
て
神
社
の
維
持
・管
理

を
か
つ
て
の
村
落
の
村
民
や
元
村
民
が
中
心
に
な
っ
て
担
っ
て
い
た
こ
と
を
論
じ
た
が
、
一
方
で
氏
子

の
大
多
数
を
占
め
た
は
ず
の
新
し
い
都
市
の
民
衆
（氏
子
町
人
）が
い
か
な
る
役
割
を
担
っ
た
か
に
つ

い
て
は
不
明
な
部
分
が
多
い
。
祭
礼
に
つ
い
て
も
、
一
七
世
紀
後
半
以
降
で
は
地
車
な
ど
主
た
る
出

し
物
が
氏
子
町
人
に
よ
っ
て
奉
納
さ
れ
て
い
た
実
態
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
が
73)

、
そ
れ
以
前
の
担

い
手
の
あ
り
方
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
点
は
判
然
と
し
て
お
ら
ず
、
と
も
に
あ
わ
せ
て
今
後
の

重
要
な
課
題
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
残
さ
れ
た
課
題
は
数
多
い
が
、
こ
れ
ま
で
研
究
が
皆
無
に
近
か
っ
た
大
坂
の
氏
神

神
社
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
と
い
う
本
稿
の
目
的
は
、
ひ
と
ま
ず
達
せ
ら
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
都
市
と
神
社
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
事
例
の
蓄
積
を

進
め
て
い
く
べ
き
段
階
で
あ
り
、
本
稿
を
契
機
に
、
大
坂
に
限
ら
ず
他
の
近
世
都
市
に
お
い
て
も
関

連
す
る
研
究
が
進
展
し
て
い
け
ば
幸
い
で
あ
る
。

〔
注
〕

１) 

城
下
町
内
部
の
寺
町
研
究
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
本
稿
の
対
象
で
あ
る
大
坂
で
は
、
①
内

田
九
州
男「
城
下
町
大
坂
」（岡
本
良
一
ほ
か
編『
日
本
名
城
集
成
２
大
坂
城
』小
学
館
、
一

九
八
五
）、
一
六
〇
―
一
七
一
頁
、
②
伊
藤
毅「
近
世
都
市
と
寺
院
」（吉
田
伸
之
編『
日
本

の
近
世

第
９
巻

都
市
の
時
代
』中
央
公
論
社
、
一
九
九
二
）、
八
一
―
一
二
八
頁
な
ど
が

代
表
的
で
あ
る
。

２) 

氏
神
神
社
と
は
、
あ
る
土
地
の
守
り
神
（氏
神
）と
し
て
地
元
の
氏
子
の
人
々
に
崇
敬
さ
れ

て
い
る
神
社
で
あ
り
、
氏
子
の
居
住
す
る
範
囲
を
氏
子
区
域
と
い
う
。
氏
子
以
外
の
人
々

（崇
敬
者
）に
信
仰
さ
れ
て
い
る
神
社
は
崇
敬
神
社
と
呼
ば
れ
る
。

３) 

西
田
博「
福
岡
城
下
町
の
建
設
と
村
落
・神
社
の
移
転
」、『
日
本
歴
史
』五
九
三
、
一
九
九

七
、
三
五
―
四
八
頁
。
た
だ
し
、
そ
の
結
論
に
つ
い
て
は
実
証
性
が
希
薄
な
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

４) 

①
本
多
健
一「
歴
史
的
都
市
の
氏
子
区
域
に
関
す
る
考
察
―
中
近
世
の
飛
騨
高
山
を
事

例
と
し
て
―
」、『
ア
ー
ト
・リ
サ
ー
チ
』二
二
―
二
、
二
〇
二
二
、
一
九
八
―
一
九
一
頁
。

都
市
に
お
け
る
氏
子
区
域
の
空
間
構
造
の
分
析
は
、
神
社
に
限
ら
ず
、
都
市
そ
の
も
の
の
成

立
経
緯
な
ど
を
考
察
す
る
た
め
の
一
手
法
と
し
て
有
効
と
思
わ
れ
、
本
稿
で
も
援
用
す
る
。

都
市
史
学
に
お
け
る
氏
子
区
域
研
究
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
②
本
多
健
一「
都
市
に
お
け
る

氏
子
区
域
の
歴
史
的
考
察
―
研
究
史
の
検
討
お
よ
び
中
近
世
堺
の
事
例
を
ふ
ま
え
て
―
」、

『
歴
史
地
理
学
』三
〇
四
、
二
〇
二
二
、
一
八
―
三
五
頁
参
照
。

５) 

ち
な
み
に
筆
者
は
、
中
世
後
期
か
ら
近
世
前
期
に
か
け
て
の
大
坂
に
お
け
る
都
市
祭
礼
の
実

態
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
そ
れ
ら
に
お
い
て
も
祭
礼
が
執
り
行
わ
れ
る
氏
神
神
社
の
詳
し
い

歴
史
の
解
明
は
残
さ
れ
た
課
題
と
な
っ
て
い
た
。
①
本
多
健
一「
戦
国
・安
土
桃
山
期
の
大

坂
・堺
に
お
け
る
都
市
祭
礼
―
天
王
寺
土
塔
会
を
中
心
に
―
」、『
藝
能
史
研
究
』二
三
七
、

二
〇
二
二
、
二
二
―
四
八
頁
、
②
本
多
健
一「
江
戸
前
期
の
大
坂
に
お
け
る
都
市
祭
礼
の

基
礎
的
考
察
」、『
民
衆
史
研
究
』一
〇
四
、
二
〇
二
三
、
三
一
―
四
九
頁
。

６) 

前
掲
５
）②
。
な
お
、
近
代
に
お
け
る
大
阪
市
中
の
氏
子
区
域
地
図
は
前
掲
５
）②
所
収
第
１

図
を
参
照
。

７) 

生
國
魂
・坐
摩
両
社
の
歴
史
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
①
式
内
社
研
究
会
編『
式
内
社
調
査
報

告

第
五
巻

京
・畿
内
５
』皇
學
館
大
學
出
版
部
、
一
九
七
七
、
②
谷
川
健
一
編『
日
本
の

神
々
―
神
社
と
聖
地

第
三
巻

摂
津
・河
内
・和
泉
・淡
路
』白
水
社
、
一
九
八
四
な
ど
を

参
照
。
た
だ
し
、
内
容
が
古
代
に
偏
っ
て
い
る
の
で
、
中
世
な
い
し
近
世
前
期
の
歴
史
は
前
掲

43 
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近
世
大
坂
の
氏
神
神
社
に
関
す
る
基
礎
的
考
察

))１０) 

１１
）
管
見
の
限
り
、
御
霊
神
社
と
八
十
島
祭
を
結
び
つ
け
る
説
は
、
享
保
一
九
年
（一
七
三
四
）

の『
摂
津
志
』（大
日
本
地
誌
大
系
）が
初
見
で
あ
る
。
瀧
川
政
次
郎
も
、
八
十
島
祭
の
祭
場

は『
風
俗
歌
』に
う
た
わ
れ
た「
難
波(
な
ば)

の
つ
ぶ
ら
江
」
（土
橋
寛
・小
西
甚
一
校
注『
日

本
古
典
文
学
大
系
３
古
代
歌
謡
集
』岩
波
書
店
、
一
九
五
七
、
四
三
八
頁
）で
あ
り
、
御
霊

神
社
の
濫
觴
は
そ
こ
に
祀
ら
れ
た
祠
（菟
布
良
社
）に
他
な
ら
な
い
と
し
た
が
、
両
者
を
結

び
つ
け
る
根
拠
が
薄
弱
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
①
瀧
川
政
次
郎「
八
十
嶋
の
祭
と
御
霊
神

社
」
（
瀧
川
政
次
郎
『
律
令
と
大
嘗
祭
―
御
代
始
め
諸
儀
式
―
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
八

八
）、
二
九
二
―
三
二
八
頁
（初
出
一
九
八
三
）、
②
瀧
川
政
次
郎「
菟
布
良
社
考
―
御
霊

神
社
舩
渡
御
の
由
来
―
」、『
史
迹
と
美
術
』五
六
―
八
、
一
九
八
八
、
二
二
〇
―
二
三
一

頁
。

１２) 

新
修
大
阪
市
史
編
纂
委
員
会
編『
新
修
大
阪
市
史

第
４
巻
』大
阪
市
、
一
九
九
〇
、
五
五

八
頁
。
矢
内
は
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、
こ
れ
ら
神
社
の
鎮
座
地
周
辺
に
目
立
つ
街
区
割
の
不

自
然
な
屈
折
が
か
つ
て
の
村
落
屋
敷
地
の
反
映
で
あ
る
た
め
と
し
て
い
る
が
、
本
稿
第
Ⅲ
章

で
詳
し
く
述
べ
る
よ
う
に
、
明
確
に
こ
の
根
拠
が
あ
て
は
ま
る
の
は
御
霊
神
社
に
限
ら
れ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

１３) 

『
義
演
准
后
日
記
』（史
料
纂
集
）慶
長
五
年
（一
六
〇
〇
）二
月
一
一
日
条
な
ど
。

１４) 

『
摂
津
名
所
図
会
大
成
』巻
之
八
、
安
政
二
年
（一
八
五
五
）～
万
延
元
年
（一
八
六
〇
）

（船
越
政
一
郎
編『
浪
速
叢
書

第
八

摂
津
名
所
図
会
大
成
其
二
』浪
速
叢
書
刊
行
会
、

一
九
二
八
、
一
七
八
頁
）。
ち
な
み
に
、
や
や
東
側
に
は
今
宮
村
の
氏
神
、
廣
田
神
社
（浪

速
区
日
本
橋
西
二
丁
目
）も
鎮
座
し
て
い
る
。
な
お
、
十
日
戎
で
有
名
な
今
宮
戎
神
社
（浪

速
区
恵
美
須
西
一
丁
目
）は
、
氏
子
を
持
た
な
い
崇
敬
神
社
で
あ
っ
た
。

１５) 

①『
蘆
分
船
』延
宝
三
年
（一
六
七
五
）（船
越
政
一
郎
編『
浪
速
叢
書
第
十
二

地
誌
其
一
』

浪
速
叢
書
刊
行
会
、
一
九
二
七
、
八
〇
頁
）、
②
『
大
坂
濫
觴
書
一
件
』元
禄
一
二
年
（一

六
九
九
）（大
阪
市
参
事
會
編『
大
阪
市
史
第
五
』大
阪
市
参
事
會
、
一
九
一
一
、
六
頁
）、

③『
名
葦
探
杖
』巻
之
五
、
安
永
七
年
（一
七
七
八
）（大
阪
府
神
社
庁
編『
大
阪
府
神
社
史

資
料

上
』大
阪
府
神
社
庁
、
一
九
三
三
、
一
一
八
―
一
一
九
頁
）な
ど
。

１６) 

①
杉
本
厚
典
編『
大
阪
上
町
台
地
の
総
合
的
研
究
』大
阪
市
博
物
館
協
会
・大
阪
文
化
財
研

究
所
、
二
〇
一
四
、
九
―
二
二
頁
お
よ
び
巻
頭
図
版
一
―
七
頁
、
②
豆
谷
浩
之
・南
秀
雄

「
豊
臣
時
代
の
大
坂
城
下
町
」（大
阪
市
立
大
学
豊
臣
期
大
坂
研
究
会『
秀
吉
と
大
坂
―
城

と
城
下
町
』和
泉
書
院
、
二
〇
一
五
）、
二
三
七
―
二
六
四
頁
、
③
松
尾
信
裕「
古
代
・中

世
の
船
場
地
域
の
景
観
」、『
大
阪
歴
史
博
物
館
研
究
紀
要
』一
六
、
二
〇
一
八
、
一
九
―

三
二
頁
な
ど
。
な
お
第
１
図
で
示
し
た
よ
う
に
、
地
形
図
で
は
難
波
砂
堆
上
に
１
０
メ
ー
ト

ル
間
隔
等
高
線
が
ひ
か
れ
な
い
た
め
、
同
砂
堆
に
あ
っ
た
微
地
形
の
起
伏
の
高
低
差
は
１
０

メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

１７) 

『
日
本
書
紀
』仁
徳
天
皇
二
二
年
正
月
条
。
こ
の
歌
が
砂
堆
を
う
た
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

①
日
下
雅
義『
古
代
景
観
の
復
原
』中
央
公
論
社
、
一
九
九
一
、
二
二
五
頁
、
②
前
掲
１
６
）

①
一
六
頁
な
ど
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

１８) 

新
修
大
阪
市
史
編
纂
委
員
会
編『
新
修
大
阪
市
史

第
１
巻
』大
阪
市
、
一
九
八
八
、
七
六

三
―
七
六
四
頁
（東
野
治
之
執
筆
）。

１９) 

前
掲
１
８
）七
七
八
―
七
九
一
頁
（服
部
昌
之
執
筆
）。

２０) 

『
群
書
類
従
・第
二
十
輯

合
戦
部
』続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
五
九
、
六
三
五
頁
。『
足

利
季
世
記
』に
も
ほ
ぼ
同
様
の
記
述
が
あ
る
。

２１) 

『
教
如
上
人
御
消
息
集
』天
正
四
年
（一
五
七
六
）五
月
三
日
付「
大
津
教
信
宛
書
状
」（福

間
光
超
・佐
々
木
孝
正
・早
島
有
毅
編『
真
宗
史
料
集
成

第
六
巻

各
派
門
主
消
息
』同
朋

舎
メ
デ
ィ
ア
プ
ラ
ン
、
二
〇
〇
三
、
八
四
九
頁
）な
ど
。

２２) 

瀧
川
政
次
郎「
三
津
八
幡
宮
と
石
清
水
八
幡
宮
寺
領
三
津
寺
庄
」、『
史
迹
と
美
術
』三
四

―
四
、
一
九
六
四
、
一
二
二
―
一
三
〇
頁
。

２３) 

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編『
大
日
本
古
文
書

家
わ
け
四
ノ
一

石
清
水
文
書
之
一
』東
京

大
学
出
版
会
、
一
九
八
一
、
三
五
七
頁
。

２４) 

大
阪
市
史
編
纂
所
編『
御
津
八
幡
宮
・三
津
家
文
書
（上
）・（下
）―
近
世
初
期
大
坂
関
係

史
料
―
』大
阪
市
史
料
調
査
会
、
一
九
八
六
。

２５) 

①
藤
井
富
太
郎『
み
津
』み
つ
誌
編
集
委
員
会
、
一
九
六
八
、
②
内
田
九
州
男「
大
坂
三
郷

42
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８９

５
）な
ど
も
参
照
。

大
阪
天
満
宮
の
歴
史
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
大
阪
天
満
宮
史
料
室
編『
大
阪
天
満
宮
史
の
研

究
１
・２
』思
文
閣
出
版
、
一
九
九
一
―
一
九
九
三
な
ど
を
参
照
。

以
下
の
由
緒
は
各
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
。

古
代
八
十
島
祭
の
研
究
は
数
多
い
が
、
最
近
で
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
①
榎
村
寛
之「
古

代
都
市
難
波
の
祭
祀
」（栄
原
永
遠
男
・仁
木
宏
編『
難
波
宮
か
ら
大
坂
へ』和
泉
書
院
、
二

〇
〇
六
）、
六
九
―
八
九
頁
、
②
羽
床
正
明「
摂
津
国
難
波
津
の
祭
祀
・八
十
島
祭
の
草
創

に
つ
い
て
―
古
墳
時
代
成
立
説
へ
の
批
判
」
、『
歴
史
と
神
戸
』
五
三
―
三
、
二
〇
一
四
、
一

一
―
二
一
頁
、
③
林
原
由
美
子「
皇
位
継
承
儀
礼
と
し
て
の
八
十
島
祭
」、『
京
都
女
子
大

学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
紀
要

史
学
編
』一
八
、
二
〇
一
九
、
一
―
三
二
頁
な
ど
。
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の
成
立
―
市
街
地
の
形
成
を
中
心
と
し
て
―
」、『
大
阪
の
歴
史
』七
、
一
九
八
二
、
三
八
―

六
三
頁
、
③
伊
藤
毅「
島
之
内
の
成
立
―
三
津
寺
村
を
中
心
に
―
」（伊
藤
毅『
近
世
大
坂

成
立
史
論
』生
活
史
研
究
所
、
一
九
八
七
）、
二
二
七
―
三
〇
六
頁
、
④
上
畑
治
司「
近
世

初
頭
の
三
津
寺
町
」、『
大
阪
の
歴
史
』五
三
、
一
九
九
九
、
二
一
―
七
〇
頁
な
ど
。
内
田
は

「
三
津
寺
町
は
、
大
坂
三
郷
の
な
か
で
は
、
こ
う
し
た
村
か
ら
町
への
編
成
替
え
の
経
過
の
判

明
す
る
唯
一
の
町
」と
し
て
い
る
（『
日
本
史
大
事
典 

第
六
巻
』平
凡
社
、
一
九
九
四
、
四
五

四
頁
）。 

 

２６) 

前
掲
２
５
）③
二
六
五
頁
。 

 

２７) 

前
掲
２
４
）所
収
。 

 

２８) 

『
新
編
・宝
暦
雑
録
』宝
暦
九
年
（一
七
五
九
）条
（井
口
洋
・松
原
秀
江
・多
治
比
郁
夫
・大

橋
正
叔
編『
上
方
藝
文
叢
刊
８
上
方
巷
談
集
』上
方
藝
文
叢
刊
刊
行
会
、
一
九
八
二
、
一

一
七
―
一
一
八
頁
）な
ど
。
こ
の
宮
座
を
対
象
と
し
た
論
考
に
井
上
智
勝「
近
世
大
坂
周
辺

村
落
の
宮
座
と
本
所
―
西
成
郡
西
高
津
村
高
津
神
社
を
中
心
に
―
」、『
大
阪
歴
史
博
物

館
研
究
紀
要
』四
、
二
〇
〇
五
、
一
五
―
二
三
頁
が
あ
る
が
、
高
津
宮
や
西
高
津
村
の
沿

革
に
は
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
。 

 

２９) 

中
世
郡
戸
村
（
郡
戸
庄
）
の
概
要
は
、
新
修
大
阪
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
新
修
大
阪
市
史 

第
２
巻
』大
阪
市
、
一
九
八
八
、
一
七
九
・五
二
一
―
五
二
二
頁
参
照
（河
音
能
平
執
筆
）

参
照
。 

 

３０) 

和
漢
三
才
図
会
刊
行
委
員
会
編『
和
漢
三
才
図
会 

下
』東
京
美
術
、
一
九
七
〇
、
一
〇
一

〇
頁
。 

 

３１) 

な
お
、
東
高
津
宮
は
、
も
と
も
と
現
在
の
近
鉄
上
本
町
駅
付
近
（現
天
王
寺
区
上
本
町
六

丁
目
）に
鎮
座
し
て
い
た
が
、
昭
和
七
年
（一
九
三
二
）、
同
駅
拡
張
に
と
も
な
っ
て
現
在
地
へ

移
転
し
て
い
る
。
ま
た
北
高
津
宮
は
、
明
治
四
〇
年
（一
九
〇
七
）に
高
津
宮
へ合
祀
さ
れ
て

い
る
（井
上
正
雄『
大
阪
府
全
志 

巻
之
二
』大
阪
府
全
志
発
行
所
、
一
九
二
二
、
五
七
八

頁
）。 

 

３２) 

清
水
靖
夫
編『
明
治
前
期
・昭
和
前
期 

大
阪
都
市
地
図
』柏
書
房
、
一
九
九
五
、
八
八
―
八

九
・一
〇
四
頁
。 

 

３３)  

大
阪
府
西
成
郡
役
所
編『
西
成
郡
史
』大
阪
府
西
成
郡
役
所
、
一
九
一
五
、
二
一
六
―
二

一
八
頁
お
よ
び
前
掲
３
１
）四
九
〇
頁
。 

 

３４) 

前
掲
３
１
）四
六
八
・五
七
九
頁
。
氏
子
区
域
の
範
囲
は
、
黒
田
一
充
編『
神
社
を
中
心
と
す

る
村
落
生
活
調
査
報
告
（一
）―
大
阪
市
・三
島
郡
・豊
能
郡
―
』関
西
大
学
な
に
わ
・大
阪

文
化
遺
産
学
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
七
（調
査
は
一
九
三
五
―
三
七
）も
参
考
に
し
た
。

た
だ
し
、
他
社
と
の
境
界
部
分
は
筆
者
に
よ
る
推
定
を
含
む
。 

 

３５) 

東
成
郡
と
西
成
郡
と
の
境
界
は
、
時
代
に
よ
っ
て
変
化
は
あ
る
も
の
の
、『
摂
津
名
所
図
会
』

巻
之
四
に「
谷
町
の
以
東
を
東
生
郡
、
以
西
を
西
成
郡
と
い
ふ
」と
あ
る
よ
う
に
、
お
お
む

ね
谷
町
筋
と
考
え
ら
れ
る
（森
修
編『
日
本
名
所
風
俗
図
会
１
０
大
阪
の
巻
』角
川
書
店
、

一
九
八
〇
、
一
二
四
頁
）。 

 

３６) 

棚
橋
利
光
編『
四
天
王
寺
古
文
書 

第
一
巻
』清
文
堂
出
版
、
一
九
九
六
。 

 

３７) 

内
田
九
州
男「
豊
臣
秀
吉
の
大
坂
建
設
」（佐
久
間
貴
士
編『
よ
み
が
え
る
中
世
―
本
願
寺

か
ら
天
下
一
へ 

大
坂
』平
凡
社
、
一
九
八
九
）、
三
四
―
五
五
頁
な
ど
。
北
平
野
町
と
と
も

に
、
そ
の
南
側
の
南
平
野
町
も
城
下
町
と
し
て
建
設
さ
れ
た
。 

 

３８) 

大
阪
市
史
編
纂
所
編『
大
阪
市
史
史
料
第
六
十
九
輯 

東
成
郡
神
社
関
係
史
料
』大
阪
市

史
料
調
査
会
、
二
〇
〇
七
、
一
二
四
―
一
二
五
頁
。
餌
差
町
は
、
形
式
的
に
は
東
高
津
村

の
一
部
で
あ
る
が
、
な
か
ば
独
立
的
な
集
落
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

 

３９) 

筆
者
の
聞
取
り
調
査
に
よ
る
。
た
だ
し
、
町
建
設
当
初
か
ら
生
國
魂
を
氏
神
と
し
て
い
た
か

ど
う
か
は
定
か
で
な
い
。
な
お
、
南
平
野
町
の
氏
神
は
五
條
宮
（現
天
王
寺
区
真
法
院
町
）

で
あ
る
。 

 

４０) 

『
実
隆
公
記
』（大
日
本
史
料
）大
永
四
年
五
月
二
日
条
な
ど
。 

 

４１) 

大
澤
研
一「
中
世
大
坂
の
道
」（大
澤
研
一『
戦
国
・織
豊
期
大
坂
の
都
市
史
的
研
究
』思
文

閣
出
版
、
二
〇
一
九
）、
三
五
―
六
七
頁
（初
出
は
二
〇
〇
一
）。 

 

４２) 

『
地
域
史
研
究
―
尼
崎
市
立
地
域
研
究
史
料
館
紀
要
―
』八
―
三
、
一
九
七
九
、
六
七
―

九
二
頁
。 

 

４３) 

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
『
日
文
研
デ
ー
タ
ベ
ー
ス 

森
幸
安
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
』

https://sekiei.nichibun.ac.jp/M
O

R/en/detail/?group_h=043

（二
〇
二
二
年
七

月
二
一
日
閲
覧
）。 

 

４４) 

前
掲
２
５
）③
お
よ
び
吉
田
高
子
・松
口
輝
久「
大
坂
島
之
内
の
町
割
と
敷
地
割
構
成
に
つ
い

て
―
近
世
大
坂
城
下
町
の
構
成
と
形
成
過
程
に
関
す
る
研
究
そ
の
１
」、『
日
本
建
築
学
会

計
画
系
論
文
報
告
集
』四
五
四
、
一
九
九
三
、
一
六
五
―
一
七
二
頁
な
ど
。 

 

４５) 

な
お
、
明
治
期
の
西
高
津
村
の
中
で
、
高
津
宮
の
氏
子
区
域
が
そ
の
一
部
（谷
町
九
丁
目
（字

梅
ケ
辻
））に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
い
さ
さ
か
奇
異
に
思
わ
れ
る
が
（第
２
図
）、
そ
の
他
の

41 
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村
域
は
寺
院
や
生
玉
社
の
敷
地
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
氏
子
と
な
る
一
般
住
民
が
住
ん
で
い

な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

４６) 

大
阪
市
参
事
會
編『
大
阪
市
史
第
五
』大
阪
市
参
事
會
、
一
九
一
一
、
七
六
―
七
七
頁
。

４７) 
前
掲
３
３
）。

４８) 

前
掲
１
６
）①
。

４９) 

な
お
、
郡
戸
村
と
そ
の
北
側
の
生
玉
庄
と
の
境
界
は
、
豊
臣
期
大
坂
城
惣
構
と
し
て
利
用
さ

れ
た
、
上
町
台
地
東
側
の
清
水
谷
と
同
西
側
の
鰻
谷
と
い
う
二
つ
の
浸
食
谷
を
結
ん
だ
ラ

イ
ン
に
想
定
し
た
。
鰻
谷
に
つ
い
て
は
、
北
条
氏
長
編
・小
幡
景
憲
評『
慶
元
記
―
大
阪
夏
冬

兩
陣
始
末
』武
蔵
吉
彰
、
一
八
九
一
、
一
一
七
頁
参
照
。

５０) 

竹
内
若
校
訂『
毛
吹
草
』岩
波
書
店
、
一
九
四
三
、
六
五
頁
。

５１) 

西
宮
市『
に
し
の
み
や
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
』

ht tps://archives.nishi.or.jp/04_entry.php?m
key=1736

（
二
〇
二
二
年
四
月
三

日
閲
覧
）。
同
絵
図
の
う
ち
大
坂
三
郷
な
ど
淀
川
以
東
の
地
域
は
、
元
和
八
年
（一
六
二
二
）

か
ら
正
保
四
年
（一
六
四
七
）ま
で
の
間
に
描
か
れ
た
と
み
ら
れ
る
（礒
永
和
貴「
西
宮
市

立
郷
土
資
料
館
蔵「
慶
長
十
年
摂
津
国
絵
図
」の
描
写
内
容
と
表
現
様
式
」、『
人
文
地
理
』

四
八
―
六
、
一
九
九
六
、
七
〇
―
八
五
頁
）。

５２) 

前
掲
１
５
）①
七
六
頁
。

５３) 

前
掲
３
２
）一
〇
〇
頁
。

５４) 

①
前
掲
１
２
）、
②
内
田
九
州
男「
都
市
建
設
と
町
の
開
発
」（高
橋
康
夫
・吉
田
伸
之
編『
日

本
都
市
史
入
門
Ⅱ
町
』東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
〇
）、
四
一
―
五
七
頁
、
③
前
掲
１
６
）

③
な
ど
。

５５) 

前
掲
２
９
）一
六
七
頁
。

５６) 

前
掲
１
５
）①
八
二
頁
。

５７) 

前
掲
２
９
）一
六
四
・五
〇
三
―
五
〇
五
頁
。

５８) 

前
掲
３
３
）二
一
一
―
二
一
二
頁
。
た
だ
し
、『
西
成
郡
史
』の
下
難
波
村
の
記
述
は
、
も
と

も
と
の
範
囲
に
島
之
内
全
域
を
含
め
て
い
る
な
ど
、
に
わ
か
に
信
じ
が
た
い
内
容
が
あ
る
。

本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
説
明
に
は
従
っ
て
い
な
い
。
な
お
、
近
世
の
難
波
村
に
つ
い
て
は
塚
田
孝

「
都
市
大
坂
の
拡
大
と
難
波
村
―
成
舞
家
文
書
と
は
？
―
」（塚
田
孝
編『
近
世
巨
大
都
市

の
社
会
構
造
と
史
料
』大
阪
市
立
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
都
市
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、

二
〇
一
九
）、
一
八
―
三
四
頁
参
照
。

５９) 

前
掲
１
５
）①
三
一
四
頁
。

６０) 

博
労
稲
荷
の
確
実
な
史
料
上
の
初
見
は
、
先
述
し
た『
慶
長
十
年
摂
津
国
絵
図
』に「
稲
荷

宮
」
と
描
画
さ
れ
て
い
る
部
分
と
思
わ
れ
る
（
前
掲
５
１
）
）
。
な
お
、
エ
ッ
ゲ
ン
ベ
ル
ク
城
蔵

『
豊
臣
期
大
坂
図
屏
風
』の
船
場
に
描
か
れ
た
立
派
な
神
社
を
同
社
と
み
る
説
が
あ
る
が
、

現
時
点
で
は
仮
説
の
域
を
出
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
詳
細
は
関
西
大
学
な
に
わ
・大
阪
文

化
遺
産
学
研
究
セ
ン
タ
ー
編『
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
新
発
見「
豊
臣
期
大
坂
図
屛
風
」の
魅

力
―
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・グ
ラ
ー
ツ
の
古
城
と
日
本
―
』関
西
大
学
な
に
わ
・大
阪
文
化
遺
産

学
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
九
参
照
。

６１) 

前
掲
１
５
）③
一
五
〇
頁
。

６２) 

前
掲
３
２
）一
〇
四
頁
。

６３) 

前
掲
５
４
）。

６４) 

前
掲
３
０
）一
〇
一
五
頁
。

６５) 

仏
書
刊
行
会
編『
大
日
本
仏
教
全
書

第
一
二
八
冊
』名
著
刊
行
会
、
一
九
八
一
、
三
四
四

―
三
四
五
頁
。

６６) 

前
掲
１
）①
。

６７) 

岡
田
徯
志
『
摂
陽
群
談
』
元
禄
一
四
年
（一
七
〇
一
）
（
蘆
田
伊
人
編
『
大
日
本
地
誌
大
系

（三
八
）摂
陽
群
談
』雄
山
閣
、
一
九
七
一
、
八
頁
）な
ど
。

６８) 

前
掲
３
８
）一
―
六
頁
。

６９) 

『
摂
津
名
所
図
会
』再
板
巻
之
三
（前
掲
３
５
）四
八
一
―
四
八
二
頁
）お
よ
び『
摂
津
名
所

図
会
大
成
』巻
之
三
（船
越
政
一
郎
編『
浪
速
叢
書

第
七

摂
津
名
所
図
会
大
成
其
一
』浪

速
叢
書
刊
行
会
、
一
九
二
七
、
一
八
九
頁
）。

７０) 
本
多
健
一『
中
近
世
京
都
の
祭
礼
と
空
間
構
造
―
御
霊
祭
・今
宮
祭
・六
斎
念
仏
―
』吉
川

弘
文
館
、
二
〇
一
三
、
八
六
―
一
一
〇
頁
な
ど
。

７１) 

な
お
、
元
和
三
年
（一
六
一
七
）に
大
坂
へ創
祀
さ
れ
た
川
崎
東
照
宮
（現
北
区
天
満
一
丁
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目
）は
き
わ
め
て
政
治
色
の
強
い
神
社
で
あ
っ
た
が
、
氏
神
神
社
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
上
田

長
生「
あ
る
神
社
の
消
長
―
大
坂
の
東
照
宮
―
」、『
編
纂
所
だ
よ
り
』二
七
、
二
〇
〇
六
、

一
―
二
頁
。 

 

７２) 

前
掲
２
５
）②
お
よ
び
前
掲
３
７
）な
ど
。 

 
７３) 
前
掲
５
）②
。 
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第１表 近世大坂市中における氏神神社の一覧 
 
神社（現社名、現住所） 現在の主祭神 17 世紀の主祭神 備 考 

生玉社（生國魂神社、天王寺区生

玉町） 
生島大神・足島大神 （天生玉命）  

座摩社（坐摩神社、中央区久太郎

町四丁目渡辺） 
生井神・福井神・綱長井神・阿

須波神・波比岐神 
底筒男命・中筒男命・

表筒男命 
『延喜式神名帳頭註』

では祭神神功皇后 

天満天神（大阪天満宮、北区天神

橋二丁目） 
菅原道真公 （菅原道真）  

津村御霊社（御霊神社、中央区淡

路町四丁目） 
天照大神荒魂・津布良彦神・津

布良媛神・応神天皇・源正霊神 
不詳だが、一説に 
鎌倉権五郎景正 

 

博労稲荷（難波神社、 
中央区博労町四丁目） 

仁徳天皇 平野大明神（仁徳天

皇）・祇園牛頭天皇・

稲荷大明神 

 

三津寺八幡（御津宮、中央区西心

斎橋二丁目） 
応神天皇・仲哀天皇・ 比咩大

神 
応神天皇  

牛頭天王社（難波八阪神社、浪速

区元町二丁目） 
素盞嗚尊・奇稲田姫命・八柱御

子命 
牛頭天皇  

高津社 
（高津宮、中央区高津一丁目） 

仁徳天皇 仁徳天皇 祭神下照姫命という説

あり 

玉造稲荷（玉造稲荷神社、中央区

玉造二丁目） 
宇迦之御魂大神 上御前・中御前・下御

前・田中明神 
社名は豊津稲荷ともい

った 

出典：本多健一 2023 など。現在の主祭神は各神社 HP、17 世紀の主祭神は『蘆分船』『難波鑑』による。括弧内の祭神は名前が明記され

ていないが、説明文などから推定できるもの。 

 
 
第２表 中世～近世初頭の大坂周辺における主な村落 
 

村落（荘園） 史料上の初出年代 初出の典拠史料 『高御改帳』石高 

津村（津村郷） 元弘 3 年（1333） 『内蔵寮領等目録』 507 石 

上難波 
（難波荘） 12 世紀後半 

「成勝寺年中相折帳」 
（『祈雨法御書』紙背文書） 

420 石 

下難波 1,538 石 

三津寺（三津寺庄） 承久 2 年（1220） 「検校祐清譲状」（『石清水文書』

『田中家文書』） 
121 石＋48 石 

木津（木津浦） 13 世紀頃 『源平盛衰記』巻 47 1,976 石 

今宮（津江御厨） 13 世紀頃 『源平盛衰記』巻 47 1,879 石 

郡戸（郡戸荘） 
※後の高津村 

保元 2 年（1157） 「法橋信慶書状」 
（『兵範記』紙背文書） 

東 211 石 
西 381 石 

玉造（玉造御庄） 平安初期 『上宮聖徳太子伝補闕記』 11 石（200 石） 

（参考）生玉 嘉元 4 年（1306） 『昭慶門院御領目録』 － 

出典：『新修大阪市史 第 2 巻』ほか各種資料より作成。『高御改帳』（『天正十九年摂津一国高御改帳』）石高のうち斗以下は省略（玉造

の 200 石は「豊臣秀吉朱印状」による）。一部推定を含む。 
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第３表 中世郡戸庄および近世東西高津村の関連年表 
 

年 代 内 容 典 拠 

保元 2 年（1157） 中世郡戸庄の史料上の初見 「法橋信慶書状」『兵範記』 

元弘 2 年（1332） 「天王寺へ押し寄せ、古宇津の在家に火を懸け」 『太平記』巻第六 

応永 31 年（1424）～

文明 8 年（1476） 
「西成郡郡戸庄」「東郡戸」とあり、郡戸庄は西成郡と東成郡と

にまたがっていたと推定 
『天王寺金堂舎利講記録』 

大永 4 年（1524） 三条西実隆が四天王寺から「コウツ」を経て渡辺で乗船 『実隆公記』『住よし紀行』 

天文 4 年（1535） 「敵天王寺ヘマワリ候テ、コウヅ・渡辺・ツ村等焼テ」 『私心記』 

元亀元年（1570） 織田信長軍が郡戸村などに布陣 『細川両家記』 

天正 11 年（1583）頃 豊臣期大坂城城下町として南北平野町を建設、この際に郡戸

村が東西に分断か 
『兼見卿記』・内田九州男 1989
など 

元和元年（1615） 御用瓦師・寺島総左衛門休清が、後の南瓦屋町 46,000 坪を

拝領 
『寺嶋家旧記』「先祖覚」 

元和 3 年（1617）頃 東郡戸村石高 211 石 7 斗、西郡戸村 381 石 6 斗 2 升 3 合、

三津寺村 169 石 4 斗 4 升 
『天正十九年摂津一国高御改

帳』 

元和 6 年（1620）頃 三津寺村が大坂三郷へ編入され、島之内西部が市街地化、

元和年間中には東部も市街地化 
『御津宮文書』「三津寺畠やしき

に成申候帳」・伊藤毅 1987 など 

寛永 2 年（1625） 「郡戸」の表記を「高津」へ改める 『西成郡史』 

慶安 2 年（1649）頃 高津五右衛門町が西高津村から大坂三郷へ編入 『西成郡史』 

元禄 7 年（1694） 南瓦屋町が西高津村から大坂三郷へ編入 『大阪府全志 第二巻』 

元禄 8 年（1695） 西高津町が西高津村から大坂三郷へ編入 『西成郡史』 

元禄 15 年（1702） 元伏見坂町が西高津村から大坂三郷へ編入 『西成郡史』 

延享 2 年（1745） 高津新地が西高津村から大坂三郷へ編入 『西成郡史』 

明治 30 年（1897） 西高津村・東平野町（明治 22 まで東高津村）が大阪市へ編入 『大阪府全志 第二巻』 

明治 40 年（1907） 東区餌差町の北高津宮を高津宮へ合祀 『大阪府全志 第二巻』 

出典：各種典拠史料などから作成。本稿と関連のある内容に限定した。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２図 東西高津村・三津寺村関係図 
出典：『仮製地形図』1885 を基図として、本文および第３表などで提示した各種資料より筆者作製。 
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第１図 現代大阪の主要神社分布図 
出典：1/25,000 地形図を基図として各種資料より筆者作製。近世大坂三郷の範囲や

旧河川・運河の流路は『新修大阪市史 第１０巻』付録歴史地図「図５ 天保期の大坂

三郷」による。社名を四角枠で囲った神社が近世大坂市中（大坂三郷）の氏神神社。 

 

第３図 津村・上難波村と思われる町割・街区割 
出典：松尾信裕 2018 所収図を加工して転載。 
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