
に

際
し
て

は
、

政
府
軍
の

東
征
に

従
う
者
も
あ
っ

た
。

そ
れ
故
に

大
山
に
お
け
る
排
仏
は
、

徹
底
し
て

実
行
さ
れ
た
の

で

あ
る
。

供
僧
と
神
主
お
よ

び
御
師
と
、

そ
の

地
位
は
逆
転
し
た
。

さ
ら
に
一

八
七
三
（
明
治
六

）
年
七
月
三
十
日
、

大
山
で
は
権
田
直
助
を
阿
夫
利
神
社
の

社
司
に

迎
え
た
。

権
田
は
武
蔵
国
入

間
郡
（
埼
玉

県
）
の

医
家
に

生
ま
れ
、

江
戸
に

出
て

医
術
を
ま
な
ん
だ
が
、

二

十
九
歳
の

と
き
平
田
篤
胤
の

門
に

入
り
、

そ
れ
よ
り
平
田
神
道
を
奉
じ
て
、

尊
王
の

た
め

に

奔
走
す
る
。

ま
た
篤
胤
の

志
を
つ

い

で

国
語
の

研
究
に

も
つ

と
め
、

大
山
に

迎
え
ら
れ
に

時
は
六
十
五
歳
で

あ
っ

た
。

権
田
社
司
の

も
と
、

大
山
で

は
排
仏
を
完
了
し
、

東
海
か
ら
関
東
・

奥
羽
に

ま
た
が
る
信
者
を
糾
合
し
て
、

敬
慎
教
会
が
組
織
さ
れ
た
。

一

八
七

六
（
明
治
九
）
年
十
二
月
に
は
神
道
大
山
分
局
が
設
け
ら
れ
、

生
徒
寮
に

学
生
を
集
め
て
、

権
田
は
神
道
や
国
語
を
教
え
る
。

こ

う
し
て

敬
神
の

思
想

を
〓
奏
し
、

大
山
学
派
の

名
声
は
天
下
に
と
ど
ろ
く
に
至
っ

た
。

ま
さ
し
く
大
山
は
、

真
言
の

霊
場
か
ら
、

神
道
の

道
場
へ

と
変
容
し
た
の

で

あ
っ

た
。

権
田
は
一

八
八
七
（
明
治
二
十
）
年
に

没
し
、

そ
の

墓
は
大
山
の

麓
に

建
て

ら
れ
て
い

る
。

江
島
神
社

か
つ

て

大
山
詣
に

く
り
だ
し
た
人
び
と
の

多
く
は
、

帰
り
み
ち
に

江
の

島
へ

寄
っ

た
。

金
沢
か
ら
鎌
倉
を
め
ぐ
り
、

さ
ら
に

江
の

島

へ

ま
わ
る
遊
客
も
少
な
く
な
か
っ

た
。

風
光
は
絵
の

よ
う
に

美
し
く
、

そ
の

姿
は
水
の

な
か
に

浮
か
ぶ
緑
の

亀
に

た
と
え
ら
れ
た
。

そ
こ

に

鎮
座
す
る
の

が
弁
才
天
で

あ
り
、

江
の

島
は
観
光
の

名
所
で

あ
る
と
と
も
に
、

弁
天
の

霊
場
と
し
て

知
ら
れ
た
の

で

あ
っ

た
。

江
の

島
で
は
弁
才
天
を
神
と
し
て

祀
っ

た
。

す
な
わ
ち
江
島
明
神
で

あ
る
。

や
し
ろ
は
本
宮
・

上
宮
・

下
宮
に

分
か
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
社
殿
が
営
ま

れ
た
。

し
か
し
、

こ

こ
で

も
神
仏
習
合
の

形
態
が

と

ら
れ
、

金
亀
山
與
願
寺
と
称
し
た
。

江
戸
時
代
に

な
っ

て

か
ら
は
、

岩
本
院
（
本
宮
）・
上
之

坊
・

下
之
坊
の

三
院
が
真
言
宗
に

属
し
、

仁
和
寺
の

末
寺
と
し
て

全
山
を
釆
配
し
た
。

こ

う
し
て

江
の

島
に

は
、

三
宮
の

ほ
か
、

七
堂
伽
藍
が
立
ち
並
び
、

竜
宮
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
壮
観
と
な
っ

た
。

全
島
が
仏
教
の

色
彩
で

塗
り
つ

ぶ
さ
れ
、

神
社
で

あ
り
な
が
ら
、

供
僧
た
ち
が
上
に
立
っ

て
、

御
師
の

御
札
く
ば
り
か

ら
、

旅
籠
の

営
業
ま
で
、

一

切
を
取
り
し
き
っ

た
。
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明
治
の

世
に

及
ん
で

神
仏
の

分
離
令
が
発
せ
ら
れ
る
と
、

岩
本
院
は
さ
っ

そ
く
還
俗
を
願
い

出
る
。

島
内
の

堂
塔
を
は
じ
め
、

仏
像
や
仏
具
の

類

は
、

つ

ぎ
つ

ぎ
に

破
壊
さ
れ
た
。

祭
礼
の

形
態
も
、

仏
式
か
ら
神
式
に

改
め
た
。

僧
侶
た
ち
は
、

自
己
の

保
身
を
は
か
り
、

か
つ

伝
統
の

権
威
を
ま

も
る
た
め
に
、

た
ち
ま
ち
に

し
て

旧
来
の

信
仰
を
す
て
、

あ
え
て

神
職
へ

の

転
換
を
め
ざ
し
た
の

で

あ
っ

た
。

金
亀
山
の

山
号
も
捨
て
ら
れ
た
。

い

ま
や
江
の

島
は
弁
才
天
の

や
し
ろ
で
は
な
い
。

そ
の

名
も
江
島
神
社
と
な
り
、

三
宮
は
そ
れ
ぞ
れ
奥
津
宮
・

中
津
宮
・

辺
津
宮
と
呼
ば
れ
て
、

祭
神
も
古
典
に

あ
ら
わ
れ
る
三
女
神
が
あ
て
ら
れ
た
。

ま
た
岩
屋
に
は
天
照
大
神
ほ
か
の

諸
神
を
祠
っ

た
。

か
つ

て
の

祭
神
で

あ
っ

た
弁
才
天
の

像
は
、

宝
物
陳
列
所
に

安
置
さ
れ
る
に
至
る
。

こ

う
し
て

江
の

島
も
変
容
し
た
。

江
の

島
か

ら
表
む
き
は
弁
才
天
の

信
仰
は
消
え
た
。

し
か
し
金
亀
山
か
ら
江
島
神
社
に
か
わ
っ

て

も
、

参
詣
に

お

も
む
く
人
び
と
は
、

依
然
と
し
て

弁
才
天
の

や
し
ろ
と
信
じ
こ

ん
で
い

る
。

三
宮
に

祀
ら
れ
て
い

る
神
代
の

三
女
神
の

名
を
知
る
者
は
、

果
た
し

て

ど
れ
ほ
ど
存
在
す
る
で

あ
ろ
う
か
。

神
仏
分
離
は
強
行
さ
れ
た
も
の

の
、

長
い

歴
史
の

な
か

で
つ

ち
か
わ
れ
た
民
衆
の

信
仰
ま
で

改
め

る
こ

と

は
、

で

き
な
か
っ

た
。

二
　
神
社
の

創
建
と
社
格

鎌
倉
宮
の

創
建

明
治
の

新
政
府
は
神
仏
分
離
の

政
策
を
推
進
し
て
、

神
社
か

ら
仏
教
色
を
排
除
し
、

あ
わ
せ
て

仏
に

対
す
る
神
の

優
位
、

な
い

し
は
僧
侶
に

対
す
る
神
官
の

地
位
の

優
位
を
確
立
す
る
こ

と
を
め
ざ
し
た
。

こ

う
し
て

江
戸
時
代
に

は
一

般
に

「
寺
社
」
と
呼

ば
れ
て
い

た
も
の

が
、

明
治
以
後
は
「
社
寺
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ

て
ゆ
く
。

同
時
に

政
府
は
、

神
道
を
国
教
化
す
る
政
策
を
お
し
進
め
た
。

す
な
わ
ち
国
家
の

祭
祀
と
し
て

国
家
神
道
を
確
立
し
、

神
道
は
宗
教
を
超
え
た
祭
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祀
と
し
て

位
置
づ
け
る
。

そ
う
し
た
国
家
神
道
の

中
核
を
な
す
の

が
、

伊
勢
の

皇
大
神
宮
を
頂
点
と
す
る
神
社
で

あ
っ

た
。

全
国
の

神
社
は
政
府
の

方
針
に

し
た
が
っ

て

再
編
成
さ
れ
、

あ
ら
た
に

社
格
が
定
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、

国
家
神
道
の

教
義
に

ふ
さ
わ
し
い

神
社
が
、

つ

ぎ
つ

ぎ
に

創
建
さ

れ
て
い

っ

た
。

歴
史
の

天
皇
や
皇
族
を
祀
る
神
社
、

天
皇
に

対
す
る
〝

忠
臣
〞

を
祀
る
神
社
、

ま
た
靖
国
神
社
の

よ
う
に

天
皇
の

た
め
に

戦
っ

て

倒

れ
た
将
兵
を
祀
る
神
社
が
創
建
さ
れ
た
の

で

あ
る
。

鎌
倉
の

二

階
堂
に

創
建
さ
れ
た
鎌
倉
宮
は
、

後
醍
醐
天
皇
の

皇
子
と
し
て

建
武
中
興
の

た
め
に

働
き
、

の

ち
足
利
氏
の

た
め
に

殺
害
さ
れ
た
護
良

親
王
を
祀
る
。

護
良
親
王
は
皇
族
と
し
て

非
命
に

斃
れ
、

し
か

も
南
北
朝
時
代
の

〝

忠
臣
〞

で

あ
っ

た
。

鎌
倉
宮
の

建
立
は
明
治
二

年
（
一

八
六
九

）

二

月
、

天
皇
の

仰
せ
に
よ
る
形
で

決
定
さ
れ
た
が
、

皇
族
を
祀
る
神
社
と
し
て

は
最
も
早
い
。

社
殿
の

造
営
が
成
る
と
、

明
治
三
年
（
一

八
七
〇
）
七
月
二

十
日
、

神
体
は
宮
中
を
出
発
、

そ
の

日
は
鶴
岡
八
幡
宮
の

社
家
を
仮
神
殿
と
し
て
一

泊

し
、

翌
二

十
一

日
に

鎮
座
し
た
。

神
社
と
称
さ
ず
、

鎌
倉
宮
と
し
て

宮
号
を
称
し
た
の

は
、

皇
族
を
祀
る
故
に
、

神
社
よ
り
も
高
い

社
格
を
与
え
ら

れ
た
も
の

で

あ
る
。

ま
た
二

階
堂
の

地
は
、

親
王
が
幽
閉
さ
れ
、

殺
害
さ
れ
た
地
と
伝
え
ら
れ
、

本
殿
の

裏
手
に

当
時
の

土
牢
と
称
す
る
も
の

が
あ

る
。

た
だ
し
親
王
が
入
れ
ら
れ
た
の

は
、

土
の

塗
籠
牢
で

あ
っ

た
。

こ

え
て
一

八
七
三
（
明
治
六

）
年
四
月
、

天
皇
は
鎌
倉
に

行
幸
、

鎌
倉
宮
に

親
拝
さ
れ
た
。

天
皇
み
ず
か
ら
伊
勢
の

大
神
宮
に

親
拝
さ
れ
た
の

は
、

明
治
二

年
（
一

八
六
九

）
三
月
の

例
が
最
初
の

こ

と
で

あ
り
、

皇
族
と
は
い

え
、

個
人
を
祀
る
神
社
に

天
皇
が
親
拝
す
る
と
い

う
よ
う
な
こ

と
は
、

か

つ

て

は
考
え
ら
れ
な
か
っ

た
。

い

ま
や
神
社
の

祭
神
は
、

現
人
神
と
さ
れ
た
天
皇
が
礼
拝
す
る
対
象
と
な
っ

た
の

で

あ
る
。

伊
勢
山
皇
大
神
宮

明
治
の

世
に

な
っ

て
、

国
民
ひ
と
し
く
最
も
尊
崇
す
べ

き
神
社
と
さ
れ
た
の

が
、

伊
勢
の

皇
大
神
宮
で

あ
っ

た
。

伊
勢
の

両

神
宮
に

対
し
て
、

天
皇
が
親
拝
す
る
例
を
開
い

た
の

を
は
じ
め
、

明
治
二

年
（
一

八
六
九

）
九
月
に
は
両
神
宮
の

正
遷
宮
を
行

い
、

公
式
機
関
に

お
い

て

遙
拝
式
を
挙
行
し
た
。
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こ

う
し
た
中
央
の

動
き
に

応
じ
て
、

神
奈
川
県
に

お
い

て

も
、

伊
勢
神
宮
に
つ

い

て
の

積
極
策
を
展
開
す
る
。

横
浜
の

戸
部
町
に

「
伊
勢
山
ト
唱

へ

、

天
祖
ノ

神
廟
ヲ

奉
斎
」
す
る
と
こ

ろ
が
あ
っ

た
。

古
老
の

伝
え
に
よ
れ
ば
、

む
か
し
国
郡
に

詔
し
て

創
建
し
た
も
の

で

あ
る
と
い

う
。

い

ま
は

小
さ
い

祠
殿
が
残
っ

て
い

る
の

み
で

あ
る
が
、

こ

こ

に

「
高
敞
ノ

地
ヲ

撰
ヒ
、

旧
祠
ヲ

其
儘
移
シ

」、

大
い

に

造
営
し
て

「
管
内
の

宗
社
」
に

し
よ

う
、

と
い

う
計
画
が
立
て

ら
れ
た
。

大
神
宮
の

再
建
に
つ

き
、

神
奈
川
県
か
ら
政
府
に

伺
い

を
立
て
た
の

は
、

明
治
三
年
正
月
の

こ

と
で

あ
る
。

新

し
い

社
地
が

選
定
さ
れ
る
と
、

同
年
十
一

月
に

は
重
ね
て

伺
い

が
立
て
ら
れ
、

再
建
の

意
義
に
つ

い

て

「
万
民
ヲ
シ

テ
祭
政
一

致
ノ

実
ヲ

瞻
仰
シ

其

方
向
ヲ

定
メ

シ

ム

ル
ハ

不

及

申
、

皇
国
ノ

神
威
、

海
外
異
域
ニ

光
被
ス

ル

モ

亦
此
一

挙
ニ

有
之
候
ト
奉

存

候
」
と
打
ち
上
げ
た
。

新
し
い

社
地
は
、

か
つ

て

野
毛
山
と
呼
ば
れ
た
が
、

い

ま
や
伊
勢
山
と
名
づ
け
ら
れ
、

明
治
三
年
（
一

八
七
〇
）
十
二

月
か
ら
「
県
内
上
下
ノ

協
心
戳
力
ヲ

以
テ
輪
煥
ノ

美
ヲ

致
」
す
た
め
、

造
営
が

始
め

ら
れ

た
。

す
な
わ
ち
民
衆
の

負
担
に
お
い

て

建
築
が

進
め
ら
れ
た
の

で

あ
る
。

明
治
四
年
（
一

八
七
一

）
四
月
、

造
営
は
完
成
し
た
。

よ
っ

て
四
月
十
五
日
、

正
遷
宮
の

儀
を
盛
大
に

挙

行
す
る
。

か
つ

て

伊
勢
山
の

神
事
を
掌
っ

た
の

は
、

近
隣
に

あ
っ

た
延
命
寺
の

僧
職
で

あ
っ

た
が
、

神
仏

分
離
の

後
は
神
奈
川
県
の

管
理
す
る
と
こ

ろ
と
な
り
、

あ
ら
た
に

神
官
が
任
命
さ
れ
た
。

当
初
の

神
官

（
龍
山
親
砥
）
の

回
顧
談
は
、

そ
の

こ

ろ
の

状
況
を
よ
く
伝
え
て
い

て

興
味
ふ
か
い
。

…
…
私
は
丁
度
そ
の

時
は
十
七
歳
で

羽
衣
町
の

弁
天
社
の

社
掌
と
云
ふ

役
目
で

あ
り
ま
し
た
。

そ
の

当
時
は
面
白
い

こ

と
に

は
真
言
宗
の

僧
侶
が
神
職
に

早
替
り
を
す
る
者
が
沢
山
に

出
来
ま
し
た
。

最

も
旧
来
よ
り
の

神
官
も
神
奈
川
・

川
崎
な
ど
幾
人
か

あ
り
ま
し
た
が
、

僅
か

で

多
く
は
復
職
の

者
で

あ
り
ま
し
た
。

私
な
ど
も
復
職
と
云
ふ

名
義
で

神
官
に

な
っ

た
の

で
し
た
。

其
故
、

祭
神
な
ど
心
得
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て

居
る
者
は
殆
ど
無
い

と
云
ふ
有
様
で

伊
勢
山
の

御
遷
宮
の

時
な
ど
も
其
祭
式
に

は
大
分
困
っ

た
も
の

で
し
た
。

旧
来
か
ら
の

神
職
は
、

お
の

つ
と
復
職
の

者
を
軽
蔑
す
る
と
云
ふ
風
で

あ
り
ま
し
た
か
ら
、

伊
勢
山
の

社
掌
に

誰
を
命
ず
る
か
に

就
て

は
、

中
々

県
で

も
相
当
苦
心
し
た
さ

う
で

し
た
。

処
が
は
か
ら
ず
も
十
七
歳
の

私
に

其
白
羽
の

矢
が
立
っ

た
の

で

し

た
。

私
の

父
は
当
時
元
町
の

名
主
を
勤
め
て

居
り
ま
し
た
の

で
、

父
が
御
請
け
を
し
て

参
り
ま
し
て
、

非
常
に

喜
ん
で
、

大
に

奮
励
せ
よ
と
申
し
て
、

其
祝
と
し
て

黄
金
作
の

大
小
を
求
め
て

私
に

呉
れ
ま

し
た
。

…
…

正
遷
宮
の

祭
礼
に

あ
た
っ

て
は
「
遠
村
は
組
合
惣
代
両
三
人
、

近
村
は
一

村
毎
に

惣
代
の

も
の

見
計
ら
ひ
、

何
れ
も
参
拝
」
す
る
よ
う
、

県
か
ら

命
ぜ
ら
れ
た
。

こ

う
し
て

伊
勢
山
皇
大
神
宮
は
横
浜
の

総
鎮
守
と
し
て
、

か
つ

県
下
に
お

け
る
伊
勢
崇
敬
の

中
心
と
し
て
、

神
道
興
隆
の

役
割
を
果

た
す
こ

と
に
な
る
の

で

あ
る
。

社
格
の
決
定

明
治
四
年
五
月
に
は
、

太
政
官
布
告
を
も
っ

て
、

神
社
は
国
家
の

宗
祀
と
宣
せ
ら
れ
、

そ
の

社
格
が
定
め
ら
れ
た
。

す
な
わ
ち
全

国
の

神
社
は
、

官
社
と
諸
社
と
に

分
け
ら
れ
、

さ
ら
に

官
社
は
官
幣
社
と
国
幣
社
と
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
大
中
小
の

社
格
が
定
め
ら

れ
た
の

で

あ
っ

た
。

県
下
に
お
い

て

最
も
高
い

社
格
を
与
え
ら
れ
た
の

は
鎌
倉
宮
で

あ
り
、

一

八
七
三
年
六
月
九
日
、

官
幤
中
社
に

列
せ
ら
れ
た
。

官
幣
社
と
は
本
来
、

神
祗
官
か
ら
奉
幣
す
る
神
社
を
さ
す
。

古
代
か
ら
皇
室
の

崇
敬
が
と
く
に

厚
く
、

由
緒
の

格
別
に

重
い

神
社
、

歴
代
の

天
皇
、

あ
る
い

は
皇
族
を
祀
る
神
社
が
、

官
幣
社
に

列
せ
ら
れ
た
。

鎌
倉
宮
は
皇
族
を
祀
る
創
建
の

神
社
と
し
て
、

初
め
て

官
幣
中
社
に

列
せ

ら
れ
た
も
の

で

あ
っ

た
。

国
幣
社
は
元
来
、

国
司
が
奉
幣
す
る
神
社
を
さ
し
た
が
、

改
め
て

例
祭
に

国
庫
か
ら
奉
幣
す
る
神
社
と
さ
れ
、

古
く
か
ら
一

国
の
一

の

宮
あ
る
い

は
総
社
と
し
て

崇
敬
を
あ
つ

め
て

き
た
神
社
が
、

こ

れ
に

列
せ
ら

れ
た
。

県
下
に
は
高
座
郡
一

之
宮
村
（
現
在

寒
川
町

）
に

寒
川
神
社
が
鎮
座
し
、

相
模
国
一

の

宮
と
し
て

古
く
か
ら
尊
崇
さ
れ
て

き
た
。

よ
っ

て

寒
川
神
社
は
明
治
四
年
五
月
十
四
日
、

国
幣
中
社
に

列
せ

ら
れ
た
。
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寒
川
神
社
の

由
緒
は
、

県
下
で

最
も
古
い
。

平
安
初
期
に

編
修
さ
れ
た
『
延
喜
式
』
神
名
帳
に

も
録
せ
ら
れ
、

相
模
国
一

の

宮
と
し
て

高
い

社
格

を
保
っ

て

き
た
の

で

あ
っ

た
。

一

宮
郷
あ
る
い

は
一

之
宮
村
の

名
称
も
、

こ

れ
に

由
来
す
る
。

し
か
し
寒
川
神
社
の

祭
神
に
つ

い

て
は
、

む
か
し
か
ら
定
説
が

な
か
っ

た
。

平
安
時
代
の

史
書
（
六
国
史
な
ど

）
に

は
、

寒
川
神
あ
る
い

は
寒
河

神
と
記
さ
れ
て
い

る
。

の

ち
寒
川
大
明
神
と
も
呼
ば
れ
、

江
戸
時
代
に
は
祭
神
を
八
幡
神
（
八
幡
大
菩
薩
）
と
す
る
説
が
有
力
と

な
っ

た
ほ
か
、

菊

理
媛
、

沢
女
神
、

あ
る
い

は
素
戔
鳴
尊
を
祀
っ

た
と
す
る
説
も
あ
ら
わ
れ

た
。

と
こ

ろ
が
一

八
七
四
（
明
治
七

）
年
、

政
府
（
教
部
省
）
が
『
特
選
神

名
牒
』
を
撰
す
る
に

当
た
り
、

皇
大
神
宮
の

末
社
で

あ
る
牟
瀰
乃
神
社
の

祭
神
が
寒
川
比
古
、

寒
川
比
女
で

あ
る
、

と
い

う
と
こ

ろ
か
ら
、

寒
川
神

社
の

祭
神
も
、

こ

れ
と
同
じ
で

あ
ろ
う
と
推
定
し
た
。

さ
ら
に
一

八
七
六
（
明
治
九

）
年
『
官
社
祭
神
考
証
』
に
お
い

て
、

寒
川
神
社
の

祭
神
は
寒
川

比
古
命
、

寒
川
比
女
命
と
決
定
し
た
の

で

あ
る
。

か
つ

て
は
寒
川
神
社
の

神
事
も
、

僧
転
が
掌
っ

て

き
た
。

別
当
と
し
て

薬
王
寺
が
あ
り
、

供
僧
と

し
て

神
照
寺
な
ど
四
寺
院
が
あ
っ

た
。

し
か
し
神
仏
分
離
に

よ
っ

て
、

薬
王
寺
や
神
照
寺
は
復
飾
と
し
て

神
職
と
な
り
、

他
の

寺
院
は
神
社
か
ら
離

れ
て

独
立
し
た
。

さ
て

官
社
に

対
し
て

諸
社
と
呼
ば
れ
る
神
社
は
、

県
（
府
）
社
・

郷
社
・

村
社
に

分
け
ら

れ
た
。

地
方
に
お
い

て

尊
崇
さ
れ
る
神
社
が
、

祭
神
と

由
緒
の

面
か
ら
社
格
が
定
め
ら
れ
た
。

地
方
の

生
活
に

密
着
し
て
い

る
か
ら
各
社
は
氏
子
を
有
す
る
。

大
山
の

阿
夫
利
神
社
は
一

八
七
三
（
明
治
六

）

年
、

江
島
神
社
も
六
年
、

県
社
に

列
せ

ら
れ
て
い

る
。

伊
勢
山
皇
大
神
宮
も
一

八
七
五
（
明
治
八

）
年
に

列
せ
ら
れ
た
。

鶴
岡
八
幡
宮
は
、

は
じ
め

県

社
に

列
せ
ら
れ
た
が
、

一

八
八
二
（
明
治
十
五

）
年
、

国
幣
中
社
に

昇
格
し
た
。

元
箱
根
に

鎮
座
す
る
箱
根
神
社
も
、

一

八
七
三
（
明
治
六

）年
七
月
、

県
社
に

列
せ
ら
れ
て
い

る
。

こ

の

神
社
も
箱
根
山
の

鎮
守
と
し
て

創
建
は
古
く
、

か
つ

て

は
箱
根
大
権
現
と
称
し
て
、

関
東
か
ら
東
海
の
一

円
に
、

ひ

ろ
く
信
者
を
擁
し
て
い

た
。

そ
し
て

江
戸
時
代
ま
で
、

神
社
を
支
配
し
て
い

た
の

は
曹
洞
宗
の

東
福
寺
で

あ
り
、

そ
の

金
剛
王
院
の

住
職
が
別
当

を
つ

と
め
て
い

た
。

そ
れ
が

明
治
の

神
仏
分
離
に

よ
っ

て
、

別
当
も
箱
根
太
郎
と
改
名
し
、

伽
藍
を
廃
却
し
て

箱
根
神
社
と
な
っ

た
の

で

あ
る
。

な

©神奈川県立公文書館



お

社
格
は
一

九
二
八
（
昭
和
三
）
年
十
一

月
に

至
り
、

国
幤
小
社
に

昇
格
し
た
。

三
　
丸
山
教
の

開
教

丸
山
教
の
基
盤

江
戸
時
代
の

末
期
に

は
神
道
の

な
か
に
、

黒
住
教
や
天
理
教
、

ま
た
金
光
教
な
ど
、

新
し
い

教
派
が
つ

ぎ
つ

ぎ
に

開
か
れ
、

し

だ
い

に

広
範
囲
の

信
者
を
獲
得
し
つ

つ

あ
っ

た
。

こ

れ
と
並
ん
で

山
岳
信
仰
に

も
と
づ
く
富
士
講
や
御
岳
講
も
、

教
勢
を
拡
大

し
て
い

た
。

い

ま
の

神
奈
川
県
下
に

も
、

こ

れ
ら
を
信
仰
す
る
者
が
多
か
っ

た
こ

と
は
、

い

う
ま
で

も
な
い
。

こ

う
し
た
新
し
い

神
道
各
派
は
、

い

ず
れ
も
民
衆
の

な
か
か
ら
起
こ

り
、

幕
府
や
新
政
府
の

権
力
に

頼
る
こ

と
な
く
、

む
し
ろ
権
力
と
対
決
し
な
が
ら
、

民
衆
の

な
か
に

信
者
を
開
拓
し

て
い

っ

た
も
の

で

あ
っ

た
。

そ
し
て

明
治
に

及
ん
で

は
、

県
下
に

新
し
く
丸
山
教
が
開
か
れ
る
の

で

あ
る
。

明
治
政
府
は
国
家
神
道
の

確
立
を
め
ざ
し
、

神
社
を
主
体
と
す
る
国
家
神
道
を
国
家
の

祭
祀
と
し
て
、

宗
教
か
ら
切
り
離
し
た
。

い

わ
ば
国
家
神

道
は
、

宗
教
を
超
越
し
た
も
の

と
さ
れ
た
の

で

あ
る
。

そ
こ

で

民
衆
の

間
に

普
及
し
た
神
道
各
派
は
、

宗
教
と
し
て
の

神
道
と
い

う
こ

と
に

な
り
、

教
派
神
道
と
呼
ば
れ
る
に
至
っ

た
。

教
派
神
道
と
し
て

政
府
か
ら
公
認
さ
れ
た
も
の

が
、

布
教
を
ゆ
る
さ
れ
る
。

公
認
に

至
ら
ぬ

各
派
は
、

も
と
よ

り
弾
圧
の

対
象
と
な
っ

た
。

丸
山
教
も
ま
た
、

開
教
の

当
初
は
激
し
い

弾
圧
を
う
け
た
の

で

あ
る
。

丸
山
教
は
明
治
三
年
（
一

八
七
〇
）、

武
蔵
国
橘
樹
郡
登
戸
村
（
現
在

川
崎
市
多
摩
区
登
戸
）
に
お
い

て
、

農
民
の

伊
藤
六
郎
兵
衛
に

よ
っ

て

開
か
れ

た
。

六
郎
兵
衛
の

生
家
（
清
宮
家
）
は
、

登
戸
の

貧
し
い

農
家
で

あ
っ

た
。

こ

こ

に

文
政
十
二

年
（
一

八
二

九
）、

次
男
と
し
て

生
ま
れ
る
。

農
家
で

あ
る
か

ら
、

幼
少
の

こ

ろ
に

受
け
た
教
育
も
、

寺
子
屋
に

お

け
る
読
み
、

書
き
、

算
盤
に

す
ぎ
な
い
。

し
か
し
当
時
の

通
俗
者
か
ら
得
た
教
養
が
、

の

ち
の

丸
山
教
に
お
け
る
教
義
の

基
本
と
な
っ

た
の

で

あ
っ

た
。

登
戸
は
大
山
詣
の

街
道
筋
に

当
た
り
、

小
さ
な
宿
場
町
を
形
成
し
て
い

た
。

富
士
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山
を
信
仰
の

対
象
と
す
る
富
士
講
も
、

早
く
か
ら
伝
わ
っ

て
い

る
。

富
士
講
の

ひ
と
つ

に
、

丸
山
講
が
あ
っ

た
。

六
郎
兵
衛
の

生
家
の

近
く
に
は
富

士
塚
が

勧
請
さ
れ
、

本
家
に

あ
た
る
清
宮
伝
左
衛
門
が

丸
山
講
を
指
導
し
て
い

た
。

し
た
が
っ

て
六
郎
兵
衛
も
、

幼
少
の

こ

ろ
か
ら
丸
山
講
の

影
響

を
強
く
受
け
て
い

た
わ
け
で

あ
っ

た
。

と
く
に

青
少
年
期
、

三
度
に

わ
た
る
大
病
を
、

富
士
講
の

祈
禱
に
よ
っ

て

克
服
し
て
か

ら
は
、

熱
心
な
信
者

と
な
っ

た
。

さ
て
六
郎
兵
衛
は
十
四
歳
の

と
き
、

隣
村
の

農
家
に

作
男
と
し
て

住
み
こ

ん
だ
。

そ
こ

は
叔
母
の

嫁
ぎ
さ
き
で

あ
っ

た
が
、

十
年
に

わ

た
っ

て

懸
命
に

働
い

た
。

倹
約
を
重
ん
じ
、

律
義
と
謹
直
を
旨
と
す
る
毎
日
を
つ

ら
ぬ
い

た
。

そ
う
し
た
生
活
態
度
は
寺
子
屋
で

教
え
ら
れ
た
も
の

で

あ
り
、

勤
労
精
神
を
与
え
た
も
の

は
富
士
信
仰
で

あ
っ

た
。

六
郎
兵
衛
の

誠
実
は
認
め
ら
れ
、

二

十
四
歳
の

と
き
、

登
戸
の

伊
藤
家
に

婿
と
し
て

迎
え
ら
れ
る
。

伊
藤
家
は
相
当
の

田
地
を
所
有
す
る
ほ
か
、

酒

類
や
新
炭
の

商
売
も
営
み
、

登
戸
で
は
裕
福
な
家
に

属
し
て
い

た
。

こ

こ

で

も
ま
た
入
婿
と
し
て
、

慎
み
ぶ
か

く
家
業
に

励
ん
だ
。

や
が
て

明
治
の

世
と
な
っ

た
。

旧
来
の

権
威
は
否
認
さ
れ
る
。

登
戸
に

も
新
し
い

時
勢
の

波
は
押
し
寄
せ

て

き
た
。

そ
う
し
て

六
郎
兵
衛
の

身
に

も
、

思
わ
ぬ
こ

と
か
ら
生
涯
の

転
機
が
お
と
ず
れ
た
の

で

あ
っ

た
。

六
郎
兵
衛
の
開
教

明
治
元
年
（
一

八
六
八

）
の

十
二

月
、

六
郎
兵
衛
の

妻
は
重
い

熱
病
に

か

か

っ

た
。

不
動
行
者
に

祈
禱
を
頼
み
、

幸
い

に

し

て

全
快
し
た
が
、

明
治
三
年（
一

八
七
〇

）
の

秋
、

六
郎
兵
衛
に

神
の

お
告
げ
が
下
っ

た
。

不
動
行
者
を
頼
ん
だ
こ

と
が

責
め

ら
れ
、

こ

の

後
は
六
郎
兵
衛
み
ず
か
ら
神
の

声
を
き
く
よ
う
、

命
ぜ
ら
れ
た
の

で

あ
っ

た
。

と
き
に

六
郎
兵
衛
は
、

四
十
二

歳
で

あ
っ

た
。

い

ま
や
六
郎
兵
衛
は
、

家
業
を
す
て
て

信
心
に

専
念
す
る

に

至

る
。

つ

づ
い

て

「
天
地
の

神
と
同
根
同
体
を
悟
れ

」
と
の

お

告
げ
が
下
り
、

三

七
、

二
十
一

日
の

間
の

断
食
修
行
を
つ

と
め
て

悟
り
を
開
く
と
、

さ
ら
に

「
地
の

神
一

心
行
者
に

命
ず
る

」
と
の

お

告
げ
が
あ
っ

た
。

こ

う
し
て

新

し
い

信
仰
の

道
が
開
か
れ
る
。

六
郎
兵
衛
は
、

食
行
、

烟
行
、

水
行
な
ど
、

は
げ
し
い

修
行
を
怠
り
な
く
つ

と
め
た
。

周
囲
に
は
多
く
の

信
者
が
あ
つ

ま
っ

た
。

し
か
し
警
察
か
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ら
は
、

淫
祠
邪
教
と
見
な
さ
れ
、

し
ば
し
ば
干
渉
を
う
け
た
。

家
族
や
親
戚
か
ら
は
、

信
仰

を
す
て
る
よ
う
に
強
要
さ
れ
た
。

入
婿
ゆ
え
に
、

い

っ

そ
う
悩
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
。

つ

い

に

明
治
六
年
と
七
年
に

は
、

二

回
に
わ
た
っ

て

警
察
に

拘
引
さ
れ
る
。

信
者
た
ち
も
弾
圧

さ
れ
た
。

釈
放
さ
れ
た
六
郎
兵
衛
は
七
年
秋
、

死
を
決
し
て

雪
の

富
士
に

登
っ

た
。

断
食
し

て
入
定
し
よ
う
と
い

う
覚
悟
で

あ
っ

た
。

そ
の

こ

ろ
富
士
講
の

糾
合
運
動
を
起
こ

し
て
い

た
宍
野

半
と
い

う
者
が

あ
っ

た
。

宍
野

は
平
田
派
の

国
学
を
修
め
、

い

っ

た
ん
明
治
政
府
（
教
部
省
）
に

出
仕
し
た
が
、

明
治
六
年
に

辞
官
し
、

浅
間
神
社
の

宮
司
と
な
っ

て
、

富
士
一

山
講
社
を
結
成
し
た
。

宍
野
の

結
社
は
政

府
か
ら
公
認
さ
れ
て
い

る
。

こ

の

宍
野
が
、

六
郎
兵
衛
の

活
動
に

着
目
し
た
の

で

あ
っ

た
。

よ
っ

て

六
郎
兵
衛
に

下
山
を
う
な
が
し
、

富
士
吉
田
の

浅
間
神
社
で

会
見
し
た
。

こ

う
し
て

明
治
八
年
の

春
、

六
郎
兵
衛
は
富
士
一

山
講
社
に

加
入
す
る
こ

と
と
な
っ

た
。

そ
の

布
教
も
、

こ

の

後
は
公
然
と
認
め
ら
れ
る
。

信
者
も
急
速
に
ふ
え
て

ゆ
き
、

教
勢
は
関

東
一

円
か
ら
中
部
地
方
に
ま
で

ひ
ろ
が
っ

た
。

明
治
十
三
年
に

は
信
者
が
十
万
に

達
し
た
祝

祭
を
多
摩
の

川
原
で

挙
行
し
、

一

八
八
二
（
明
治
十
五

）
年
に
は
登
戸
に

本
殿
を
建
て
た
。

富
士
一

山
講
社
は
六
郎
兵
衛
の

活
動
に

支
え
ら
れ
て

発
展
し
、

明
治
十
五
年
に
は
扶
桑
教
と
称
し
た
。

し
か
し
十
七
年
に

宍
野
が
死
去
す
る
と
、

扶
桑
教
の

な
か
で

対
立
が
表
面
化
し
、

つ

い

に

六
郎
兵
衛
は
扶
桑
教
か
ら
脱
退
す
る
。

十
八
年
七
月
、

六
郎
兵
衛
は
独
立
の

教
団
を
立
て
、

そ
の

本

部
を
神
道
丸
山
教
会
本
院
と
称
し
た
。

こ
の

後
も
六
郎
兵
衛
は
、

布
教
を
つ

づ
け
る
か
た
わ
ら
、

修
行
も
怠
ら
ず
、

か

ず
か
ず
の

奇
跡
も
お
こ

な
っ

丸山御本院之図（1890年）　 神奈川県立文化資料館蔵
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た
。

六
郎
兵
衛
は
教
祖
で

あ
る
と
と
も
に
、

信
徒
に
と
っ

て
は
生
き
神
様
で

あ
っ

た
。

そ
の

こ

と
ば
は
、

す
な
わ
ち
丸
山
教
の

教
義
に

ほ
か
な
ら
な

か
っ

た
。

そ
う
し
た
教
義
を
、

六
郎
兵
衛
は
晩
年
に
至
っ

て
、

み
ず
か
ら
記
述
し
、

あ
る
い

は
口

述
し
て
い

る
。

一

八
八
八
（
明
治
二

十
一

）
年
旧
暦

六
月
か
ら
書
き
始
め
た
も
の

が
「
お
し
ら
べ

」
で

あ
っ

た
。

そ
れ
は
六
郎
兵
衛
が
二

十
七
年
三
月
、

六
十
五
歳
で

死
去
す
る
直
前
ま
で
、

折
り
に
ふ
れ

て

書
き
つ

が
れ
た
。

こ

の

「
お
し
ら
べ

」
は
全
体
で
三
十
五
万
字
に

及
び
、

い

ま
は
丸
山
教
本
庁
に

『
教
祖
親
蹟
御
法
』
全
八
巻
と
し
て

蔵
せ
ら
れ

て
い

る
。

こ

れ
に
さ
き
だ
っ

て
一

八
八
七
（
明
治
二
十
）
年
旧
一

月
か
ら
は
、

教
義
の

大
要
と
も
い

う
べ

き
も
の

が
記
述
さ
れ
て
い

た
。

そ
れ
は
『
親

蹟
御
法
壹
之
前
附
』
と
呼
ば
れ
、

「
お
し
ら
べ

」
の

前
文
と
し
て

重
ん
ぜ
ら
れ
て
い

る
。

こ

う
し
た
「
前
附
」「
お
し
ら
べ

」
は
、

半
紙
に

筆
で

記
し
て

あ
り
、

あ
て

字
や
誤
字
が
多
く
、

か
つ

特
殊
の

文
字
を
創
案
し
て

用
い

た
。

し
た
が

っ

て

判
読
は
、

す
こ

ぶ
る
困
難
で

あ
る
。

『
神
奈
川
県
史
資
料
編
14

近
代
・

現
代
⑷
』
に
は
、

こ

の

『
前
附
』
全
文
と
「
お
し
ら
べ

」
最
後
尾
の

部
分

を
収
録
し
、

ま
た
『
日
本
思
想
大
系
67

民
衆
宗
教
の

思
想
』（
岩
波
書
店
）
に

は
「
お
し
ら
べ

」
の

主
要
部
分
（
全
体
の

七
分
の
一

）
を
収
録
し
て
い

る
。

「
お
し
ら
べ

」
の

思
想

丸
山
教
は
富
士
信
仰
よ
り
発
し
、

し
た
が
っ

て

丸
山
教
に
お
い

て

は
富
士
山
を
神
格
化
し
て
、

最
も
尊
ん
だ
。

「
お
し

ら
べ

」
の

な
か
に

も
、

次
の

よ
う
に

述
べ

て
い

る
。

（

）内
は
筆
者
。

抑
（
そ
も
そ
も
）
ふ
じ
は
せ
か
へ

（
世
界
）
一

の

山
。

又
八
日
の

元
。

こ

の

と
こ

ろ
を
よ
（
主
）
に

高
砂
と
も
う
ま
す
こ

と
。

こ
の

山
の

ぬ
し
ハ

天
竜
、

地
竜
、

毎
竜
と
ゆ
う
て

せ
か
へ

の

ぬ

し
（
主
）
と
ゆ
う
。

す
べ

て

く
う
き
（
空
気
）
を
つ

か
さ
ど
る
や
く
め

の

も
の
。

く
う
き
ハ

火
水

と
風
あ
め

や
ゆ
き
こ

う
り
。

か
よ
う
な
も
の
、

せ
か
へ

に

ま
き
ち
ら
す
も
み
な
竜
王
の

な
す
わ
ざ
。

か
よ
う
の

な
ん
（
難
）
を
の

が
れ

る

も
、

又
ハ

は
や
り
や
ま
へ

を
の

が
れ
る
も
、

ミ

な
つ

ゝ

め
た
る
と
こ

ろ
の

天
明
、

海
天
に

て
、

た
す
か

り
ま
す
。

か
っ

て

富
士
講
で

は
、

富
士
の

神
を
仙
元
大
菩
薩
と
称
し
た
が
、

こ

の

伝
統
を
う
け
つ

い

で

丸
山
教
で

は
「
月
日
仙
元
大
菩
薩
」
と
称
す
る
一

方
、

あ
ら
た
に

「
参
明
藤
開
山
」
と
称
し
た
。

す
な
わ
ち
「
丸
山
の

元
そ
ハ

天
地
海
。

抑
こ
ゝ

が
参
明
藤
の

は
じ
め
と
も
う
す
」
と
い

う
わ
け
で

あ
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っ

た
。

し
か
も
「
参
明
藤
開
山
」
は
太
陽
神
の

こ

と
で

あ
り
、

太
陽
神
の

象
徴
と
し
て
、

日
の

丸
が
礼
拝
さ
れ
た
。

ま
た
富
士
講
で

は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の

念
仏
を
唱
え
た
が
、

こ

れ
に

六
郎
兵
衛
は
独
特
の

解
釈
を
加
え
て

「
南
無
あ
身
田
宇
す
」
と
し
、

さ
ら

に

「
〓
〓
あ
身
田
宇
す
」
と
書
き
か
え
た
。

農
民
の

な
か
か
ら
起
こ
っ

た
丸
山
教
は
、

唱
え
言
葉
に

も
農
耕
を
主
と
す
る
意
味
を
ふ

く
ま
せ

た
の

で

あ
っ

た
。

そ
し
て
一

八
八
五
（
明
治
十
八

）
年
か
ら
は
「
天
明
海
天
」
が
丸
山
教
の

神
言
と
な
る
。

天
明
と
は
太
陽
神
の

こ

と
で

あ
り
、

海
天
と
は
太

陽
神
の

光
う
け
て

輝
く
海
面
、

さ
ら
に

は
世
界
ぜ
ん
た
い

と
、

そ
こ

に

生
き
る
人
間
を
意
味
す
る
。

す
な
わ
ち
「
天
明
海
天
」
な
ら
ば
、

天
も
地
も

海
も
明
る
く
、

そ
こ

に

は
神
の

心
が
ひ
か
え
て
お

り
、

神
の

心
に

す
が
れ
ば
、

邪
念
を
い

だ
い

た
人
間
も
、

本
然
の

明
る
い

心
に

立
ち
帰
る
こ

と
が

で

き
る
、

と
い

う
の

で

あ
っ

た
。

し
か
し
世
は
明
治
と
な
り
、

維
新
の

改
革
に
よ
っ

て
、

本
来
の

神
の

心
は
そ
こ

な
わ
れ
、

「
世
上
は
く
ら
や
み
…
…

耶
蘇
だ
、

き
り
し
た
ん
の

と
ゆ
う
声
ば
か
り
」
と
な
っ

た
。

世
は
お
し
な
べ

て

文
明
開
化
の

風
潮
が
み
な
ぎ
る
。

そ
う
し
た
邪
悪
な
世
相
に

対
し

て
、

六
郎
兵
衛
は
「
文
明
を
な
げ
う
（
ち

）
て

天
明
に

み
ち
び
く
」
こ

と
を
め
ざ
し
た
の

で

あ
っ

た
。

天
明
海
天
は
、

ま
さ
し
く
文
明
開
化
に

反
語

す
る
語
で

あ
っ

た
。

丸
山
教
に
お
い

て
は
、

農
民
こ

そ
国
の

基
本
で

あ
る
。

農
民
に
よ
る
「
五
穀
成
就
」
こ

そ
、

こ

の

世
に
お

け
る
至
高
の

価
値
で

あ
っ

た
。

天
皇
も
、

丸
山
教
で

は
「
天
農
」
と
書
か
れ
、

〝

て

ん
の

も
の

つ

く
り
〞

と
読
ま
れ
る
。

天
は
農
民
の

味
方
で

あ
る
。

天
下
も
「
下
を
か

へ

し
て

上
と
あ
た
ら
め
れ
（
ば

）
泰
平
と
な
る

」
の

で

あ
っ

た
。

こ

う
し
た
考
え
か
た
か

ら
、

世
直
し
の

思
想
が
生
ま
れ
た
。

明
治
十
年
代
の

後

半
、

自
由
民
権
運
動
が
さ
か
ん
に

な
る
と
、

丸
山
教
も
ま
た
、

世
直
し
の

思
想
に
支
え
ら
れ
て

発
展
す
る
。

神
奈
川
県
か
ら
関
東
、

中
部
に

わ
た
っ

て
、

信
徒
の

数
は
百
数
十
万
人
に

達
し
た
、

と
い

わ
れ
る
。

各
地
に
お
い

て
、

信
徒
に
よ
る
騒
動
も
起
こ

さ
れ
た
。

文
明
開
化
を
諸
悪
の

根
源
と
見

な
し
た
丸
山
教
が
、

時
勢
の

進
運
に

取
り
残
さ
れ
た
民
衆
に
、

ひ
ろ
く
受
け
い

れ
ら
れ
た
の

で

あ
っ

た
。

し
か
し
丸
山
教
も
、

国
家
権
力
に
よ
る
弾

圧
の

た
め
、

さ
ら
に

教
義
上
の

問
題
も
あ
っ

て
、

明
治
二

十
年
代
の

後
半
か
ら
は
教
勢
も
衰
え
て
ゆ
く
。

教
義
そ
の

も
の

も
、

こ

の

後
は
勤
勉
や
倹

約
を
強
調
す
る
こ

と
に
よ
り
、

支
配
体
制
に
妥
協
し
、

同
化
し
て
い

っ

た
の

で

あ
っ

た
。
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