


御
　
奴
ホ　
神
　
主
神
　
仲
哀
天
皇
　
神
功
皇
后
　
配
祀
　
応
神
天
皇
　
住
吉
大
神

御
　
由
　
緒
　
香
椎
官
は
仲
哀
天
皇
九
年

（
二
〇
〇
）
神
功
皇
后
射
ら
祠
を
建
て
仲
哀
天
皇
の
神
霊

を
祀
給
う
た
の
が
起
源
で
あ
り
ま
す

次
で
、
神
功
皇
后
の
宮
は
元
正
天
皇
の
養
老
七
年

（七
二
三
）
に
皇
后
御
自
身
の
御
神
託
に
よ
り

朝
廷
が
九
州
に
詔
し
て
社
殿
の
造
営
を
創
め
聖
武
天
皇
の
神
亀
元
年

（七
二
四
）
に
竣
工
し
た
も

の
で
此
の
両
官
を
併
せ
て
香
椎
廟
と
称
し
た

明
治
以
来
に
は
官
幣
大
社
香
椎
宮
と
称
し
戦
後
は
香
椎
宮
と
称
し
て
い
る

皇
室
国
家
の
尊
崇
　
香
椎
廟
は
天
子
の
宗
廟
に
し
て
廟
号
を
以
て
他
の
神
社
と
異
な
る
特
別
の
御
崇

敬
を
捧
げ
ら
れ
　
奈
良
平
安
こ
の
か
た
廟
司
以
下
六
百
十
余
人
の
奉
仕
団
ま
た
千
二
百
町
歩
の
神

領
を
寄
せ
ら
れ
国
家
の
大
事
に
際
し
て
は
必
ず
奉
幣
の
勅
使
を
差
遣
せ
ら
れ
現
在
も
勅
祭
社
で
あ

り
　
十
年
毎
に
勅
祭
が
斎
行
さ
れ
る
　
過
去
不
幸
に
し
て
社
殿
炎
上
の
折
は
そ
の
都
度
最
も
重
い

廃
朝
五
日
を
仰
出
さ
れ
て
い
る
　
他
社
の
場
合
は
重
く
て
三
日
の
廃
朝
で
あ
る

御
　
神
　
徳
　
仲
哀
天
皇

（足
仲
彦
天
皇

。
人
皇
十
四
代
）
八
年

（
一
九
九
）
筑
紫
の
橿
日
宮
に
坐

し
ま
し
て
天
下
治
し
め
し
率
先
内
治
外
交
に
御
精
励
の
さ
な
か
御
志
な
か
ば
に
し
て
俄
に
崩
御
遊

ば
さ
れ
ま
し
た
　
神
功
皇
后

（氣
長
足
姫
尊
）
は
御
遺
志
を
継
が
れ
　
神

‘補
が
教
を
被
け
御
懐
妊

の
身
を
以
て
射
つ
か
ら
国
内
を
平
定
せ
ら
れ
　
更
に
進
ん
で
船
団
を
率
い
三
韓
御
駐
禁
の
壮
挙
を

果
さ
れ
　
初
め
て
国
際
国
家
と
し
て
の
日
本
の
地
位
を
確
立
せ
ら
れ
ま
し
た
　
こ
の
御
大
業
は
正

に
神
わ
ざ
と
し
て
史
上
に
輝
き
以
後
六
百
年
に
亙
っ
て
朝
貢
あ
り
帰
化
あ
り
交
流
盛
ん
に
し
て
国

運
愈
隆
昌
に
赴
き
ま
し
た
　
す
な
わ
ち
朝
貢
の
有
様
は
左
の
如
く
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す

百
済
王
　
久
氏

・
弥
州
流

・
莫
古
を
し
て
朝
貢
ら
し
む
時
に
新
羅
国
の
調
使
　
久
氏
と
共
に
詣

る
　
き
に
放
て
　
皇
太
后
（神
功
皇
后
Ｙ

太
子
．割
酢
別
事
（応
神
天
皇
）寿
に
費
ぎ
び
て
理
は
く

「犠
璽

（仲
哀
天
皇
）
の
需
望
し
た
ま
ひ
し
町
尺
今
恭
軒
け
り
　
庭
し
き
認
　
天
皇
に
む
は
ざ

る
こ
と
」
と
群
臣
皆
流
沸
ま
ざ
る
は
莫
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
日
本
書

，

ま
た
以
て
切
々
た
る
御
衷
情
を
拝
し
且
つ
ま
た
香
椎
廟
奉
斎
の
所
以
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す

か
く
て
御
子
応
神
天
皇
は
　
八
幡
神
と
し
て
遍
く
信
仰
を
集
め
ら
れ
　
御
孫
仁
徳
天
皇
は
世
界
最

大
の
陵
墓
た
る
仁
徳
陵
に
よ
っ
て
そ
の
聖
徳
が
偲
ば
れ
ま
す

か
の
雄
渾
な
土
木
技
術
を
始
め
建
築

。
工
芸

。
縫
織

。
文
教
あ
ら
ゆ
る
文
化
の
恩
恵
は
全
く
当
御

祭
神
の
赫
々
た
る
御
神
威
に
淵
源
し
や
が
で
絢
爛
た
る
日
本
文
化
の
花
が
開
か
れ
て
行
き
ま
す

こ
の
国
に
生
を
享
け
る
者
の

一
日
も
忘
る
ま
じ
き
御
神
徳
で
あ
り
ま
す
　
こ
ゝ
に
こ
の
御
神
徳
の

片
鱗
を
景
慕
し
て
左
の
長
歌
を
掲
げ
ま
す

筑
前
国
恰
土
郡
深
江
村
子
負
原
海
に
臨
め
る
丘
の
上
に
二
つ
の
石
あ
り
　
公
私
の
往
来
に
馬
よ

り
下
り
て
脆
拝
せ
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
　
古
老
相
伝

へ
て
曰
く
往
古
息
長
足
日
女
命
　
新
羅
国

を
征
討
け
ま
し
ゝ
時
こ
の
両
つ
の
石
を
用
ち
て
御
袖
の
中
に
挿
み
著
け
て
以
て
鎮
懐
と
為
す

か
れ
行
人
此
の
石
を
敬
拝
す
と
乃
ち
歌
を
作
り
て
曰
く

か
け
ま
く
は
　
あ
や
に
畏
し
　
帯
比
晋
一
神
の
命

韓
国
を
　
向
け
平
ら
げ
て
　
御
心
を
　
鎮
め
給
ふ
と

い
取
ら
し
て
　
斎
ひ
給
ひ
し
　
』県
珠
な
す
　
一
一
つ
の
石
を

世
の
人
に
　
一不
し
給
ひ
て
　
万
代
に
　
一一一一日
ひ
継
ぐ
が
ね
と

海
の
底
　
奥
つ
深
江
の
　
海
上
の
　
子
負
の
原
に

み
手
つ
か
ら
　
置
か
し
給
ひ
て
　
神
随
　
神
さ
び
坐
す

奇
魂
　
今
の
現
に
　
尊
き
る
か
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
―
万
葉
奉
―
―



御
社
殿
並
摂
末
社

御
本
殿
　
御
本
殿
の
創
建
の
古
い
こ
と
は
判
明
し
な
い
が
現
在
の
御
本
殿
は
元
正
天
皇
が
養
老
七
年

（七
二
三
）
太
宰
府
に
詔
し
て
九
州
全
国
の
課
役
を
以
て
改
築
を
始
め
ら
れ
聖
武
天
皇
の
神
亀
元
年

（七
二
四
）
竣
工
し
た
壮
大
な
香
椎
廟
の
　
形
式
其
儘
を
伝
え
て
い
る
　
建
築
様
式
は
香
椎
造
り
で

あ
っ
て
日
本
唯

一
の
様
式
で
重
要
文
化
財
で
あ
り
ま
す
　
現
在
の
御
本
殿
は
享
和
元
年

（
一
八
〇

―
―
こ
■
場
副
潜
主
黒
酬
長
順
公
の
遵
式
縮
小
の
再
建
で
あ
り
周
囲
は
透
塀
で
囲
わ
れ
て
い
る
―
―
　

―

幣
・
殿
　
幣
殿
は
他
社
で
拝
殿
と
称
し
て
い
る
建
造
物
で
あ
る
が
香
椎
宮
で
は
勅
使
御
参
拝
の
時
御

幣
物
を
捧
げ
ら
れ
る
所
で
あ
る
の
で
古
か
ら
幣
殿
と
称
し
て
い
る
　
現
在
の
幣
殿
以
下
の
建
造
物

は
皆
明
治
三
十

一
年
追
遠
会
に
よ
っ
て
順
次
建
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

拝
　
殿
　
本
官
の
拝
殿
は
幣
殿
の
前
の
勅
額

「香
椎
宮
」
の
か
か
っ
て
い
る
建
物

中
　
門
　
社
殿
前
の
単
層
の
御
門
で
左
右
に
廻
廊
を
廻
ら
し
た
欅
造
朱
塗
の
御
門
で
あ
る

‐楼
　
門
　
重
層
の
雄
大
な
建
造
物
で
総
欅
白
木
造
り
で
左
右
に
筋
塀
が
あ
る
　
天
正
十
四
年

（
一
五

六
八
）
戦
火
に
よ
り
焼
失
し
た
が
　
明
治
三
十
六
年

（
一
九
〇
三
）
再
建
さ
れ
た

勅
使
館
　
十
年
毎
の
勅
使
参
拝
の
時
勅
使
が
御
宿
泊
に
な
る
御
殿

勅
使
参
拝
標
石
　
此
の
標
石
は
恐
ら
く
奈
良
朝
以
前
に
建
て
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
五
箇
の
標

石
で
勅
使
館
前
に

「御
休
息
所
」
中
門
階
段
下
左
に

「御
手
水
所
」
同
右
に

「御
祓
所
」
中
門
上

の
左
に

「御
脱
剣
所
」
同
右
に

「衛
土
居
所
」
と
い
う
高
さ
六
十
糎
の
標
石
が
立

っ
て
い
る
　
こ

れ
は
勅
使
又
は
太
宰
の
帥
が
香
椎
廟
に
参
拝
し
た
時
の
昇
殿
迄
の
儀
式
の
順
序
場
所
を
指
示
し
た

標
石
で
香
椎
宮
だ
け
に
あ
る
貴
重
な
標
石
で
あ
る



(

摂
末
社
　
武
内
神
社
　
本
殿
左
側
玉
垣
外
に
あ
る
武
内
宿
面
を
祀
る

巻
尾
神
社
　
本
殿
右
側
玉
垣
外
に
あ
り
中
臣
鳥
賊
臣
大
連
を
祀
る

鶏
石
神
社
　
中
門
下
綾
杉
の
側
に
あ
り
鶏
を
祀
る
日
本
唯

一
の
お
宮
で
子
供
の
夜
泣
き
な

ど
に
御
利
益
あ
り
と
の
信
仰
が
あ
る

稲
荷
神
社
　
鶏
石
神
社
と
並
ん
で
祀
ら
れ
て
い
る
五
穀
豊
穣
商
売
繁
昌
の
神
と
し
て
参
拝

者
多
し

其
他
十
数
社
の
末
社
が
あ
る

古
　
宮
　
仲
哀
天
皇
の
皇
居
橿
日
宮
の
跡
で
あ
り
又
神
功
皇
后
が
自
ら
仲
哀
天
皇
の
神
霊
を
祀
ら
れ

た
香
椎
宮
創
建
の
地
で
も
あ
る
　
以
前
は
仲
哀
天
皇
の
神
廟
が
あ
っ
た
の
で

「古
宮
」
と
言
い
仲

哀
天
皇
の
御
棺
を
掛
け
た
と
伝
う
る
棺
掛
椎

（御
棺
を
掛
け
た
時
に
異
香
が
漂
っ
た
の
で
香
椎
と

い
い
こ
れ
が
や
が
て
地
名
香
椎
の
起
源
と
な
る
）
が
六
角
の
玉
垣
の
中
に
あ
る

御
　
島
　
本
宮
の
西
方
海
上
八
百
米
に
鳥
居
の
立
っ
て
い
る
島
で
あ
る

此
の
島
は
神
功
皇
后
が
御
渡
海
に
際
し
神
々
の
神
教
の
当
否
を
占
わ
れ
た
聖
地
と
日
本
書
紀
に
も

伝
え
て
い
る
島
で
現
在
は
綿
津
見
神
を
お
祀
り
し
て
い
る

御
神
木

『綾
杉
』
神
功
皇
后
が
海
外
よ
り
御
帰
朝
の
際
三
種
の
宝
を
此
所
に
埋
め
鎧
の
袖
の
杉
枝
を

挿
し

「永
遠
に
本
朝
を
鎮
護
す
べ
し
」
と
誓
い
を
立
て
祈
り
を
籠
め
給
う
た
も
の
が
大
木
と
な
っ

た
　
又
皇
后
が
大
和

へ
御
帰
還
の
際
御
自
身
の
神
霊
を
此
の
杉
に
留
め
仲
哀
天
皇
の
御
側
に
永
仕

を
祈
ら
れ
た
の
で
国
家
の
鎮
護
と
し
て
昔
か
ら
こ
の
杉
の
葉
に
守
札
と
不
老
水
を
添
え
て
朝
廷
に

奉
っ
た
　
又
太
宰
の
帥
に
新
任
さ
れ
た
人
は
必
ず
本
宮
に
参
拝
し
神
職
か
ら
こ
の
杉
葉
を
冠
に
挿

す
こ
と
が
恒
例
で
あ
っ
た
　
此
の
杉
は
普
通
の
杉
と
異
り
葉
は
海
松
の
如
く
大
小
の
葉
恰
も
綾
の

様
に
交
互
に
出
て
い
る
の
で
綾
杉
と
称
し
て
い
る
　
幾
度
か
神
殿
と
共
に
焼
け
た
事
が
あ
っ
た
が

そ
の
度
毎
に
植
継
ぐ
こ
と
な
く
今
日
猶
空
高
く
響
え
て
い
る

千
早
振
る
香
椎
の
宮
の
綾
杉
は
神
の
み
そ
ぎ
に
立
て
る
な
り
け
り
　
　
　
　
（新
古
今
和
歌
集
）

の
歌
で
有
名
で
昔
か
ら
多
く
の
詩
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る

不
老
水
　
一二
百
年
の
長
寿
を
保
ち
五
朝
に
お
仕
え
し
た
武
内
宿
爾
が
堀
っ
た
井
戸
で
香
椎
宮
創
建
以

来
毎
年
正
月
朝
廷
に
献
納
し
て
い
る
不
老
長
寿
癌
疾
を
除
き
類
齢
を
延
す
霊
泉
で
あ
る

亀
乃
池
つ
つ
じ
山
　
綾
杉
東
南
の
神
苑
に
あ
る
池
は

「亀
乃
池
」
と
称
し
　
大
正
十

一
年
貞
明
皇
后

御
参
拝
の
際
　
亀
を
放
生
さ
れ
た
由
緒
あ
る
池
で
あ
る
　
こ
の
池
を
囲
む
つ
つ
じ
山
に
は
千
六
百

御
池
の
菖
蒲
　
本
宮
楼
門
下
の
魚
型
を
成
す
約
五
百
坪
の
御
池
に
花
菖
蒲
二
千
株
香
椎
や
ろ
う
会
の

奉
納
に
よ
り
咲
き
わ
た
り
参
拝
者
思
わ
ず
杖
を
と
ど
め
暫
観
賞
に
酔
う

勅
使
道
　
頓
宮
か
ら
本
宮
に
至
る
約

一
キ
ロ
の
雄
大
な
樟
樹
の
ト
ン
ネ
ル
道
で
正
に
日
本

一
の
勅
使

道
で
あ
る
　
此
の
道
は
昔
は
神
の
道
で
神
幸
式
に
の
み
使
用
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
大
正
十

一
年

貞
明
皇
后
の
御
参
拝
記
念
事
業
の

一
端
と
し
て
整
理
福
岡
県
下
の
各
種
団
体
の
苗
木
奉
献
に
よ
っ

て
今
日
の
盛
観
を
呈
し
て
い
る

頓
　
宮
　
香
椎
潟
を
眼
下
に
見
　
志
賀
、
能
古
、
玄
海
、
相
の
島
の
諸
島
よ
り
日
本
海
を
見
渡
す
景

勝
の
地
に
あ
り
隔
年
の
御
神
輿
の
渡
御
が
あ
る

万
葉
歌
碑
　
頓
宮
の
境
内
に
明
治
二
十

一
年
に
建
立
さ
れ
た
歌
碑
で
日
本
に
お
け
る
万
葉
歌
碑
の
自

眉
で
あ
る

九
五
七
　
い
ざ
こ
ど
も
香
椎
の
潟
に
自
妙
の
袖
さ
え
ぬ
れ
て
朝
菜
摘
み
て
む
　
　
帥
　
大
　
伴
　
卿

九
五
八
　
時

つ
風
吹
く
べ
く
な
り
ぬ
香
椎
潟
潮
千
の
浦
に
玉
藻
刈
り
て
な
　
　
　
大
弐
小
野
老
朝
臣

九
五
九
　
往
き
還
り
常
に
我
が
見
し
香
椎
潟
明
日
ゆ
後
に
は
見
む
よ
し
も
な
し
　
菫ユ前
守
宇
努
首
男
人

の
三
首
が
万
葉
仮
名
で
書
か
れ
て
居
る
　
著
者
は
内
大
臣
三
条
実
美
で
あ
る


