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神
道
大
系
』
所
収
吉
備
津
神
社
所
蔵
吉
備
津
宮
縁
起
二
種
の
成
立
年
代
に
つ
い
て 

─
支
配
者
の
先
祖
の
記
述
を
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
例
の
遡
源
─
（
山
本
）

（25）

今
日
岡
山
で
吉
備
津
彦
の
鬼
退
治
と
し
て
知
ら
れ
る
話
の
源
流
は
、
吉
備
津
宮

縁
起
（
吉
備
津
彦
の
、
鬼
ノ
城
を
根
拠
と
し
た
賊
討
伐
の
経
緯
と
吉
備
津
神
社
の

成
立
を
語
る
縁
起
）、
あ
る
い
は
鬼
ノ
城
縁
起
（
吉
備
津
彦
の
鬼
退
治
の
結
果
と
し

て
の
鳴
釜
神
事
の
由
来
を
語
る
縁
起
）
と
い
っ
た
タ
イ
ト
ル
で
今
日
に
伝
わ
る
文

献
で
あ
る
（
本
稿
で
は
類
似
の
タ
イ
ト
ル
で
か
つ
類
似
内
容
を
持
つ
写
本
グ
ル
ー

プ
を
表
す
場
合
に
『

　』「

　」
等
の
記
号
を
付
け
ず
に
代
表
的
タ
イ
ト
ル
を
書
く
）。

比
較
的
多
く
の
数
が
伝
存
す
る
そ
れ
ら
の
写
本
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
成
立
年
代
に
つ

い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
献
に
成
立
年
代
が
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ

れ
ぞ
れ
の
文
献
が
使
用
す
る
語
彙
（
庄
名
）
等
に
よ
っ
て
大
き
く
室
町
時
代
で
あ

ろ
う
と
か
、
金
山
寺
に
伝
わ
る
吉
備
津
宮
勧
進
帳
に
よ
っ
て
少
な
く
と
も
こ
れ
だ

け
の
内
容
は
天
正
十
一
年
（
一
五
八
三
）
に
は
成
立
し
て
い
た
と
か
、
書
写
さ
れ

た
年
代
以
前
の
江
戸
時
代
と
か
い
っ
た
、
可
能
な
限
り
で
の
推
定
や
、
部
分
的
な

同
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。（

（
（

要
す
る
に
、「
縁
起
」
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
も
の
（「
縁
起
」
の
タ
イ
ト
ル
を

持
つ
も
の
）
に
関
し
て
は
、
一
つ
と
し
て
そ
の
成
立
年
代
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い

な
い
と
言
っ
て
い
い
状
況
に
あ
る
が
、
こ
の
た
び
、
二
種
の
吉
備
津
宮
縁
起
に
つ

い
て
は
、
そ
の
成
立
年
代
を
ほ
ぼ
明
ら
か
に
し
得
る
要
素
に
気
が
付
い
た
の
で
、

そ
れ
に
つ
い
て
の
報
告
を
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
一

神
道
関
係
古
文
献
の
一
大
活
字
化
集
成
で
あ
る
『
神
道
大
系
』
の
備
中
国
の
部（

2
（

に
は
、
担
当
者
の
よ
ろ
し
き
を
得
て
な
ん
と
吉
備
津
神
社
所
蔵
の
吉
備
津
宮
縁
起

写
本
が
三
種
収
録
さ
れ
て
い
る
。
吉
備
津
神
社
の
由
来
を
語
る
吉
備
津
宮
縁
起
の

最
善
本
が
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
吉
備
津
神
社
所
蔵
本
以
外
に
あ
り
得
な
い
わ
け

で
あ
る
か
ら
、『
神
道
大
系
』
備
中
国
の
部
は
、
そ
の
最
も
理
想
的
な
写
本
を
収
録

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

一
応
そ
の
収
録
順
に
タ
イ
ト
ル
（
外
題
）
を
紹
介
し
て
お
け
ば
以
下
の
通
り
で

あ
る
。　①

備
中
吉
備
津
宮
縁
起
（
内
題
：
吉
備
津
宮
縁
起
）

　②�
備
中
一
品
吉
備
津
彦
明
神
縁
起
（
内
題
：
大
日
本
仙
陽
道
備
中
国
一
品
吉

備
津
彦
明
神
縁
起
）

　③
備
中
吉
備
津
宮
縁
起
（
内
題
：
当
社
之
縁
起
）

山

　
　本

　
　秀
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『
神
道
大
系
』
所
収
吉
備
津
神
社
所
蔵
吉
備
津
宮
縁
起
二
種
の
成
立
年
代
に
つ
い
て

　
　
　 │

支
配
者
の
先
祖
の
記
述
を
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
例
の
遡
源

│



− 95 − （26）

こ
こ
に
見
る
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
微
差
で
、
大
き
く
言
え
ば
同
じ
と
言
っ
て
い
い

タ
イ
ト
ル
で
あ
る
か
ら
、
本
稿
で
は
『

　』、
あ
る
い
は
「

　」
す
ら
使
用
せ
ず
、

そ
の
よ
う
な
記
号
な
し
で
グ
ル
ー
プ
と
し
て
吉
備
津
宮
縁
起
と
か
鬼
ノ
城
縁
起
と

か
一
括
し
て
呼
ん
で
い
る
。
右
の
吉
備
津
宮
縁
起
類
に
関
し
て
も
、
い
ず
れ
も
有

意
な
差
は
見
出
し
が
た
い
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
。
こ
れ
以
降
は
、
グ
ル
ー
プ
内
の
特

定
の
本
を
指
示
す
る
た
め
に
①
〜
③
の
番
号
を
使
用
す
る
こ
と
に
す
る
。

『
神
道
大
系
』
備
中
国
の
部
に
は
こ
の
ほ
か
に
も
岩
屋
鬼
ノ
城
記
と
い
っ
た
タ
イ

ト
ル
で
、
鬼
ノ
城
縁
起
系
統
の
吉
備
津
神
社
所
蔵
文
書
二
種
を
も
収
録
す
る
が
、

吉
備
津
神
社
が
そ
れ
に
自
社
の「
縁
起
」と
し
て
の
処
遇
を
与
え
な
か
っ
た
こ
と
は
、

そ
の
タ
イ
ト
ル
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
本
稿
で
は
そ
れ
ら
を
吉
備
津
宮

縁
起
類
に
入
れ
な
い
。

さ
て
、
最
善
本
候
補
（
実
際
に
最
善
本
か
ど
う
か
は
、
本
文
内
容
を
検
討
し
て

み
な
い
と
わ
か
ら
な
い
）
と
し
て
重
要
で
あ
る
こ
れ
ら
三
種
の
本
の
成
立
年
代
も

ま
た
、
文
書
自
体
に
は
記
さ
れ
な
い
。
こ
の
う
ち
①
に
は
識

（
（
（語

が
あ
っ
て
、
①
が

元
禄
十
三
年
（
一
七
〇
〇
）
年
に
写
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
、
①
の
成
立

年
代
の
下
限
は
元
禄
十
三
年
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
二

意
外
に
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
が
、
成
立
年
代
考
定
の
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
①

③
の
本
文
の
不
自
然
な
点
で
あ
る
。

本
稿
冒
頭
に
も
概
略
は
書
い
た
が
吉
備
津
宮
縁
起
は
、
吉
備
津
彦
の
鬼
退
治
で

は
な
く
、
吉
備
津
彦
の
、
大
和
朝
廷
に
従
わ
ぬ
者
征
伐
の
物
語
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
吉
備
津
宮
縁
起
に
お
い
て
は
、
吉
備
津
彦
に
う
ち
負
か
さ
れ
る
の
は
吉
備
国
の

鬼
ノ
城
を
根
拠
と
し
た
人
間
な
の
だ
が
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
吉
備
津
神
社
に
お

い
て
い
ず
れ
も
「
縁
起
」
と
認
め
ら
れ
る
文
献
の
中
で
、
そ
の
敵
の
素
性
が
①
②

③
で
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
。（
引
用
中
の
括
弧
内
は
山
本
注
で
あ
る
。
傍
線
も
山
本
。

以
下
同
様
。
左
は
す
べ
て
原
漢
文
。
①
〜
③
に
つ
い
て
は
以
下
同
様
。）

①�

大
唐
白
斉
国
の
帝
皇�

悪
行
に
依
っ
て
遠
流
さ
れ
、
す
で
に
秋
津
島
（
日
本
）

に
赴
き
、
筑
紫
を
従
え
、
次
第
に
霊
地
を
見
立
て
、
備
中
国
賀
陽
郡
阿
宗
（
阿

曾
）
郷
に
居
住
せ
し
め
、「
鬼
城
」
と
号
し
て
城
郭
を
構
ゆ
。

②�

百
済
の
皇
子
温
羅
な
る
者
あ
り
、人
と
な
り（
中
略
。「
両
眼
大
い
に
し
て
爛
々
」

か
ら
始
ま
る
温
羅
の
外
見
を
記
す
。）
幼
き
よ
り
大
志
有
り
、
性
勇
悍
に
し
て
、

膂
力�

人
を
絶
し
、
細
行
（
細
か
い
道
徳
）
を
修
め
ず
、
仁
義
を
守
ら
ず
、
平

日�

国
郡
を
掠
め
取
る
を
以
て
業
と
な
す
。
且
つ
又
日
本
を
伺
わ
ん
と
欲
す
る

の
志
有
り
て
本
朝
に
来
た
り
、
諸
州
を
歴
覧
、
遂
に
備
中
国
賀
陽
郡
新
山
に

遊
栖
す
。（
中
略
。
く
わ
し
く
山
の
有
様
、
築
造
の
有
様
あ
っ
て
）
以
て
城
郭

と
成
す
。

③�

そ
も
そ
も
吉
備
津
の
冠
者
は
、
伊
弉
泄
利
（
い
ざ
せ
り
）
彦
の
尊
（
み
こ
と
）

の
曾
孫
、「
異
国
の
王
子
」
と
号
し
、
悪
行
に
よ
っ
て
左
遷
さ
れ
、
備
中
国
有

木
の
別
墅
（
別
所
）、
賀
陽
郡
の
北
、
阿
宗
郷
の
上
、
山
頂
を
廻
ら
す
こ
と
、

方
一
里
に
城
郭
を
構
え
、

し
か
し
、①
大
唐（
中
国
）に
白
斉
国
な
ど
と
い
う
国
は
考
え
が
た
く
、し
か
も「
白

斉
国
」
と
い
う
字
面
は
明
ら
か
に
「
百
済
国
」
か
ら
「
一
」
と
「
氵
」
を
取
っ
た

も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
中
国
の
斉
の
国
名
め
か
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
、「
百
済
国
」
と
書
く
の
を
避
け
た
表
記
法
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
③
。
③
は
敵
役
を
イ
ザ
セ
リ
彦
命
の
曾
孫
で
、「
異
国
の
王
子
」
と
称
し
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て
悪
行
を
行
っ
た
た
め
に
追
放
さ
れ
た
（
す
な
わ
ち
、
彼
は
わ
が
国
の
皇
族
で
あ

る
）、
と
す
る
が
、
こ
の
「
イ
ザ
セ
リ
彦
命
」
と
い
う
名
前
は
、
①
②
で
も
、『
古

事
記
』『
日
本
書
紀
』
で
も
、
賊
を
討
伐
す
る
吉
備
津
彦
命
の
実
名
で
あ
る
。（

（
（

③
で

は
そ
れ
が
討
た
れ
る
側
に
移
動
さ
せ
ら
れ
た
。
①
②
で
は
、
ま
ず
最
初
に
吉
備
津

彦
命
の
実
名
と
し
て
イ
ザ
セ
リ
彦
命
の
名
が
紹
介
さ
れ
る
が
、
③
で
は
も
ち
ろ
ん

そ
れ
が
で
き
な
い
か
ら
、③
で
は
一
貫
し
て
「
彦
の
命
」
と
し
か
呼
ば
な
い
。
い
や
、

呼
べ
な
い
。
③
で
は
、
主
人
公
が
名
前
を
奪
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
も
ま
た
、
①
の
場
合
と
同
じ
く
、
③
の
状
態
の
ほ
う
が
不
自
然
で
、「
イ
ザ

セ
リ
」
の
名
が
吉
備
津
彦
命
の
実
名
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
①
②
の
状
態
の
ほ
う
が

元
来
の
形
の
は
ず
で
あ
る
。
本
来
、
敵
は
、
純
粋
に
「
異
国
の
王
子
」
だ
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
異
国
」
と
い
う
の
も
具
体
的
な
国
名
を
言
う
の
を
避
け
た

も
の
と
言
え
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
を
要
す
る
に
、
①
も
③
も
「
百
済
の
王
子
」
と
言
う
の
を

避
け
た
処
置
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
三

③
に
関
す
る
考
察
に
関
し
て
は
、今
の
ま
ま
で
は
ま
だ
異
論
が
あ
り
得
よ
う
。「
異

国
の
王
子
」
と
い
う
ま
で
の
復
元
は
可
能
で
あ
っ
て
も
、そ
の
「
異
国
」
が
「
百
済
」

で
あ
っ
た
と
ま
で
は
言
い
過
ぎ
で
、
そ
れ
は
①
が
「
百
済
」
を
隠
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
我
田
引
水
し
て
き
た
考
え
で
あ
っ
て
、
必
ず
①
と
③
が
同
じ
も
の
を
隠

し
て
い
る
関
係
に
あ
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
と
。

し
か
し
、こ
の
場
合
、①
と
③
は
ツ
レ（
連
れ
、ペ
ア
、ワ
ン
セ
ッ
ト
）な
の
で
あ
る
。

な
ぜ
そ
う
言
え
る
か
と
言
う
と
、
③
の
本
文
に
は
①
と
同
様
の
文
言
に
な
る
と

こ
ろ
を
明
ら
か
に
途
中
で
省
略
し
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、
③
の
本
文
は
、
①
が
同
時

に
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
た
状
態
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
決
定
的
な
例
と
な
る
の
は
③
の
本
文
末
尾
で
あ
る
。

朱
雀
天
皇
御
宇
、
承
平
年
中
、
将
門
の
平
親
王
合
戦
の
時
、
重
ね
て
後
縁
の

封
を
寄
せ
ら
れ
、
前
後
合
は
せ
て
二
千
一
百
十
六
石
六
斗
五
升
也
。
し
か
り

と
い
え
ど
も
平
家
・
承
久
兵
乱
以
後
、
没
倒
せ
し
め
云
々
。（
原
漢
文
）

①
の
本
文
末
尾
に
も
同
じ
朝
廷
と
の
関
係
を
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記
さ
れ
る
が
、

そ
ち
ら
で
は
左
の
よ
う
に
あ
る
。

朱
雀
天
皇
御
宇
、
承
平
年
中
、
将
門
合
戦
之
時
、
重
而
被か
う
ム
ル

二

後
縁
御
封
米
ヲ一

。
弥 

霊
神
ナ
レ
バ

　
　
　、
崇
敬
シ
給
フ

　
　
　者
也
。
雖
　
レ

然
平
家
逆
乱
・
承
久
兵
乱
以
後
、
令
　
二

没モ
ツ
ト
ウ倒

　
一

、

於
イ
テ

二

于
今
ニ一

无
　
二

其
所
　
レ

出
有
　
一

歟
。

①
の
傍
線
部
は
③
に
お
い
て
「
云
々
」
と
省
略
さ
れ
て
い
る
。
が
、
③
だ
け
単
独

で
見
て
考
え
て
、
そ
れ
を
補
え
る
よ
う
な
文
言
で
は
な
い
。
そ
れ
以
前
の
（
完
全

一
致
で
は
な
い
が
微
差
の
）
文
言
の
一
致
を
持
つ
と
こ
ろ
か
ら
見
て
、
③
の
筆
者

は
①
を
座
右
に
置
い
て
い
る
か
ら
そ
こ
を
省
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
①
と
③
が
ツ
レ
（
ペ
ア
、
ワ
ン
セ
ッ
ト
）
で
あ
る
と
言
う
根
拠
だ
が
、

①
と
③
が
ツ
レ
と
考
え
る
と
、
他
の
箇
所
で
も
腑
に
落
ち
る
と
こ
ろ
が
出
て
く
る
。

と
言
う
の
は
、
①
の
方
も
そ
の
記
述
は
完
全
で
は
な
く
、
不
足
す
る
部
分
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
大
唐
白
斉
国
の
帝
皇
が
鬼
ノ
城
に
落
ち
着
い
て
、突
然「
吉

備
津
冠
者
」
と
呼
ば
れ
始
め
る
点
で
あ
る
。
①
は
百
済
国
の
王
子
を
大
唐
白
斉
国

の
帝
皇
と
言
い
換
え
た
時
に
、
敵
が
吉
備
津
冠
者
と
呼
ば
れ
る
者
で
あ
る
と
い
う

冒
頭
の
記
述
も
削
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
見
る
に
、
①
は

お
そ
ら
く
慌
て
て
改
稿
さ
れ
て
、
見
直
し
も
十
分
行
わ
れ
な
い
ま
ま
の
状
態
に
あ
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る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
冒
頭
部
分
に
関
し
て
は
、
③
の
冒
頭
、
吉
備
津
彦
大
明
神
と
い
う
の
は
、

逆
徒
吉
備
津
冠
者
を
攻
め
平
ら
げ
た
者
で
あ
る
と
言
っ
て
お
い
て
か
ら
、
こ
の
吉

備
津
冠
者
と
い
う
者
は
こ
れ
こ
れ
の
素
性
の
も
の
で
あ
る
、（

（
（

と
い
っ
た
叙
述
の
流

れ
を
取
る
の
が
よ
い
。
そ
う
し
な
い
と
、
①
の
よ
う
な
、
話
の
途
中
で
突
然
「
吉

備
津
冠
者
」
と
呼
び
始
め
る
よ
う
で
は
、
読
者
が
「
吉
備
津
冠
者
」
と
は
誰
の
こ

と
な
の
か
わ
か
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
大
唐
白
斉
国
の
帝
皇
は
ど
こ
に
行
っ
た
の

か
と
の
感
に
と
ら
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
意
味
、
そ
の
冒
頭
は
③
に
よ
っ
て

肩
代
わ
り
さ
れ
て
い
る
。
吉
備
津
冠
者
と
い
う
呼
び
名
に
関
し
て
は
③
に
よ
っ
て

語
り
始
め
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
た
関
係
で
あ
る
。
①
も
ま
た
、
③
無
し
に
は
理
解

で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
①
③
の
テ
ク
ス
ト
は
、
③
は
①
を
必
要
と
し
、
①
は
③
を
必

要
と
す
る
関
係
に
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
四

①
③
が
ツ
レ
で
あ
る
と
し
た
と
き
に
、
①
③
の
最
も
大
き
な
ち
が
い
と
は
何
か
。

そ
れ
は
①
が
真
言
宗
仁
和
寺
寛
平
法
皇
の
吉
備
津
彦
信
心
を
語
り
、
③
に
は
そ

れ
が
な
く
、
そ
の
代
わ
り
で
あ
る
か
の
よ
う
に
天
台
宗
第
二
の
座
主
慈
覚
大
師
の

当
社
信
心
を
語
る
こ
と
で
あ
る
。
①
は
真
言
宗
の
た
め
に
書
か
れ
、
③
は
天
台
宗

の
た
め
に
書
か
れ
た
縁
起
で
あ
る
。
し
か
も
、
す
で
に
引
用
し
た
①
③
に
共
通
す

る
末
尾
の
文
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
封
米
の
没
倒
を
訴
え
る
た
め
に
書
か
れ
て
い
た
。

お
そ
ら
く
①
③
は
、
な
ん
ら
か
の
領
有
権
を
有
す
る
者
相
手
に
差
し
出
す
た
め
に

書
か
れ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。

吉
備
津
神
社
は
古
来

─
正
確
な
年
代
は
わ
か
ら
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
以
前
に

仁
和
寺
に
寄
進
さ
れ
て
い
た
吉
備
津
神
社
が
仁
和
寺
大
聖
院
領
に
編
入
さ
れ
た
の

は
守
覚
法
親
王
が
建
久
三
年
（
一
一
九
二
）
に
定
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
（『
鎌
倉
遺

文
』
六
一
三
・
仁
和
寺
文
書
）。
江
戸
時
代
初
期
か
ら
天
台
宗
で
あ
る
こ
と
が
ま
ち

が
い
な
い
社
僧
寺
の
神
宮
寺
の
名
は
『
今
昔
物
語
集
』（
巻
第
十
六
第
十
七
）
に
見

え
て
、
こ
ち
ら
も
ま
た
古
い
所
縁
で
、
い
ず
れ
が
先
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
云
々

で
き
る
よ
う
な
問
題
で
は
な
く

─
天
台
宗
と
仁
和
寺
に
所
縁
が
あ
る
。
も
し
仁

和
寺
と
の
関
係
が
先
な
ら
、
社
僧
も
真
言
宗
か
ら
出
し
て
い
た
は
ず
と
い
う
よ
う

な
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
天
台
と
の
関
係
の
ほ
う
が
先
だ
っ
た
か
ら
、
仁

和
寺
領
と
な
っ
て
も
、
天
台
僧
が
神
社
内
に
い
た
と
は
言
え
る
。

た
と
え
ば
江
戸
時
代
初
期
の
例
で
は
、
慶
安
四
年
（
一
六
五
一
）、
社
僧
の
本
願

寺
を
訴
え
よ
う
と
し
た
吉
備
津
神
社
は
ま
ず
「
支
配
」
の
仁
和
寺
御
室
御
所
に
許

可
を
求
め
、
本
願
寺
は
天
台
宗
な
の
で
上
野
寛
永
寺
に
こ
と
わ
っ
た
上
で
訴
訟
す

る
よ
う
に
言
わ
れ
た
（「
備
中
吉
備
津
神
社
文
書
」（

（
（

二
四
〇
、
吉
備
津
宮
社
家
中

訴
状
案
）。
こ
の
よ
う
に
吉
備
津
神
社
は
、
ま
ち
が
い
な
く
真
言
宗
仁
和
寺
と
も
天

台
宗
と
も
同
時
に
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
た
。

先
の
真
言
・
天
台
の
二
人
の
吉
備
津
神
社
信
仰
譚
の
う
ち
、
天
台
慈
覚
大
師

の
話
は
、
備
前
天
台
金
山
寺
に
残
る
吉
備
津
神
社
の
勧
進
帳
（
天
正
十
一
年
・

一
五
八
三
）
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
慈
覚
大
師
の
吉
備
津
神
社
信
仰
の
話
は
、
天

台
宗
社
僧
が
派
遣
さ
れ
て
く
る
本
寺
・
金
山
寺
に
協
力
を
求
め
る
よ
う
な
場
合
に

役
に
立
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
勧
進
帳
で
は
、

敵
は
「
新
羅
国
」
の
「
君
王
」
と
書
か
れ
て
い
て
、
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
①
の
設

定
に
近
い
。
天
台
系
な
ら
必
ず
③
の
よ
う
に
敵
が
皇
統
に
連
な
る
こ
と
に
な
る
わ
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『
神
道
大
系
』
所
収
吉
備
津
神
社
所
蔵
吉
備
津
宮
縁
起
二
種
の
成
立
年
代
に
つ
い
て 

─
支
配
者
の
先
祖
の
記
述
を
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
例
の
遡
源
─
（
山
本
）

（29）

け
で
は
な
く
、
敵
の
設
定
は
臨
機
応
変
に
ず
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
人

は
生
き
る
た
め
に
知
恵
を
し
ぼ
る
も
の
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
五

ツ
レ
で
あ
る
①
③
の
テ
ク
ス
ト
は
、
ど
ち
ら
も
「
百
済
の
王
子
」
と
言
う
こ
と

を
避
け
て
い
る
。

で
は
、
な
ぜ
避
け
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
の
か
。

百
済
の
王
子
を
先
祖
と
す
る
権
力
者
が
い
た
と
す
れ
ば
ど
う
で
あ
ろ
う
。
彼
の

助
力
を
得
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
ど
う
考
え
て
も
彼
の
先
祖
を
倒
す
が
ご
と
き
縁

起
を
持
つ
わ
け
に
は
い
か
ず
、
そ
の
部
分
を
回
避
す
る
よ
う
な
工
夫
が
必
要
に
な

る
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。

備
前
岡
山
に
は
（
岡
山
の
戦
国
時
代
に
興
味
を
持
つ
人
々
に
は
よ
く
知
ら
れ
た

こ
と
の
よ
う
で
あ
る
）
百
済
の
王
子
を
太
祖
と
す
る
支
配
者
が
一
時
期
い
た
。

関
ヶ
原
の
合
戦
西
軍
方
参
戦
に
よ
っ
て
そ
の
座
を
追
わ
れ
た
宇
喜
多
氏
で
あ
る
。

宇
喜
多
氏
の
百
済
王
本
貫（
出
自
）説
は『
宇
喜
多
能
家
寿
像
画
賛
』（
大
永
四
年
・

一
五
二
四
）（『
岡
山
県
史
』
十
九
編
年
史
（
（
（

料
二
〇
七
八
）
に
見
え
て
い
て
、
疑
わ

れ
る
史
料
で
は
な
い
。
ま
た
、
近
世
地
誌
の
『
東
備
郡
村
志
』（

（
（

の
著
者
は
能
家
画

像
賛
の
前
に
『
宇
喜
多
系
図
伝
』
と
い
う
書
物
を
も
あ
げ
て
い
て
、
宇
喜
多
氏
の

系
図
伝
に
も
こ
の
説
は
書
か
れ
て
い
た
ら
し
い
。『
能
家
寿
像
賛
』
の
表
現
を
正
確

に
記
せ
ば「
本
貫
為
　
二

百
済
王
　
一

、
兄
弟
曾
来
　
二

児
島
　
一

」（
訓
点
山
本
）
で
あ
る
が
、『
宇

喜
多
系
図
伝
』
を
も
見
て
い
る
『
東
備
郡
村
志
』
の
著
者
松
本
亮
は
「
宇
喜
多
の

太
祖
は
百
済
国
の
皇
子
に
て
、
兄
弟
三
人
こ
の
島
（
児
島
）
に
来
た
る
」
と
書
い

て
い
る
。

吉
備
津
神
社
は
実
際
に
宇
喜
多
氏
と
何
ら
か
の
接
触
を
持
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

宇
喜
多
秀
家
の
書
状
の
写
し
が
残
っ
て
い
て
、
秀
家
と
祈
祷
上
の
関
係
が
あ
っ
た

よ
う
だ
か
ら
で
あ
る（「
備
中
吉
備
津
神
社
文
書
」一
九
八
、宇
喜
多
秀
家
書
状
写〈
年

未
詳
〉）。

右
『
寿
像
画
賛
』
の
能
家
は
、「
守
護
赤
松
氏
の
有
力
被
官
浦
上
氏
の
被
官
で
、

浦
上
村
宗
の
宿
老
と
し
て
、
村
宗
の
備
前
国
支
配
を
島
村
氏
と
と
も
に
支
え
た
」

と
言
わ
れ
る
人
物
だ
が
（
大
西
泰
正
『
宇
喜
多
秀
家
』（

9
（

一
二
ペ
ー
ジ
）、「
能
家
の

跡
継
ぎ
で
（
宇
喜
多
）
直
家
の
実
父
と
さ
れ
る
興
家
は
、
凡
庸
の
う
え
早
逝
し
た

か
ら
、
能
家
死
後
の
宇
喜
多
氏
は
没
落
の
や
む
な
き
に
至
っ
た
」（
同
上
）。
宇
喜

多
直
家
（
享
禄
二
年
・
一
五
二
九
〜
）
が
「
備
前
国
で
頭
角
を
現
す
の
は
永
禄
年

間（
一
五
五
八
〜
七
〇
）に
入
っ
て
か
ら
で
」（
同
一
六
ペ
ー
ジ
）、岳
父
と
さ
れ
る「
中

山
氏
か
ら
奪
っ
た
沼
城
（
亀
山
城
。
岡
山
市
東
区
）
に
移
っ
た
の
も
こ
の
時
期
の

こ
と
ら
し
い
」（
同
上
）。
そ
し
て
、「
直
家
は
永
禄
年
間
の
末
に
は
浦
上
宗
景
を
脅

か
す
存
在
に
成
長
し
た
」（
同
一
八
ペ
ー
ジ
）。
天
正
三
年
（
一
五
七
五
）
九
月
頃

に
は
宗
景
の
天
神
山
城
を
落
と
し
、
宇
喜
多
直
家
は
「
備
前
・
美
作
一
帯
の
支
配

者
に
立
身
し
た
」（
同
一
九
ペ
ー
ジ
）。

本
稿
で
し
ば
し
ば
参
照
す
る
備
前
金
山
寺
の
吉
備
津
宮
勧
進
帳
が
書
か
れ
た
天

正
十
一
年
の
前
年
は
、
こ
う
し
て
直
家
が
勢
力
圏
を
広
げ
て
、
西
の
毛
利
氏
の
版

図
と
接
す
る
よ
う
に
な
り
、
西
へ
の
備
え
と
し
て
岡
山
城
に
移
り
、
秀
吉
と
共
同

戦
線
を
張
っ
て
毛
利
氏
と
交
戦
す
る
よ
う
に
な
っ
て
四
年
目
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
年
、
直
家
が
病
死
し
嫡
男
宇
喜
多
秀
家
（
元
亀
三
年
・
一
五
七
二
〜
）
の
家

督
相
続
を
織
田
信
長
が
許
し
（『
信
長
公
記
』）、
宇
喜
多
側
の
苦
境
打
開
の
た
め
に

秀
吉
が
出
陣
、
高
名
な
備
中
高
松
城
水
攻
め
を
行
う
。
と
い
う
こ
と
は
す
な
わ
ち
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そ
の
年
は
、
本
能
寺
の
変
の
勃
発
に
よ
り
秀
吉
が
高
名
な
「
大
返
し
」
を
行
う
年

で
も
あ
る
。

件
の
勧
進
帳
が
書
か
れ
た
翌
天
正
十
一
年
は
、
備
中
高
松
で
の
講
話
後
、
羽
柴

秀
吉
と
安
芸
の
大
名
毛
利
輝
元
の
間
で
境
界
線
が
引
か
れ
、
宇
喜
多
氏
の
領
国
が

確
定
す
る
い
わ
ゆ
る
「
中
国
国く
に
わ
け分
」
に
い
た
る
折
衝
の
真
只
中
で
あ
る
。

備
前
国
金
山
寺
に
残
る
こ
の
年
に
書
か
れ
た
勧
進
帳
で
、
既
述
の
と
お
り
吉
備

津
神
社
は
、吉
備
津
彦
が
討
伐
し
た
相
手
を（
百
済
で
は
な
く
）「
新
羅
の
国
」の「
君

王
」
と
書
い
た
。
本
稿
の
考
察
を
踏
ま
え
れ
ば
、こ
の
設
定
も
ま
た
、明
ら
か
に
「
百

済
の
王
子
」
と
書
く
こ
と
を
避
け
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

①
③
の
縁
起
は
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
天
正
十
一
年
以
前
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
勧

進
帳
に
よ
っ
て
実
際
に
外
部
に
対
し
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
「
新
羅
の
国
」

の
「
君
王
」
と
い
う
設
定
が
、あ
り
も
し
な
い
「
白
斉
国
」
や
、あ
り
も
し
な
い
「
イ

ザ
セ
リ
彦
命
の
曾
孫
」
と
い
っ
た
皇
統
接
続
よ
り
は
る
か
に
穏
当
で
現
実
的
な
回

避
策
で
あ
る
こ
と
は
、
論
ず
る
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
検
討
を
要
す
る
に
、
①
③
の
縁
起
の
成
立
年
代
は
永
禄
年
間
（
一
五
五
八

〜
一
五
七
〇
）
末
よ
り
天
正
十
一
年
（
一
五
八
三
）
ま
で
の
間
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
六

む
ろ
ん
前
節
で
明
ら
か
に
し
た
成
立
年
代
は
、「
百
済
の
王
子
」
と
書
く
こ
と
を

避
け
た
状
態
の
縁
起
の
成
立
年
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
前
に
は
「
百
済
の
王
子
」
と

書
い
た
状
態
の
縁
起
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
同
時
に
確
定
的
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
「
百
済
の
王
子
」
と
書
い
た
状
態
の
縁
起
が
い
つ
成
立
し
た
の
か
、

と
い
う
こ
と
ま
で
は
、
今
の
と
こ
ろ
、
そ
の
手
が
か
り
は
見
当
た
ら
な
い
。

し
か
し
、「
百
済
の
王
子
」
と
書
い
た
状
態
の
縁
起
と
言
っ
て
気
に
な
る
の
は
、

②
が
「
百
済
の
王
子
」
と
書
い
て
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

②
は
そ
の
冒
頭
に
『
日
本
書
紀
』
を
ふ
ま
え
た
記
述
を
行
う
こ
と
と
言
い
、
本

話
後
の
神
社
の
歴
史
に
つ
い
て
記
述
す
る
と
こ
ろ
が
史
書
を
ふ
ま
え
る
と
こ
ろ
と

言
い
、
①
③
と
く
ら
べ
て
し
ま
う
と
文
献
を
踏
ま
え
た
記
述
に
整
え
ら
れ
て
い
る

感
が
あ
っ
て
、
正
直
①
③
よ
り
遡
る
も
の
と
は
思
え
な
い
。

し
か
し
②
は
そ
の
冒
頭
に
『
日
本
書
紀
』
に
の
る
吉
備
津
彦
の
事
績
を
書
い
て
、

さ
ら
に
そ
れ
に
『
古
事
記
』
の
記
述
に
よ
る
割
注
を
ほ
ど
こ
し
て
、
吉
備
津
彦
の

名
前
の
表
記
や
母
、
兄
弟
に
関
す
る
記
述
を
挿
入
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

『
日
本
書
紀
』『
古
事
記
』
ど
ち
ら
の
書
名
も
出
す
こ
と
な
く
、
注
記
の
最
初
に
は

「
旧
記
を
按
ず
る
に
」（
原
「
按
旧
記
」）
と
だ
け
書
い
て
あ
る
。

別
の
記
録
に
異
な
る
記
述
が
あ
る
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
示
す
ほ
ど
、
文
献
に
よ
っ

た
記
述
を
す
る
意
識
が
存
在
す
る
の
に
書
名
は
出
さ
な
い
、
と
い
う
こ
の
意
識
が
、

ど
の
よ
う
な
意
識
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
に
わ
か
に
は
そ
れ
を
ど
う

理
解
す
れ
ば
い
い
の
か
、
正
直
な
と
こ
ろ
、
説
明
に
苦
し
む
（
そ
の
よ
う
な
注
を

付
け
る
と
説
明
は
二
重
に
な
り
、
つ
な
が
り
が
一
筋
に
連
な
ら
な
く
な
る
。
そ
れ

は
書
名
を
出
さ
ず
に
わ
か
り
や
す
く
語
ろ
う
と
い
う
意
識
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
、
そ
れ
以
前
に
②
は
漢
文
で
記
さ
れ
て
い
て
、
わ
か
り
や
す
く
記
そ
う
と

い
う
意
識
で
は
書
か
れ
て
い
な
い
）。
だ
が
し
か
し
少
な
く
と
も
文
化
（
一
八
〇
四

〜
一
八
一
八
）
頃
の
人
・
賀
陽
為
徳
の
『
備
中
大
吉
備
津
宮
略
記
』（
岡
山
県
立
図

書
館
所
蔵
写
本
・『
神
道
大
系
』
備
中
国
所
収
）
に
な
る
と
、
和
文
で
（
つ
ま
り
、

多
く
の
人
に
理
解
さ
れ
や
す
い
よ
う
に
〈
そ
れ
以
上
に
本
居
国
学
の
せ
い
も
あ
っ

て
漢
文
で
な
く
和
文
で
書
く
べ
き
意
識
が
生
じ
て
い
る
の
で
も
あ
ろ
う
が
、
序
文
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『
神
道
大
系
』
所
収
吉
備
津
神
社
所
蔵
吉
備
津
宮
縁
起
二
種
の
成
立
年
代
に
つ
い
て 

─
支
配
者
の
先
祖
の
記
述
を
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
例
の
遡
源
─
（
山
本
）

（31）

に
は
幼
い
人
を
も
読
者
と
し
て
意
識
し
て
い
る
〉）
賀
陽
氏
に
と
っ
て
の
正
し
い
説

（
し
か
し
、
他
の
縁
起
に
見
え
な
い
記
述
も
多
い
）
を
伝
え
よ
う
と
し
た
、
同
じ
く

吉
備
津
彦
の
百
済
の
王
子
・
温
羅
（
本
書
に
は
「
ウ
ラ
」
と
フ
リ
ガ
ナ
が
付
い
て

い
る
）
の
征
伐
を
本
話
と
す
る
吉
備
津
宮
縁
起
類
で
あ
る
が
、
祠
官
に
と
っ
て
も

学
問
が
進
ん
だ
そ
の
頃
に
な
る
と
、
書
名
を
ゆ
る
が
せ
に
し
よ
う
と
は
せ
ず
、『
古

事
記
』
は
『
古
事
記
』、『
日
本
書
紀
』
は
『
日
本
書
紀
』
と
書
く
。
②
の
書
名
ぬ

き
で
済
ま
せ
る
意
識
は
、
そ
の
頃
よ
り
以
前
の
も
の
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

吉
備
津
彦
以
降
の
吉
備
津
神
社
に
関
す
る
出
来
事
に
つ
い
て
も
伝
承
説
話
の
類

で
は
な
く
史
書
に
依
拠
す
る
記
述
を
心
が
け
よ
う
と
し
た
と
お
ぼ
し
い
②
（
①
③

に
見
え
な
い
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
に
載
る
神
庫
の
鈴
鏡
一
夜
に
三
度
鳴
る
と

の
記
事
を
記
す
。
そ
れ
は
史
書
の
根
拠
を
求
め
ら
れ
る
意
識
が
も
た
ら
す
正
確
性

を
め
ざ
す
意
識
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
な
ぜ
書
名
は
あ
げ
な
い
の
か
、
と
疑
問
に
思

わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
も
そ
も
吉
備
津
彦
の
吉
備
国
進
軍
自
体
が
史
書
に

載
ら
な
い
話
な
の
だ
か
ら
、
そ
こ
は
書
名
を
あ
げ
な
い
ほ
う
が
い
い
の
か
も
し
れ

な
い
）
が
、江
戸
時
代
よ
り
前
に
遡
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、

江
戸
時
代
後
期
に
ま
で
下
る
こ
と
も
あ
る
ま
い
と
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
記
述
の
す
べ
て
を
、
室
町
時
代
に
ま
で
遡
る
こ
と
は
で
き

な
い
に
せ
よ
、
②
は
「
百
済
の
王
子
」
を
伝
え
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
そ

れ
以
外
の
部
分
に
も
①
③
以
前
の
記
述
を
残
す
可
能
性
を
持
つ
も
の
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

本
稿
に
お
い
て
、
江
戸
時
代
直
前
の
吉
備
津
宮
縁
起
二
種
が
権
力
者
の
先
祖
に

関
わ
る
表
現
を
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。
や
が

て
江
戸
時
代
に
入
っ
て
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
将
軍
徳
川
吉
宗
は
、
人
々
の
先

祖
の
こ
と
を
あ
れ
こ
れ
書
き
顕
し
流
布
さ
せ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
家
康
以
降
将

軍
家
の
こ
と
を
書
き
流
通
さ
せ
る
こ
と
を
禁
じ
た
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
類
似
の
現
象
と
言
う
に
は
、
や
や
遠
い
。
吉
備
津
宮
縁
起
は

権
力
者
の
先
祖
を
服
属
さ
せ
る
が
ご
と
く
の
縁
起
で
あ
り
、
吉
宗
の
発
令
は
将
軍

家
を
ふ
く
め
人
々
先
祖
の
こ
と
を
あ
れ
こ
れ
書
き
ひ
ろ
め
る
な
と
言
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
権
力
者
の
先
祖
に
関
わ
る
記
述
が
、
被
治
者
の
側
か
ら
見
て

も
治
者
の
側
か
ら
見
て
も
神
経
を
と
が
ら
せ
る
べ
き
対
象
で
あ
っ
た
と
い
う
感
覚

は
、
す
で
に
江
戸
時
代
以
前
か
ら
存
在
し
、
百
四
十
年
を
経
て
法
令
と
し
て
形
を

与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う

い
う
意
味
で
は
、
永
禄
天
正
間
の
吉
備
津
宮
縁
起
二
種
の
例
は
、
遠
く
享
保
七
年

に
な
っ
て
法
令
と
し
て
発
現
す
る
感
覚
の
、
法
的
規
制
以
前
の
原
初
的
な
あ
り
方

を
示
す
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
ま
た
、
吉
備
津
宮
縁
起
二
種
の
例
は
、
や
が
て
織
田
信
長
を
小
田
春
永

と
言
い
換
え
る
が
ご
と
き
言
い
逃
れ
方
の
、
は
る
か
遠
い
先
祖
と
し
て
も
み
な
す

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

〈
注
〉

（
１
）		中
山
薫『
温
羅
伝
説
─
史
料
を
読
み
解
く
─
』岡
山
文
庫
二
八
四
、
日
本
文
教
出
版
株
式
会
社
、

平
成
二
十
五
年

　
　

	
藤
井
駿『
吉
備
津
神
社
』岡
山
文
庫
五
二
、
昭
和
四
十
八
年

　
　

		
古
市
秀
治「
温
羅
伝
承
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」『
岡
山
び
と	T

he	“
okayam

abito”

─
岡
山

市
デ
ジ
タ
ル
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
紀
要
─
』三
、
平
成
二
十
年
三
月

（
２
）		『
神
道
大
系
』神
社
編
三
八
美
作
・
備
前
・
備
中
・
備
後
国（
神
道
大
系
編
纂
会
、
昭
和
六
十
一
年
）
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（
３
）		本
文
末
尾
に
改
行
し
て「
縁
起
終
。
元
禄
十
三
年
庚
申
十
月
廿
八
日
江
国
永
軄
写
之
」と
あ
る
。

（
４
）		た
だ
し
、
③
の
原
表
記
は
「
伊
弉
泄
利
彦
尊
之
曾
孫
」、
①
で
は
「
伊
弉
池
利
彦
命
」
で
あ
り
、

②
で
は
本
文
で『
日
本
書
紀
』の
表
記「
彦
五
十
狭
芹
彦
命
」を
使
用
し
、
割
注
で『
古
事
記
』の

表
記「
比
古
伊
佐
勢
理
毗
古
」を
補
足
す
る
。
正
確
に
言
え
ば
①
③
で
は「
彦
」が
な
い
が
、
伝

承
の
過
程
で
脱
落
し
た
も
の
、
あ
る
い
は
省
略
さ
れ
た
も
の
と
見
て
、
同
じ
名
前
と
表
現
す

る
こ
と
も
あ
や
ま
り
で
は
あ
る
ま
い
。
な
お
、
②
③
か
ら
見
て
、
①
の「
池
」は「
泄
」を
誤
っ

た
も
の
で
あ
る
。

（
５
）		③
の
冒
頭
（
原
文
）
は
「
夫
南
閻
浮
提
日
本
国
山
陽
道
備
之
中
州
一
品
聖
霊
吉
備
津
彦
大
明
神

者
、
忝	

仁（
人
）王
七
代
帝
孝
霊
天
皇
第
三
王
子
、
彦
命
親
王
、
為
　
二

吉
備
三
州
之
征
伐
将
軍
　
一

、

領–

二

掌
海
陸
　
一

、
始
而
攻–

二

平
逆
徒
吉
備
津
冠
者
　
一

、
則
チ

現
レ二

霊
神
　
一（
後
略
）」。

（
６
）		藤
井
駿
・
水
野
恭
一
郎
『
岡
山
県
古
文
書
集
』
第
二
輯
、
昭
和
三
十
年
初
版
、
昭
和
五
十
六
年

思
文
閣
出
版
復
刻
版

（
７
）		『
岡
山
県
史
』十
九
編
年
史
料
、
岡
山
県
、
昭
和
六
十
三
年

（
８
）		『
吉
備
群
書
集
成
』第
弐
輯（
地
誌
部
中
）、
吉
備
群
書
集
成
刊
行
会
、
大
正
十
年

（
９
）		大
西
泰
正『
宇
喜
多
秀
家
』（
シ
リ
ー
ズ【
実
像
に
迫
る
】013
）戎
光
祥
出
版
、
平
成
二
十
九
年

〈
付
記
〉	

　本
稿
は
令
和
四
年
九
月
十
日
（
土
）、（
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人	
人
間
文
化
研
究
機
構	

国
文
学
研
究
資
料
館
主
催
、
一
般
財
団
法
人
正
宗
文
庫
・
就
実
大
学
人
文
科
学
部
共
催
、

備
前
市
教
育
委
員
会
後
援
）第
二
回
正
宗
文
庫
セ
ミ
ナ
ー（
於
就
実
大
学
）で「
吉
備
津
彦
の

鬼
退
治
話
の
源
流
・
支
流
・
合
流
に
つ
い
て
─
正
宗
文
庫
所
蔵『
備
中
国
吉
備
津
宮
御
伝
記
』

（
文
政
十
二
年（
一
八
二
六
）写
）を
題
材
に
─
」と
題
し
て
講
演
し
た
も
の
の
内
ご
く
一
部
の

話
題
を
取
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ま
っ
た
く
新
た
に
書
き
下
ろ
し
、
当
日
の

話
の
内
容
よ
り
考
察
は
さ
ら
に
進
ん
で
い
る
。

　
　
　

	

　な
お
、
本
稿
は
平
成
31
年
度
〜
平
成
34
年
度
科
学
研
究
費
助
成
事
業（
学
術
研
究
助
成
基

金
助
成
金（
基
盤
研
究（
C
））課
題
番
号
一
九
K
〇
〇
三
二
一
研
究
課
題
名「
日
本
近
世
出
版

法
制
と
文
学
規
制
に
関
す
る
研
究
」に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。




