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八
幡
社
や
諏
訪
社
ま
た
は
秋
葉
社
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
、
む
し
ろ
浅
間

社
よ
り
城
の
中
心
部
に
近
い
と
こ
ろ
に
こ
れ
ら
の
社
を
祀
っ
た
例
（
福
平

城
や
岩
槻
城
）
も
見
ら
れ
る
。

　

た
だ
し
、
八
幡
社
な
ど
の
社
を
砦
や
山
城
の
山
頂
で
見
る
こ
と
は
ほ
ぼ

無
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
く
、
こ
の
点
に
浅
間
社
を
祀
る
に
好
ま
し
い
立
地

を
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
。
他
の
信
仰
に
よ
る
社
に
は
見
ら
れ
な
い
立

地
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
廃
城
後
に
浅
間
社
を
祀
る
立
地
と
し
て
利
用
さ
れ

る
こ
と
も
あ
っ
た
、
と
い
う
二
点
は
、
富
士
信
仰
の
特
色
と
い
え
る
の
で

は
な
い
か
。

　

蛇
足
な
が
ら
、
こ
う
し
た
浅
間
社
の
神
は
、
特
に
中
世
に
祀
ら
れ
た
浅

間
社
に
お
い
て
は
、
富
士
山
の
神
か
も
し
れ
な
い
が
（
山
城
の
場
合
は
富

士
山
で
あ
る
こ
と
を
意
識
せ
ず
「
そ
の
山
の
神
」
と
い
う
感
覚
だ
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
）、
記
紀
神
話
の
神
・
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
で
は
無
か

っ
た
。
富
士
信
仰
の
歴
史
を
通
じ
て
、
富
士
山
の
神
と
し
て
こ
の
女
神
が

あ
て
が
わ
れ
た
形
跡
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
天
正
年
間
（
一
五
七
三
―
一
五

九
三
）
よ
り
遡
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

明
治
期
に
お
け
る
富
士
講
系
教
派
神
道
に
よ
る
他
信
仰
と
の
交
流

今
井　

功
一

　

富
士
講
系
教
派
神
道
の
一
で
あ
る
實
行
教
は
、
明
治
二
十
七
年
に
月
刊

誌
『
惟
一
』
の
刊
行
を
開
始
し
た
。
発
行
所
は
「
實
行
教
本
館
内
惟
一

社
」
と
い
う
組
織
で
、
発
行
人
に
は
当
時
の
管
長
・
柴
田
礼
一
の
子
で
あ

る
柴
田
孫
太
郎
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
上
下
二
段
組
み
Ａ
五
判
の
毎
号

五
十
頁
前
後
で
刊
行
さ
れ
た
こ
の
月
刊
誌
は
、
決
し
て
信
者
だ
け
を
対
象

に
し
た
物
で
は
な
か
っ
た
。
實
行
教
の
布
教
伝
道
と
そ
の
活
動
の
報
告
に

も
、
譜
代
藩
庁
ク
ラ
ス
か
ら
地
名
し
か
残
っ
て
い
な
い
よ
う
な
里
山
の
砦

ま
で
様
々
で
あ
る
。
城
が
防
御
施
設
と
し
て
機
能
し
た
年
代
と
浅
間
社
が

祀
ら
れ
た
年
代
が
明
確
で
は
な
い
為
に
、
城
の
稼
働
と
浅
間
社
の
創
建
に

因
果
関
係
が
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
例
も
少
な
く
な
い
。
地
域
的
に
は
、
群

馬
・
栃
木
・
埼
玉
県
北
部
と
い
っ
た
北
関
東
と
信
州
即
ち
長
野
県
地
域
に

多
く
、
富
士
信
仰
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
地
域
と
一
致
す
る
。

　

浅
間
社
の
立
地
と
し
て
は
、
平
城
で
は
城
外
郭
の
土
塁
（
例
・
高
崎

城
）
や
そ
れ
に
相
当
す
る
場
所
（
例
・
岩
槻
城
）、
山
城
や
砦
で
は
本
丸

（
例
・
坂
戸
城
）
ま
た
は
山
頂
か
そ
れ
に
近
い
場
所
（
例
・
小
沢
城
）
が

多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
砦
や
烽
火
台
の
場
合
は
そ
れ
自
体
が
本
城
に
付

属
す
る
防
御
施
設
で
あ
る
（
例
・
榎
下
城
に
対
す
る
浅
間
山
砦
）。
ま
た

山
城
の
場
合
、
尾
根
伝
い
に
隣
接
す
る
ピ
ー
ク
に
祀
ら
れ
て
い
る
例
（
青

山
城
）
が
あ
る
。
砦
や
烽
火
台
に
な
る
よ
う
な
丘
陵
の
ピ
ー
ク
、
ま
た
は

尾
根
沿
い
に
祀
ら
れ
る
と
い
う
立
地
は
特
徴
的
で
あ
り
、「
浅
間
社
は
低

山
や
丘
陵
の
高
い
所
に
祀
ら
れ
や
す
い
」
と
表
現
す
る
こ
と
も
で
き
よ

う
。
特
に
中
世
に
創
建
さ
れ
た
蓋
然
性
の
高
い
浅
間
社
は
城
外
の
独
立
し

た
立
地
に
あ
る
例
が
多
い
。

　

城
が
稼
働
し
て
い
る
時
期
に
城
内
や
隣
接
す
る
場
所
に
祀
る
神
を
勧
請

す
る
場
合
、
そ
の
神
に
は
城
を
防
御
す
る
よ
う
祈
願
を
こ
め
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
目
的
の
た
め
に
浅
間
社
が
選
択
さ
れ

る
機
会
は
決
し
て
多
く
な
く
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
選
択
そ
の
も
の
を
す
る

地
域
も
限
ら
れ
て
い
る
。
城
の
内
外
に
祀
ら
れ
る
浅
間
社
の
絶
対
数
が
少

な
い
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
他
の
社
が
城
の
鎮
守
と
な
っ
て
い
る
こ

と
も
あ
り
、
浅
間
社
が
城
の
鎮
守
と
し
て
一
般
的
に
重
視
さ
れ
て
い
た
と

は
言
い
が
た
い
。
事
例
収
集
の
過
程
で
見
か
け
た
限
り
、
城
の
鎮
守
に
は
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の
影
響
に
つ
い
て
、
愛
国
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
な
か
に
も
隠
し
切
れ
な

い
と
評
し
て
い
る
。
こ
れ
は
柴
田
礼
一
の
個
人
的
な
論
調
に
留
ま
ら
ず
、

右
の
よ
う
な
雑
誌
の
作
り
方
や
掲
載
内
容
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
ま
で
、
実
行
教
の
歴
史
は
こ
の
後
明
治
四
十
三
年
十
一
月
に
刊
行

さ
れ
た
千
葉
幸
吉
『
神
道
実
行
教
』（
実
行
教
本
庁
、
一
九
一
〇
）
に
負

う
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。
そ
こ
で
は
実
行
教
の
歴
史
は
、
角
行
に
始
ま

る
道
統
と
、
柴
田
花
守
、
世
界
宗
教
会
議
の
三
点
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る

に
す
ぎ
ず
、
ク
ロ
ー
ズ
ド
で
あ
た
か
も
教
団
が
単
体
で
成
り
立
っ
て
き
た

よ
う
な
記
述
に
な
り
が
ち
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
雑
誌
自
体
が
単
に

教
団
内
部
向
け
の
雑
誌
で
は
な
い
こ
と
は
掲
載
内
容
や
そ
の
作
ら
れ
か
た

に
も
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
、
神
道
教
団
、
仏
教
教
団
は
も
と

よ
り
キ
リ
ス
ト
教
系
の
団
体
と
も
、
世
界
宗
教
会
議
を
ふ
ま
え
て
交
流
が

あ
っ
た
。
そ
の
後
の
日
本
の
宗
教
界
に
お
い
て
柴
田
が
顔
を
出
す
な
ど
、

こ
の
時
期
以
降
の
實
行
教
及
び
柴
田
の
日
本
宗
教
界
に
お
け
る
一
定
の
存

在
感
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
単
に
世
界
宗
教
会
議
と
同
じ
メ
ン
バ
ー
が

再
招
集
さ
れ
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
こ
う
し
た
継
続
的
な
活
動
も
見
逃

す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。『
惟
一
』
の
確
認
で
き
る
限
り
の
最
終

号
は
東
大
所
蔵
の
四
十
八
号
で
あ
る
が
、
こ
の
号
に
は
最
終
号
で
あ
る
こ

と
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
続
き
が
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
こ
れ
ま
で

こ
の
『
惟
一
』
に
つ
い
て
触
れ
た
文
献
は
非
常
に
少
な
く
、
わ
ず
か
な
宗

教
研
究
者
が
参
照
し
た
の
を
除
い
て
、
ほ
と
ん
ど
忘
却
さ
れ
た
雑
誌
で
あ

っ
た
。
改
め
て
基
本
的
な
調
査
を
重
ね
、
世
界
宗
教
会
議
以
降
の
實
行
教

の
諸
活
動
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

加
え
、
宗
教
界
を
め
ぐ
る
情
報
や
そ
の
他
の
論
説
及
び
読
み
物
等
が
掲
載

さ
れ
た
、
實
行
教
の
教
報
と
い
う
性
質
を
持
つ
と
同
時
に
総
合
宗
教
雑
誌

と
も
表
現
し
う
る
媒
体
で
あ
っ
た
。
ゴ
シ
ッ
プ
め
い
た
記
事
も
少
な
か
ら

ず
あ
る
に
せ
よ
、
当
時
の
宗
教
界
に
広
く
目
を
配
っ
た
情
報
収
集
を
お
こ

な
っ
て
い
る
。
神
道
教
団
に
よ
る
宗
教
雑
誌
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
か
、

他
教
、
特
に
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
厳
し
い
態
度
を
見
る
こ
と
が
で
き
る

一
方
、
万
国
宗
教
会
議
で
の
体
験
も
あ
り
、
会
議
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た

バ
ロ
ウ
ズ
の
紹
介
に
よ
る
来
日
牧
師
や
宗
教
学
者
の
来
館
を
誇
ら
し
げ
に

報
じ
る
面
も
あ
る
。
ま
た
、
神
道
系
教
団
の
不
祥
事
を
取
り
上
げ
る
こ
と

も
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。

　
『
惟
一
』
は
広
告
料
と
購
読
料
と
い
う
二
つ
の
収
入
を
得
て
い
た
。
誌

面
に
掲
載
さ
れ
た
広
告
は
、
多
く
が
宗
教
雑
誌
、
宗
教
系
出
版
社
が
出
稿

し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
惟
一
社
あ
る
い
は
實
行
教
本
館
に
送
ら
れ
て
き
た

雑
誌
を
紹
介
す
る
寄
贈
雑
誌
の
欄
も
同
様
で
、
文
芸
誌
の
名
も
見
え
る
が

中
心
は
宗
教
雑
誌
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
神
宮
教
院
の
雑
誌
『
教
林
』

や
、
柴
田
礼
一
も
関
わ
っ
て
い
た
大
八
洲
学
会
の
刊
行
物
と
い
っ
た
神
道

国
学
系
の
も
の
は
言
う
に
及
ば
ず
、
仏
教
系
、
さ
ら
に
は
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン

を
は
じ
め
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
系
の
雑
誌
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
『
惟
一
』
刊
行
の
タ
イ
ミ
ン
グ
は
、
明
治
二
十
六
年
に
シ
カ
ゴ
で
行
わ

れ
た
万
国
宗
教
会
議
の
翌
年
で
あ
る
。
柴
田
礼
一
が
万
国
宗
教
会
議
に
出

席
し
た
と
い
う
、
實
行
教
に
と
っ
て
実
に
晴
れ
が
ま
し
い
出
来
事
を
受
け

て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
実
際
、
初
期
の
メ
イ
ン
コ
ン
テ
ン
ツ
の

ひ
と
つ
は
ま
さ
に
柴
田
礼
一
に
よ
る
シ
カ
ゴ
見
聞
録
で
あ
っ
た
。
鈴
木
範

久
氏
は
『
明
治
宗
教
思
潮
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
九
）
で

柴
田
礼
一
が
受
け
た
万
国
宗
教
会
議
の
自
由
主
義
的
比
較
宗
教
学
的
空
気


