
-

鍛
冶
文
化
の
変
容

は
じ
め
に

－
言
葉
と
生
活
－

　
こ
の
と
こ
ろ
、
鍛
冶
文
化
に
た
い
す
る
関
心
が
つ
よ
く
、
そ
れ

に
関
連
す
る
言
葉
（
地
名
）
に
つ
い
て
、
ず
っ
と
考
え
て
き
た
。

本
稿
も
そ
の
一
環
で
あ
る
が
、
本
論
に
入
る
前
に
、
す
こ
し
聞
い

て
い
た
だ
き
た
い
。

　
大
分
県
の
歴
史
を
全
般
的
に
勉
強
し
直
そ
う
と
思
っ
た
の
は
じ

つ
は
定
年
（
昭
和
五
六
年
）
の
と
き
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
前

に
も
大
分
合
同
新
聞
社
九
〇
周
年
記
念
に
『
大
分
県
の
歴
史
』
全

一
〇
巻
が
編
集
さ
れ
、
明
治
か
ら
現
代
ま
で
（
第
ハ
・
九
巻
）
を

分
担
し
た
が
、
こ
れ
は
現
代
史
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
歴
史
時
代

で
は
な
い
。
私
事
で
恐
縮
で
あ
る
が
、
新
制
の
大
分
大
学
教
育
学

部
に
奉
職
し
、
戦
後
に
新
設
の
社
会
学
科
で
、
「
社
会
学
」
と

富
　
米

隆

「
社
会
思
想
史
」
の
講
義
を
担
当
し
て
き
た
。
学
生
（
国
史
科
）

の
時
か
ら
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
心
酔
し
て
き
た
私
で
あ

る
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
幸
い
社
会
学
の
担
当
が
勤
ま
っ
た
。
ま

だ
当
初
は
農
村
が
主
力
で
あ
っ
た
か
ら
、
歴
史
知
識
も
役
に
立
っ

た
。
そ
の
う
ち
都
市
が
中
心
と
な
り
だ
し
て
か
ら
新
し
い
勉
強
に

追
い
か
け
ら
れ
た
が
、
中
学
生
時
代
か
ら
数
学
が
好
き
だ
っ
た
か

ら
各
種
の
統
計
や
グ
ラ
フ
に
は
関
心
が
つ
よ
か
っ
た
。
さ
ら
に
後

年
に
な
る
と
、
社
会
学
に
民
族
学
や
人
類
学
の
分
野
が
広
が
り
、

こ
れ
は
も
う
、
追
い
つ
く
の
に
精
一
ぱ
い
で
あ
っ
た
。
地
方
で
の

独
学
に
近
い
有
様
で
、
苦
し
い
年
月
が
つ
づ
い
た
。

　
た
ま
た
ま
定
年
の
年
昭
和
五
六
年
度
か
ら
、
全
国
的
に
、
大
学

の
一
般
教
育
に
、
各
県
の
歴
史
が
開
講
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

大
分
大
学
で
も
、
「
大
分
県
の
歴
史
」
（
三
学
部
共
同
）
が
科
目
と

し
て
始
め
ら
れ
、
丁
度
そ
の
と
き
一
般
教
育
の
お
世
話
を
し
て
い
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た
関
係
上
、
私
も
分
担
す
る
こ
と
に
な
り
、
久
し
ぶ
り
に
歴
史
学

に
復
活
し
た
気
分
に
な
っ
た
。

　
そ
の
こ
と
が
、
私
な
り
に
、
と
い
う
よ
り
も
私
流
に
、
い
ま
現

在
の
時
点
か
ら
、
豊
国
の
歴
史
を
見
直
し
て
み
た
い
と
考
え
た
。

厚
か
ま
し
い
と
言
わ
れ
そ
う
だ
が
、
誤
解
も
さ
れ
る
か
も
知
れ
な

い
が
、
そ
ん
な
大
そ
れ
た
こ
と
で
は
な
く
て
、
私
と
し
て
は
六
〇

の
手
習
い
の
つ
も
り
で
、
自
分
へ
の
挑
戦
で
あ
っ
た
。

　
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
ま
ず
原
典
に
あ
た
っ
て
、
始
め
か

ら
自
分
の
眼
で
よ
み
直
す
こ
と
。
分
ら
な
い
時
は
、
す
ぐ
図
書
館

に
出
か
け
る
こ
と
、
に
し
た
。
な
か
な
か
忙
し
か
っ
た
。

　
原
典
に
あ
た
る
だ
け
で
な
く
、
現
地
に
も
出
か
け
て
、
当
時
の

地
形
や
風
景
、
ま
た
交
通
な
ど
を
思
い
、
何
故
か
（
ナ
ゼ
）
、
を

考
え
る
連
想
ご
っ
こ
に
努
め
も
し
た
。

　
第
二
の
難
点
は
、
古
代
の
人
名
や
地
名
・
件
名
な
ど
で
、
意
味

が
分
ら
な
い
モ
ノ
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
疑
問
を
と
く
カ
ギ
の

一
つ
に
、
朝
鮮
語
に
よ
る
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
山
国
川
の

青
ノ
洞
門
の
す
ぐ
下
流
に
、
「
牛
ノ
首
」
と
い
う
地
名
が
あ
り
、

こ
れ
は
　
S
m
a
l
ln
e
c
k
（
小
さ
い
阻
路
）
と
い
う
意
味
に
な
る
。

と
い
う
わ
け
で
、
朝
鮮
語
を
新
し
く
勉
強
す
る
の
に
は
少
し
く
年

を
と
り
す
ぎ
て
、
記
憶
が
つ
づ
か
な
い
。
だ
か
ら
、
同
じ
こ
と
を

何
度
も
辞
書
を
ひ
い
た
。
類
音
の
語
を
考
え
る
と
き
は
片
ツ
端
か

ら
さ
が
し
た
り
も
し
た
。
先
学
を
煩
わ
し
、
厚
か
ま
し
く
迷
惑
を

か
け
な
が
ら
、
御
指
教
を
お
願
い
し
た
。

　
　
「
豊
国
」
の
名
の
意
味
に
つ
い
て
、
昭
和
五
九
年
の
『
豊
日
史

学
』
に
の
せ
て
も
ら
っ
た
が
、
い
ち
お
う
『
日
本
書
紀
』
・
『
古

事
記
』
な
ど
の
、
朝
鮮
語
に
よ
る
理
解
は
す
す
ん
だ
が
、
『
豊
後

風
土
記
』
に
は
手
が
つ
か
な
か
っ
た
。
そ
の
後
昭
和
六
二
年
に
、

古
稀
記
念
集
を
つ
く
る
段
に
な
っ
て
、
さ
ら
に
『
日
本
霊
異
記
』

上
巻
第
五
の
、
三
宝
信
教
の
段
に
お
け
る
「
異
国
の
仏
像
を
、
豊

国
に
す
て
流
さ
し
む
」
と
す
る
豊
国
の
こ
と
も
考
え
合
わ
せ
よ
う

と
思
っ
た
。
こ
れ
を
『
風
土
記
』
の
一
文
と
も
合
わ
せ
て
無
矛
盾

的
に
（
合
理
的
に
）
解
決
で
き
な
い
か
と
苦
し
み
考
え
た
。

そ
の
こ
と
か
ら
、
「
芋
」
の
字
を
、
「
芋
」
の
宇
の
誤
り
と
さ
れ
る

な
ら
ぱ
Ｉ
ウ
バ
ネ
・
カ
ン
ボ
ウ
と
い
わ
れ
、
下
の
と
こ
ろ
が
ハ
ネ

ル
か
、
ま
っ
す
ぐ
ボ
ウ
に
な
っ
て
い
る
か
、
そ
れ
だ
け
の
違
い
で

あ
る
ー
「
芋
」
は
蓮
の
こ
と
と
な
り
、
「
蓮
華
化
生
」
の
語
か
ら
、

豊
国
と
は
仏
教
王
国
の
こ
と
と
し
て
ス
ヂ
が
通
る
こ
と
に
な
る
と
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思
っ
た
。
だ
が
、
国
分
先
生
か
ら
御
叱
教
を
う
け
、
軽
々
に
、
文

字
を
訂
正
す
べ
き
で
な
い
と
深
く
反
省
し
、
も
う
一
度
、
勉
強
し

直
す
こ
と
と
し
た
。
書
紀
・
古
事
記
と
同
じ
よ
う
に
風
土
記
を
、

朝
鮮
語
の
媒
介
で
の
読
解
は
で
き
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。

「
大
分
の
朝
鮮
文
化
を
守
る
会
」
の
吉
川
敬
三
郎
氏
か
ら
、
氏
の

半
島
で
の
体
験
と
知
識
と
か
ら
の
、
大
変
な
初
酉
を
い
た
だ
い
た
。

有
り
が
た
か
っ
た
。

　
日
本
語
で
は
、
ヤ
ム
芋
が
ヤ
マ
芋
に
な
り
、
タ
ロ
芋
が
サ
ト
芋

に
な
っ
た
。
朝
鮮
語
で
は
サ
ト
芋
は
（
ｇ
Ｒ
§
）
と
い
う
の
が
正

し
い
、
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
、
鉱
山
を
「
見
立
て
る
」
の
を

（
蛙
ｏ
３
巴
　
と
い
う
。
だ
か
ら
、
ト
ラ
（
ン
）
と
ト
ロ
　
（
ク
）

と
は
、
類
音
と
し
て
成
立
し
ょ
う
、
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
祖
母

山
の
南
（
宮
崎
県
側
）
に
、
見
立
鉱
山
と
上
呂
久
鉱
山
と
が
あ
る
。

国
東
半
島
東
南
の
奈
多
ハ
幡
の
本
山
が
、
見
立
山
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
風
上
記
の
「
冬
に
、
芋
の
、
花
が
咲
く
」
と
い
う
字
義
は
。

　
冬
は
（
｛
ｏ
ｌ
｝
で
、
全
く
同
じ
語
で
、
「
銅
」
で
あ
る
。

　
花
が
咲
く
は
（
呂
政
己
で
、
同
じ
語
で
、
「
穴
を
掘
る
」
と
い

う
意
味
に
も
な
る
。

　
芋
（
サ
ト
芋
）
が
「
見
立
て
る
」
と
類
音
に
な
る
。

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
「
冬
に
、
芋
の
、
花
が
咲
く
」
と
は
、
す
な

わ
ち
「
銅
の
、
鉱
山
を
見
立
て
て
、
掘
る
」
と
い
う
意
味
に
な
る

の
で
あ
る
。
類
音
の
パ
ズ
ル
だ
。

　
こ
れ
こ
そ
、
本
当
の
朝
鮮
語
に
よ
る
理
解
だ
、
と
痛
感
し
た
。

う
れ
し
く
て
、
涙
が
出
る
思
い
（
飛
び
あ
が
る
思
い
）
だ
っ
た
。

こ
れ
で
本
当
に
解
け
た
Ｉ
平
成
元
年
に
『
大
分
県
地
方
史
』
と

『
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
』
に
、
の
せ
て
も
ら
っ
た
。

　
　
「
豊
国
」
と
は
、
農
業
国
で
も
な
く
、
仏
教
王
国
で
も
な
く
、

鉱
産
国
－
当
時
の
、
鉱
工
業
の
先
進
地
域
、
と
い
う
意
味
な
の
で

あ
っ
た
。
祖
母
山
の
神
が
、
対
馬
の
最
北
端
の
「
豊
村
」
に
祀
ら

れ
て
い
る
ナ
ソ
も
、
こ
れ
で
半
分
と
け
た
思
い
で
あ
る
。

　
駱
然
と
し
て
、
目
の
さ
め
る
思
い
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
、

学
問
の
道
の
、
遠
く
て
、
険
し
い
事
を
、
思
い
知
ら
さ
れ
た
。

　
前
号
ま
で
、
何
回
か
「
言
葉
」
の
文
化
（
歴
史
社
会
学
の
道
）

を
述
べ
て
き
た
し
、
本
稿
も
そ
の
つ
づ
き
で
あ
る
が
、
す
で
に
お

気
付
き
の
よ
う
に
、
こ
れ
は
、
歴
史
学
と
い
う
よ
り
も
、
比
較
社

会
学
の
立
場
か
ら
の
接
近
で
あ
る
。
今
回
も
ま
た
、
そ
の
つ
も
り

で
読
ん
で
頂
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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正
確
な
年
代
は
分
ら
な
く
て
も
、
先
人
た
ち
の
生
活
の
知
恵
が

文
化
と
し
て
残
さ
れ
て
き
た
道
を
、
私
も
辿
っ
て
み
た
い
。

二
　
二
つ
の
地
名
表

　
明
治
一
五
年
八
月
付
の
『
大
分
県
各
町
村
　
字
小
名
取
調
書
』

　
（
『
大
分
県
地
名
大
辞
典
』
ま
た
『
明
治
前
期
地
誌
資
料
』
も
、

そ
れ
に
よ
っ
て
い
る
）
に
よ
っ
て
み
る
と
、
大
略
つ
ぎ
の
よ
う
に

な
る
。

　
　
浜
脇
村
　
（
峯
田
、
吉
備
山
、
裏
田
、
鍋
、
柳
、
鳥
越
、
平

　
　
　
　
　
　
　
原
・
穴
守
…
隠
山
、
赤
松
ほ
か
）

　
そ
れ
よ
り
古
い
地
名
表
を
の
せ
た
『
別
府
市
誌
』
（
昭
和
六
〇

年
刊
）
の
付
表
に
記
さ
れ
た
地
名
の
、
タ
タ
ラ
、
穴
守
、
ウ
ト

（
洞
）
、
登
り
立
、
井
手
ノ
ロ
、
山
ミ
コ
、
隠
山
な
ど
の
う
ち
で
、

わ
ず
か
に
穴
守
と
隠
山
と
が
の
こ
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　
　
鉄
輪
村
　
タ
タ
ラ
、
風
穴
、
宇
土
山
、
水
落
シ
、
す
べ
て
消

　
　
　
　
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　
　
鶴
見
村
　
タ
タ
ラ
、
ツ
ヅ
ラ
も
、
な
く
な
っ
て
い
る
。

　
　
野
田
村
　
タ
タ
ラ
、
ド
ウ
山
も
消
え
、
辛
う
じ
て
千
引
が
の

　
　
　
　
こ
っ
て
い
る
。

　
　
天
間
村
　
ス
ナ
畑
、
荒
金
、
鉱
地
、
登
り
立
は
全
滅
し
て
し

　
　
　
　
ま
っ
て
い
る
。
（
本
紙
六
号
、
参
照
）

　
こ
れ
ら
行
政
的
な
地
名
の
変
更
は
全
国
的
で
、
別
府
に
か
ぎ
っ

た
こ
と
で
は
な
い
が
、
と
く
に
鍛
冶
（
カ
ジ
）
文
化
に
関
し
て
の

消
失
は
、
ま
こ
と
に
大
き
な
も
の
が
あ
る
。

　
こ
の
夏
、
ま
る
二
日
ほ
ど
、
宇
佐
平
野
、
安
心
院
盆
地
を
走
り

ま
わ
っ
た
が
、
タ
タ
ラ
地
名
は
わ
ず
か
に
ニ
ケ
所
で
、
タ
タ
ラ
と

登
り
立
の
地
名
が
あ
っ
た
。
こ
の
登
り
立
が
、
ど
う
い
う
地
形
か

を
、
他
の
地
区
と
も
見
て
ま
わ
っ
た
が
、
治
桑
の
変
と
い
う
か
、

ま
っ
た
く
昔
の
姿
は
分
ら
な
い
状
況
に
あ
っ
て
、
慨
歎
す
る
の
み

だ
っ
た
。

　
何
故
か
。
そ
れ
を
問
う
ま
え
に
、
せ
め
て
古
い
地
名
を
の
こ
し

て
く
れ
た
史
誌
に
感
謝
す
る
ほ
か
は
な
い
。
そ
れ
さ
え
も
、
何
時

ま
で
さ
か
の
ぼ
る
か
は
、
分
ら
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。

　
そ
の
地
に
祀
ら
れ
た
神
々
に
は
鍛
冶
に
関
係
す
る
も
の
が
多
い
。

八
幡
神
は
、
『
託
宣
集
』
に
も
「
鍛
冶
ノ
翁
」
と
現
わ
れ
た
の
ち
、

「
ハ
頭
の
大
蛇
神
」
と
な
り
「
金
色
の
鷹
」
と
化
し
た
。
熊
野
神

も
『
神
道
集
』
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
鋳
物
師
（
イ
モ
ジ
）
の
神
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と
さ
れ
て
い
る
。
ス
サ
ノ
ヲ
の
神
（
八
坂
神
社
）
は
、
鍛
冶
師
の

祖
神
と
さ
れ
て
お
り
、
ホ
ノ
カ
グ
ツ
チ
の
神
（
火
之
何
遇
上
神
）

は
、
秋
葉
神
社
と
し
ー
カ
グ
は
朝
鮮
語
Ｋ
ｗ
ａ
ｎ
ｇ
（
鉱
）
の
音
写

―
さ
ら
に
鶴
見
岳
の
神
（
ホ
ノ
ヲ
・
ホ
ノ
メ
）
は
、
火
男
・
火
女

で
あ
り
、
火
の
神
す
な
わ
ち
鍛
冶
の
神
）
で
あ
る
。

　
数
多
く
の
「
鍛
冶
の
神
々
」
が
坐
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
祭
祀

年
代
が
定
か
で
な
い
も
の
が
多
い
。
地
名
の
タ
タ
ラ
・
カ
ジ
な
ど

と
、
ど
う
結
び
つ
く
の
か
分
ら
な
い
。
は
っ
き
り
し
た
年
代
を
示

す
古
文
献
（
記
録
や
文
書
）
が
無
い
ば
あ
い
、
ど
の
よ
う
に
し
て

歴
史
的
な
時
代
の
決
定
に
せ
ま
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
バ
｀
か
し
、
む
か
し
〃
で
は
、
オ
ト
ギ
バ
ナ
シ
と
同
じ
に
な
っ
て

し
ま
う
が
、
や
は
り
、
地
名
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
は
、
何

と
か
実
状
に
せ
ま
り
た
い
も
の
で
あ
る
。

　
地
名
は
、
時
代
に
よ
っ
て
変
化
し
（
増
え
た
り
、
減
っ
た
り
す

る
）
、
ま
た
地
域
に
よ
っ
て
差
異
が
あ
る
。
時
代
で
分
ら
な
け
れ

ば
近
く
の
地
域
と
の
比
較
に
よ
っ
て
考
え
る
の
も
一
方
法
で
は
あ

る
ま
い
か
。
と
は
云
う
も
の
の
、
何
処
と
比
べ
た
ら
よ
い
の
か
、

そ
れ
を
撰
ぶ
の
が
一
つ
の
問
題
で
あ
る
。
や
ん
ぬ
る
哉
。

　
も
う
一
つ
別
の
、
迂
回
的
接
近
と
し
て
、
前
に
タ
タ
ラ
文
化
を

調
べ
た
と
き
（
本
紙
六
号
）
抜
手
書
手
し
た
鍛
冶
関
係
の
地
名
を

一
覧
表
に
し
て
、
そ
れ
を
再
構
成
し
て
み
る
工
夫
は
成
り
立
た
な

い
も
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
考
え
て
み
た
い
。

　
問
題
は
ま
っ
た
く
違
う
が
、
レ
ピ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
の
『
構
造

人
類
学
』
に
、
神
話
の
再
構
成
の
試
み
が
あ
る
。

　
レ
ビ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
の
評
判
は
あ
ま
り
に
高
く
、
そ
の
難
解

ぶ
り
も
ま
た
定
評
が
あ
る
。
昭
和
六
〇
年
二
月
か
ら
四
月
ま
で
、

近
く
の
安
永
病
院
に
入
院
し
て
い
た
と
き
、
た
ま
た
ま
同
書
を
入

手
し
て
読
む
チ
ャ
ン
ス
が
あ
っ
た
。
精
神
集
中
が
で
き
た
か
ら
、

そ
の
と
き
は
理
解
も
進
ん
だ
つ
も
り
だ
っ
た
。
退
院
し
て
か
ら
、

も
う
一
度
ひ
ら
い
て
、
分
ら
な
い
と
こ
ろ
だ
ら
け
に
な
っ
た
。
だ

が
目
次
だ
け
を
み
れ
ば
、
取
っ
つ
き
易
く
も
思
え
る
。

　
　
『
構
造
人
類
学
』
　
目
次

　
第
一
章
　
歴
史
学
と
民
族
学
、
（
以
下
）
言
語
と
親
族
（
二
～

五
章
）
、
社
会
組
織
（
六
～
ハ
章
）
、
呪
術
と
宗
教
（
九
↓
ニ
章
）
、

芸
術
（
十
三
、
十
四
章
）
、
方
法
と
教
育
の
問
題
（
十
五
～
十
七

章
）
で
あ
る
。

　
そ
の
第
三
章
コ
ー
口
語
と
社
会
」
の
う
ち
に
こ
う
言
っ
て
い
る
。
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「
言
語
は
一
つ
の
社
会
現
象
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
社
会
現
象
の
中

で
、
科
学
的
研
究
に
手
が
か
り
を
与
え
る
二
つ
の
根
本
的
性
格
を

も
っ
と
も
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
の
は
言
語
で
あ
る
。
」

　
そ
し
て
第
十
一
章
「
神
話
の
構
造
」
の
な
か
で
、
言
う
。

　
神
話
は
、
「
昔
々
と
い
う
ふ
う
に
、
い
つ
も
過
去
の
出
来
事
に

か
か
わ
る
。
し
か
し
神
話
に
帰
さ
れ
る
固
有
の
価
値
は
、
あ
る
時

点
に
お
い
て
展
開
す
る
も
の
と
さ
れ
る
そ
れ
ら
の
出
来
事
が
、
恒

常
的
な
構
造
を
も
な
す
こ
と
か
ら
く
る
。
こ
の
構
造
は
、
同
時
に

過
去
、
現
在
、
未
来
に
か
か
わ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
根
本
的
な
両

義
性
を
明
確
に
す
る
に
は
、
あ
る
比
較
が
役
立
つ
だ
ろ
う
。
政
治

的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
く
ら
い
神
話
的
思
考
に
似
て
い
る
も
の
は
な
い
。

現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
社
会
で
は
、
た
ぶ
ん
前
者
が
後
者
に
と
っ
て

変
わ
っ
た
だ
け
で
あ
ろ
う
。
」
（
Ｐ
二
三
二
）

　
ス
ト
ロ
ー
ス
の
、
こ
の
言
葉
。
「
比
較
」
と
い
う
方
法
で
の
、

神
話
と
政
治
と
が
（
そ
の
思
考
に
お
い
て
）
よ
く
似
て
い
る
と
指

摘
す
る
の
で
あ
る
。
思
い
が
け
な
い
比
較
で
あ
る
が
、
言
わ
れ
て

み
れ
ば
成
程
そ
う
い
う
も
の
か
、
と
分
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

　
ス
ト
ロ
ー
ス
は
、
そ
れ
に
つ
づ
い
て
、
神
話
の
構
造
を
、
オ
デ
ィ

プ
ス
神
話
を
例
と
し
て
、
そ
の
「
断
片
的
な
後
代
の
編
述
を
通
し

て
」
「
神
話
素
の
種
々
な
配
列
」
を
「
表
と
し
て
示
す
」
こ
と
で
、

そ
の
操
作
に
よ
っ
て
、
神
話
の
構
造
法
則
に
た
っ
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
し
て
い
る
。

（
Ｘ
‥
ｙ
（
Ｍ
〉
（
Ｍ
〉
８
（
Ｍ
）

７
　
７
７

６

　
　
　
　
£
Ｕ

1
a
Q
L
Q

４
４
４
　
４

　
　
Ｑ
り
　
　
　
Ｑ
り

N
N
　
N

１

１
１

オテイプス神話素の配列表

　
ま
ず
神
話
素
の
配
列
表
を
う
つ
し
て
お

く
。
い
ま
問
題
に
す
る
鍛
冶
の
地
名
と
、

上
に
か
か
げ
た
「
神
話
素
の
種
々
な
配
列

表
」
と
は
、
そ
の
内
容
に
お
い
て
ま
っ
た

く
異
な
る
け
れ
ど
も
、
同
じ
く
文
化
の
問

題
と
し
て
、
と
も
に
断
片
的
に
の
こ
る
素

材
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
問
題
理
解
の
、
一
つ
の
手
段
と
し
て

応
用
す
る
の
は
、
有
効
で
は
あ
ろ
う
、
と

の
予
測
が
成
り
立
つ
。
そ
う
い
う
観
点
か

ら
、
あ
え
て
地
名
の
配
列
表
を
作
っ
て
み
た
。
（
次
頁
）

　
こ
こ
で
気
が
つ
い
た
の
は
、
カ
ジ
（
鍛
冶
・
梶
・
千
疋
な
ど
）

と
、
そ
れ
に
関
連
あ
り
と
思
わ
れ
る
地
形
・
工
作
の
、
①
穴
守
・

土
穴
・
風
穴
、
②
ウ
ト
・
ホ
キ
（
と
も
に
洞
の
字
を
あ
て
る
）
、

③
井
手
・
水
落
シ
、
な
ど
の
地
名
が
よ
く
残
っ
て
い
る
こ
と
。
ま

た
、
タ
タ
ラ
に
、
登
り
立
が
伴
っ
て
い
る
こ
と
。
そ
の
か
わ
り
に
、
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タタラ地名要素の配列表

１　　　２　　　３　　４　　５　　　６　　　７　　　８

田浜脇

　内成

タタラ　　　　　隠山　穴守　ウト　　　　　　井手口　山ﾉ神　金ピラ山

　　　　　　　　　　　　　　　　登り立（ﾂﾂﾗ）　　　　　年ﾉ神　山ミコ

　　　　梶原　同免

(2〉鶴見
　北石垣

　南石垣

タタラ　　　　　　　　　　　　　　　　ツツラ　井尻　　年ﾉ神　山王

　　　　梶田　　　　　　　　　　　　　　　　　井手

　　　　鍛冶屋　　　　　　　　　　　　　　　　井尻

　　　　干疋　　　　　土穴　　　　　　　　　　　　　　山ﾉ神　牛頭

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年ﾉ神

(3)鉄輪

　亀川

タタラ　梶原　　　　　風穴　ウト山　　　　　井手

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水落

　　　　　　　　　隠迫　　　　　ﾎｷﾉ元　　　　水落　　庚申

　　　　　　　　　同免

(4)野田

　内竃

　天間

タタラ　千疋　　銅山

　　　　折ﾉ掛

　　　　梶久　　銅免　穴田　ウト田　　　　　水落　　金ピラ山

　　　　　　　　砂畑

　　　　　　　　鉱池　　　　　登り立（ツヅラ）

(※３と５とには問題がのこっている)

カ
ネ
（
金
）
の
つ
く
地
名
が
見
当
ら
な
い
。
銅
山
・
銅
免
な
ど
の

文
字
は
見
え
る
の
に
、
「
金
屋
」
な
ど
が
見
ら
れ
な
い
の
は
、
ど

う
し
た
わ
け
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
別
府
の
特
色
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
も
う
少
し
調
べ
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
別
府
の
地
名
表
だ
け
で
は
判
断
し
に
く
い
。
こ
と
に
全
国
的
に

明
治
初
期
に
タ
タ
ラ
の
火
は
大
部
分
が
消
え
た
、
と
い
わ
れ
る
。

そ
れ
だ
け
に
民
俗
的
に
も
聞
き
書
き
の
作
り
よ
う
が
な
い
。
た
だ

地
名
の
位
置
か
ら
判
断
す
る
と
、
タ
タ
ラ
の
そ
ば
に
ツ
ヅ
ラ
（
葛

↓

地名構成表

(1)浜脇

　内成

１　　　　３　４　５　　　７　８

　　　　　　　　　　　(６)

　　２　３

(2)鶴見
　北石垣
　南石垣

１　　　　　　　　　　６　７　８

　　２

　　２　　　４　　　　　　７　８

(3)鉄輪

　亀川

１　２　　　４　５　　　７

　　　　　３　　　５　　　７　８

(4)野田

　内竃

　天間

１　２　３　　　　　　　　　　８

　　２　３　４　５　　　７

　　　　３　　　５（６）

(※これによって､全体の構想が復原可能になろう)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－28－



篭
原
）
が
の
こ
っ
て
い
る
。
鶴
見
で
は
並
ん
で
い
る
。
浜
脇
で
は

峠
の
南
の
米
山
に
存
す
る
。
天
間
で
は
西
の
萱
篭
に
み
え
る
。
そ

う
い
う
工
合
に
、
運
搬
道
具
の
必
要
が
、
近
く
に
ツ
ヅ
ラ
原
を
作

ら
せ
て
い
た
こ
と
が
分
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
同
じ
地
名
と
し
て
の

登
り
立
は
ど
う
な
の
か
。
お
そ
ら
く
単
な
る
地
形
名
詞
で
は
な
く

て
、
「
海
か
ら
吹
い
て
く
る
風
を
、
炉
内
へ
入
れ
て
鉄
を
ふ
い
た
」

と
い
わ
れ
、
そ
う
い
う
簡
単
な
野
ダ
タ
ラ
の
仕
組
み
、
す
な
わ
ち

風
を
た
て
る
仕
組
み
を
、
登
り
立
と
云
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い

（
『
和
鋼
風
土
記
』
よ
り
）
。
そ
う
考
え
る
と
、
ス
ヂ
ミ
チ
が
つ
く

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
宇
佐
平
野
で
は
、
別
府
と
ち
が
っ
て
、
鎌
よ
り
も
銅
の
精
練
が

つ
よ
か
っ
た
。
八
幡
神
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
佛
寺
の
信
仰
と
が
、

そ
れ
を
必
要
と
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
宇
佐
神
宮
の
東
西
に
カ
ラ

の
地
名
が
の
こ
る
。
西
は
、
駅
館
川
を
こ
え
て
の
西
岸
に
、
辛
島

　
（
カ
ラ
シ
マ
）
の
集
落
が
あ
る
。
そ
の
周
囲
に
、
四
日
市
か
ら
城

井
に
加
賀
の
地
が
二
つ
。
上
田
か
ら
荒
木
に
碇
（
イ
カ
リ
）
の
地

が
二
つ
。
さ
ら
に
乙
女
か
ら
酉
商
家
に
曲
（
マ
ガ
リ
）
の
地
名
が

二
つ
あ
る
。
一
つ
は
曲
り
竿
（
サ
ヲ
）
と
い
う
面
白
い
地
名
で
あ

る
が
、
朝
鮮
語
で
解
す
る
と
、
「
銅
の
鍛
冶
」
を
し
や
れ
た
よ
う

で
あ
る
。
カ
リ
は
、
｝
２
叱
（
銅
）
の
音
写
で
あ
り
、
カ
ガ
は
。

　
Ｋ
ｗ
ａ
ｎ
ｇ
（
鉱
）
の
音
写
で
あ
る
。
天
ノ
香
具
山
、
国
東
の
香
々

地
、
そ
し
て
別
府
天
間
の
「
鉱
地
」
が
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
、
宇
佐
神
宮
の
東
に
、
寄
藻
川
沿
い
に
橋
津
の
地
に
加

羅
平
（
カ
ラ
）
が
あ
る
。
西
の
辛
島
に
対
す
る
カ
ラ
の
地
。
い
ま

ま
で
誰
も
注
意
し
て
な
い
が
、
こ
こ
も
銅
の
地
名
が
多
い
。
日
足

に
は
銅
、
鉾
ノ
尾
、
金
屋
、
鍛
冶
屋
も
あ
る
。
和
気
に
は
干
疋
の

地
名
を
発
見
し
た
。
別
府
の
南
石
垣
と
、
野
口
と
に
、
同
じ
地
名

が
あ
る
だ
け
に
嬉
し
か
っ
た
。
川
東
に
は
、
西
木
（
サ
イ
）
や
苅
　
　
一

宇
田
（
カ
リ
・
ウ
タ
）
な
ど
の
地
名
が
、
目
を
み
は
ら
せ
る
も
の
　
2
9

が
あ
る
。
別
府
に
も
、
鶴
見
の
タ
タ
ラ
の
南
に
、
南
立
石
に
尾
曲
　
　
一

（
マ
ガ
リ
）
が
あ
り
、
北
の
鉄
輪
に
ウ
カ
リ
ュ
（
イ
カ
リ
の
転

『
別
府
温
泉
史
』
に
は
、
怒
（
イ
カ
リ
）
の
湯
、
と
見
え
る
）
が

あ
る
。
内
竃
の
狩
落
（
カ
リ
）
も
あ
る
い
は
と
思
わ
せ
る
。
近
く

に
カ
ジ
関
係
の
地
名
が
あ
る
。
カ
ジ
と
云
え
ば
、
両
地
の
カ
ジ
地

域
に
共
通
し
て
、
白
鳥
の
飛
翔
が
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
再
び
迂

回
し
て
、
以
下
こ
れ
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。



三
　
白
鳥
の
南
下

　
白
鳥
は
、
風
の
神
で
あ
り
、
鍛
冶
の
神
で
も
あ
っ
た
。

　
天
ノ
鳥
船
と
い
う
ご
と
く
、
海
人
族
の
神
で
も
あ
っ
た
。

　
か
く
て
、
現
実
の
「
白
鳥
」
（
鶴
や
白
サ
ギ
な
ど
）
と
、
思
考

上
（
神
話
や
民
俗
）
の
白
鳥
信
仰
と
が
交
錯
す
る
。
各
地
に
み
る

白
鳥
神
社
の
存
在
は
、
こ
の
よ
う
な
生
活
と
文
化
の
接
点
を
示
し

て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。

　
た
と
い
無
駄
骨
に
な
っ
て
も
、
こ
こ
は
や
は
り
迂
回
的
な
接
近

と
し
て
、
白
鳥
神
社
の
所
在
の
追
求
か
ら
始
め
ね
ば
な
る
ま
い
。

そ
し
て
同
時
に
、
じ
っ
さ
い
の
白
鳥
の
飛
翔
す
る
地
名
（
鳥
越
や

鳥
井
原
な
ど
）
を
も
地
理
の
う
え
で
押
え
て
ゆ
か
ね
ば
な
る
ま
い

と
思
う
。
そ
れ
ら
の
分
布
を
明
ら
か
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
、
た

だ
別
府
だ
け
の
地
点
（
位
置
）
を
み
る
だ
け
で
は
、
前
進
す
る
こ

と
が
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
れ
が
不
幸
な
こ
と
に
、
タ
タ
ラ
・
鍛
冶
の
地
名
と
同
様
に
、

こ
ち
ら
も
ま
た
『
地
名
辞
典
』
か
ら
は
殆
ん
ど
検
出
さ
れ
な
い
。

カ
ジ
文
化
が
、
明
治
以
後
の
生
産
体
系
か
ら
そ
の
地
名
が
消
え
た

の
は
致
し
方
な
い
に
し
て
も
、
「
鳥
」
の
こ
と
ま
で
も
何
故
に
消

え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
歎
く
よ
り
ま
え
に
、
各
地
の
『
市

誌
』
・
『
町
誌
』
な
ど
に
記
さ
れ
た
古
い
小
字
名
を
見
る
よ
り
致

し
方
が
な
い
。
た
ゞ
手
許
に
あ
る
も
の
で
は
間
に
あ
わ
な
い
の
が

実
情
な
の
で
あ
る
。
－
こ
れ
を
目
的
と
す
る
論
文
で
は
な
い
の
で

お
宥
し
を
乞
い
た
い
Ｉ

　
さ
て
、
出
雲
地
方
で
は
、
金
屋
子
神
が
白
サ
ギ
に
乗
っ
て
や
っ

て
き
た
、
と
さ
れ
て
い
る
（
『
鉄
山
秘
書
』
）
。
大
分
地
方
で
は
、

主
に
ハ
幡
大
神
が
鍛
冶
の
神
と
し
て
活
動
す
る
。
鷹
に
な
り
鳩
に

な
る
け
れ
ど
も
、
白
サ
ギ
の
こ
と
は
、
大
分
川
「
曲
」
の
若
宮
八

幡
に
そ
れ
と
し
て
知
ら
れ
る
く
ら
い
で
あ
る
。

　
じ
つ
は
『
豊
後
風
土
記
』
の
な
か
に
み
え
る
二
つ
の
白
鳥
の
こ

と
が
、
正
反
対
の
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

　
総
記
で
は
、
北
か
ら
飛
来
し
た
白
鳥
が
、
餅
と
な
り
、
芋
の
花

と
な
っ
て
、
「
豊
国
」
の
名
の
由
来
に
ま
で
昇
華
し
た
。

　
速
見
郡
田
野
の
条
で
は
、
百
姓
が
稲
の
餅
を
的
に
し
た
た
め
に

白
鳥
と
な
っ
て
南
に
飛
び
去
り
、
衰
滅
し
た
、
と
い
う
。

　
よ
そ
の
地
方
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
同
じ
「
豊
国
」
の
な
か
で
、

ま
っ
た
く
正
反
対
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
何
故
か
。

　
『
山
城
国
』
（
風
土
記
・
逸
文
）
で
は
、
速
見
郡
と
同
じ
こ
と
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を
記
し
て
あ
っ
て
も
、
的
に
さ
れ
た
餅
は
、
白
鳥
と
な
っ
て
山
の

峰
に
飛
び
翔
け
り
、
そ
こ
で
イ
ネ
が
な
り
生
い
た
の
で
、
伊
奈
利

の
社
名
と
し
た
と
い
う
。
こ
れ
が
、
「
餅
の
的
」
↓
「
白
鳥
」
の

本
来
の
姿
（
原
型
）
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
れ
が
な
ぜ
に
、
豊
国
で
二
つ
の
白
鳥
物
語
が
、
そ
れ
も
正
反

対
の
こ
と
が
記
さ
れ
た
の
か
。
田
野
が
速
見
郡
で
な
く
て
じ
つ
は

玖
珠
郡
で
あ
ろ
う
と
、
速
見
郡
の
西
（
由
布
院
西
の
ユ
ム
タ
高
原

か
？
）
の
地
で
あ
ろ
う
と
、
今
は
そ
れ
は
問
題
と
し
な
い
。
正
反

対
の
内
容
が
、
同
じ
豊
国
内
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
ど
う
解

し
た
ら
よ
い
の
か
、
と
問
い
た
い
の
で
あ
る
。

　
白
鳥
が
、
本
来
は
稲
作
の
文
化
を
で
は
な
く
、
鍛
冶
の
文
化
を

示
す
も
の
だ
と
し
た
ら
、
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
風
の
神
が
、
本
来
カ
ジ
の
業
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
の

に
、
稲
作
に
と
っ
て
は
、
逆
に
台
風
の
無
事
を
祈
る
神
と
な
る
。

風
を
吹
か
す
神
が
、
風
を
と
め
る
神
と
変
わ
る
（
祖
母
山
の
神
）

こ
と
を
考
え
る
と
、
白
鳥
の
こ
と
も
解
け
る
の
で
は
な
い
か
。

豊
国
の
由
来
と
さ
れ
た
白
鳥
は
、
カ
ジ
の
神
で
あ
る
。
餅
の
的
か

ら
白
鳥
に
な
っ
て
百
姓
の
衰
滅
し
た
話
は
、
の
ち
に
稲
作
中
心
の

民
俗
信
仰
に
変
形
し
た
も
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
同
じ
『
風
土
記
』
の
な
か
に
、
正
反
対
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
、
右
の
よ
う
に
解
し
た
い
。

　
そ
し
て
、
も
う
一
つ
は
、
さ
き
の
ス
ト
ロ
ー
ス
の
神
話
論
の
こ

と
が
あ
る
。
カ
ギ
の
一
つ
は
、
サ
ト
芋
を
朝
鮮
語
を
介
す
る
こ
と

で
、
豊
国
が
鉱
工
業
の
地
と
な
り
『
書
紀
』
と
『
風
土
記
』
と
が
、

表
裏
の
一
体
と
な
っ
て
、
天
皇
の
カ
リ
ス
マ
（
超
人
）
性
を
顕
彰

す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
同
時
に
、
中
臣
氏
の
忠
節
ぶ
り
を
、

手
を
か
え
て
ク
リ
返
ス
こ
と
で
、
功
業
を
誇
示
す
る
こ
と
に
な
る
。

神
武
紀
・
景
行
紀
・
さ
ら
に
風
土
記
で
の
（
幻
の
）
中
臣
村
の
白

鳥
。
そ
う
解
す
る
こ
と
で
疑
問
が
と
け
る
。

　
ク
リ
返
シ
↓
信
号
化
↓
社
会
化
＝
正
当
性
の
獲
得
。
こ
れ
は
人

類
学
で
の
成
果
と
し
て
説
得
力
を
も
つ
だ
ろ
う
。
コ
ト
ワ
ザ
に
も

　
Ｊ
一
度
は
偶
然
、
三
度
は
必
然
〃
と
云
っ
て
い
る
。
ク
リ
返
シ
す

る
こ
と
で
、
人
を
信
じ
こ
ま
せ
る
こ
と
に
な
る
。

　
右
の
こ
と
が
、
否
、
そ
れ
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
田
野
の
白
鳥
の
話

に
よ
っ
て
、
「
豊
国
」
の
由
来
話
が
ま
す
ま
す
光
彩
を
放
つ
こ
と

に
な
る
と
言
え
よ
う
。
書
紀
・
風
土
記
の
景
行
物
語
に
は
、
そ
う

い
う
政
治
的
な
臭
い
が
プ
ン
プ
ン
す
る
。
ス
ト
ロ
ー
ス
の
言
葉
が

は
っ
き
り
理
解
で
き
る
が
、
こ
の
問
題
は
こ
れ
で
や
め
て
お
く
。
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別
府
と
、
周
辺
の
（
県
内
に
お
け
る
）
白
鳥
神
社
の
所
在
と
、

じ
っ
さ
い
の
白
鳥
の
飛
ぶ
土
地
と
を
、
い
ち
お
う
表
図
に
記
し
て

カ
ジ
の
問
題
を
さ
き
に
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
白
鳥
神
社
の
｝
覧
表
な
ら
び
に
分
布
図
は
、
『
大
分
の
神
々
』

（
高
原
三
郎
）
と
、
『
福
岡
県
神
社
誌
』
と
各
地
方
誌
に
基
づ
い
て

作
っ
て
み
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
み
る
と
、
神
社
の
位
置
は
、
ま
ず

豊
前
の
海
岸
平
野
か
ら
国
東
半
島
を
ま
わ
る
も
の
と
、
下
毛
・
宇

佐
の
山
手
を
別
府
に
つ
な
が
る
も
の
と
が
あ
る
。
そ
し
て
他
は
山

間
部
を
東
南
行
し
て
津
久
見
に
至
る
線
が
ひ
け
そ
う
で
あ
る
。

大
分
川
の
中
下
流
に
集
中
し
て
み
ら
れ
る
の
は
、
豊
後
の
国
府
の

所
在
（
大
分
市
上
野
の
南
）
に
ひ
っ
ぱ
ら
れ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。

　
豊
後
の
国
府
と
白
鳥
神
社
の
集
中
と
に
は
、
肯
づ
け
る
。

　
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
な
ら
ば
何
故
に
、
豊
前
の
国
府
近
く

に
白
鳥
神
社
の
集
中
が
み
ら
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
『
豊
後
風
土
記
』
の
総
記
に
、
白
鳥
が
飛
来
し
、
そ
れ
が
餅
と

な
り
、
さ
ら
に
冬
に
里
芋
の
花
が
咲
く
こ
と
か
ら
「
豊
国
」
の
名

を
天
皇
か
ら
賜
わ
っ
た
、
と
さ
れ
る
ほ
ど
豊
国
で
あ
る
。
そ
れ
な

の
に
、
ナ
ゼ
、
白
鳥
神
社
が
集
中
し
て
い
な
い
の
か
。

　
ひ
る
が
え
っ
て
『
古
事
記
』
の
国
生
み
神
話
に
み
え
る
九
州
四

面
の
う
ち
の
「
豊
日
別
」
の
こ
と
が
あ
り
、
豊
日
別
社
の
存
在
を

さ
き
の
『
福
岡
県
神
社
誌
』
か
ら
抽
出
す
る
と
、
こ
れ
は
ま
た
驚

い
た
こ
と
に
、
京
都
郡
十
社
、
田
川
郡
ハ
社
、
企
救
郡
四
社
、
北

九
州
市
七
社
、
築
上
郡
三
社
と
あ
り
、
中
津
・
下
毛
郡
七
社
、
宇

佐
郡
市
三
社
、
日
田
市
四
社
と
と
も
に
、
豊
前
の
国
府
の
周
辺
は

豊
日
別
社
が
集
中
し
て
い
る
。
大
分
に
は
無
い
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
両
者
の
相
違
は
、
ど
の
よ
う
に
解
し
た

ら
良
い
の
か
。
あ
ま
り
に
も
際
立
っ
た
対
照
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で

日
本
古
代
史
の
な
か
で
、
ま
た
大
分
県
の
歴
史
で
、
と
り
上
げ
ら

れ
て
い
な
い
が
、
今
後
こ
れ
を
解
決
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
レ
ビ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
が
、
神
話
・
物
語
り
と
、
政
治
的
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
と
の
類
似
を
比
較
し
た
説
明
が
、
い
た
い
ほ
ど
胸
に
ひ

び
い
て
く
る
が
、
い
ず
れ
御
高
教
を
得
た
い
。

　
つ
ぎ
に
、
白
鳥
神
社
と
関
連
し
て
の
、
じ
っ
さ
い
の
白
鳥
（
ツ

ル
や
白
サ
ギ
な
ど
）
の
飛
来
を
、
地
名
の
な
か
で
追
っ
て
み
た
い

と
思
う
。
タ
タ
ラ
や
カ
ジ
と
も
関
連
あ
り
そ
う
に
思
え
る
の
は
、

両
者
が
、
と
も
に
「
風
」
と
「
水
」
と
に
つ
よ
く
結
ば
れ
て
い
る

か
ら
だ
ろ
う
と
思
う
。
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
だ
ろ
う
け
れ
ど
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ね
Ｉ
・
り
嫌

/

豊前･福岡県の分（福岡県神社誌）

　御祖神社（小倉市足原）

　高知神社（仝　　堀越）

　小鳥神社（行橋市大谷）

　菅原神社（豊津町節丸）

　白鳥神社（田川市猪国）

　仝　　　　　（仝　　　伊田）

　古宿ハ帰宿（香春町採銅所）

　七所神社（豊前市岩屋）

　大楠神社（築城町本庄）

○白鳥神社合計37

　　　　　　　　大分県　28

　　　　　　　　豊前･福岡県９

白
鉾
白
鉾
森

鳥神

神

鳥
神
神

白鳥神社一覧表

社（本耶馬渓町

社（山　国　町

社（　　　仝

社（院　内　町

社（安心院町

乙吽神社（宇佐市

白鳥神社（豊後高田市

若宮八幡社（太　田　町

浮島八幡社

八幡竃門神社

白鳥神社

矢平神社

日
別
大

ぐ
ぐ
ぐ

出

府
分

(野津

白鳥神社（

熊

七

五

皇

天

山
高
平
天
白
平
天

原

野神社（大分

所神社（

所

子

満

野

神
岡
野
満
鳥

神

神

神

神

社（

社（挾　間

社（

社（庄　内

社（

町
市
市
町

仝

市

仝

仝

町

仝

町

東谷）

中摩）

宇曽）

高並）

森）

上乙女）

小田原）

永松）

真那井）

内竃）

千歳）

太田）

人蔵宇曽）

宮崎）

賀来､中尾）

植田､野田）

無田､八幡）

向原）

北大津留）

仝　高田）

社（大　分　市　種具）

社（津久見市　千怒）

社（野　津　町　川登､白岩）

社（三　重　町　百枝向野）

満　社（朝　地　町　錦田､俵積）

宮処野神社（久　住　町　都野､仏原）

白鳥神社（九　重　町　飯田､田野）

　　　　　　朝日長者の勧請という

白鳥神社（玖珠　町森）
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素
人
考
え
と
し
て
、
と
も
か
く
、
「
鳥
」
の
飛
翔
の
あ
と
を
追
っ

か
け
て
み
よ
う
と
お
も
う
。

　
別
府
に
は
、
日
出
の
豊
岡
か
ら
南
下
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
八
月
始
め
、
大
分
大
・
教
育
の
『
宇
佐
地
域
』
研
究
の
た
め
に

宇
佐
・
駅
館
川
西
の
乙
女
社
付
近
を
調
べ
て
い
る
と
き
の
こ
と
、

ち
ょ
う
ど
白
鳥
が
舞
い
お
り
、
飛
び
交
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
つ

い
「
白
鳥
だ
」
と
喜
ん
だ
ら
、
「
白
サ
ギ
で
す
よ
、
こ
の
付
近
は

多
い
ん
で
す
よ
」
と
笑
わ
れ
た
が
、
や
は
り
嬉
し
か
っ
た
。

　
こ
ん
な
に
白
鳥
が
乱
舞
す
る
の
は
、
テ
レ
ビ
で
は
見
て
い
て
も

実
際
に
自
分
の
目
で
み
て
、
や
は
り
う
れ
し
か
っ
た
の
だ
。

　
そ
し
て
此
所
か
ら
東
に
、
宇
佐
官
の
北
に
あ
た
る
高
森
に
は
、

「
鶴
の
官
」
が
あ
り
、
さ
ら
に
東
の
鶴
田
新
田
に
は
、
「
丹
頂
・
白

鳥
・
真
名
鶴
」
と
い
う
地
名
が
並
ん
で
も
い
る
。

　
山
国
川
岸
の
西
か
ら
、
中
津
・
宇
佐
の
海
岸
平
野
を
東
に
飛
来

し
、
さ
ら
に
西
国
東
の
真
玉
川
口
近
く
「
鳥
越
」
の
地
名
が
あ
っ

て
、
そ
れ
よ
り
国
東
半
島
を
ま
わ
っ
て
南
下
し
、
日
出
町
、
豊
岡

か
ら
別
府
へ
と
南
下
し
て
く
る
さ
ま
が
、
各
地
の
「
鳥
」
の
つ
く

地
名
を
む
す
ぶ
こ
と
で
理
解
で
き
る
。

　
一
方
で
は
、
鶴
田
新
田
か
ら
川
ぞ
い
に
南
下
す
る
道
も
あ
る
よ

豊
前
・
豊
後

　
　
白
鳥
神
社
・
「
鳥
越
」
地
名
地
図

○　白鳥神社

×　「鳥越」地名
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う
で
、
立
石
・
下
か
ら
、
さ
ら
に
南
に
と
、
「
鳥
越
」
「
鳥
井
原
」

な
ど
の
地
名
が
み
え
る
の
で
、
鹿
鳴
越
（
カ
ナ
ゴ
エ
）
の
峠
と
、

鳥
屋
岳
（
ト
ヤ
）
と
を
過
ぎ
る
道
も
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て

付
近
に
は
ウ
ト
、
ホ
キ
、
水
落
シ
が
あ
る
。
ま
た
小
武
に
は
、
タ

タ
ラ
と
隠
山
（
カ
ク
レ
ヤ
マ
）
が
あ
っ
て
別
府
の
浜
脇
を
し
の
ば

せ
る
。
立
石
・
下
の
錨
（
イ
カ
リ
）
、
豊
岡
の
猪
狩
谷
と
曲
木
と

の
カ
リ
も
、
朝
鮮
語
の
　
Ｚ
回
｛
　
（
銅
）
の
音
写
で
あ
る
。

　
こ
れ
が
別
府
か
ら
大
分
川
口
に
ま
で
つ
づ
い
て
い
る
、
と
考
え

た
ら
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
く
な
く
と
も
今
の
私
に
は
、

そ
う
考
え
た
い
気
持
で
あ
る
。

　
白
鳥
の
南
下
は
、
別
府
市
に
入
っ
て
、
山
手
の
ほ
う
で
雨
堤
の

上
に
「
鳥
の
台
」
の
地
が
、
明
男
に
「
ト
ビ
の
湯
」
が
、
さ
ら
に

鶴
見
の
山
手
に
「
鶴
の
台
」
「
ツ
ル
山
」
が
あ
り
、
南
立
石
で
は

「
鳥
の
湯
」
が
あ
っ
て
、
白
鳥
が
山
ふ
と
こ
ろ
を
ず
っ
と
南
下
し

て
い
る
の
が
分
る
。
海
岸
部
の
ほ
う
で
は
、
内
竃
門
ハ
幡
に
「
白

鳥
社
」
が
合
祀
さ
れ
、
近
く
に
「
鳥
越
」
の
地
が
あ
る
。
亀
川
に

は
「
鳥
井
の
元
」
が
、
南
石
垣
に
は
「
鶴
見
原
」
が
あ
る
。

　
以
上
、
『
別
府
市
誌
』
昭
和
六
〇
年
刊
の
「
小
字
地
名
表
」
と

付
録
の
「
小
字
図
」
と
を
参
照
し
な
が
ら
記
し
て
み
た
。

　
白
鳥
の
山
の
手
の
道
が
「
タ
タ
ラ
」
の
地
名
に
、
海
岸
の
道
が

「
鍛
冶
」
（
ま
た
梶
な
ど
）
の
地
名
と
ダ
ブ
っ
て
く
る
の
を
、
は
ら

い
の
け
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
と
も
に
風
と
水
と
に
関
わ
る
。

地
図
で
み
た
山
国
川
の
八
面
山
西
南
（
青
の
洞
門
の
東
）
の
鳥
越

か
ら
、
安
心
院
町
妻
垣
の
南
の
鳥
越
、
そ
し
て
別
府
市
浜
脇
南
の

鳥
越
峠
と
が
、
そ
の
中
間
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
を
『
町
誌
』

で
み
た
と
こ
ろ
、
安
心
院
は
、
駅
館
川
を
宇
佐
か
ら
南
に
さ
か
の

ぼ
り
、
鳥
越
を
さ
ら
に
南
に
川
ぞ
い
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
内
河
野

か
ら
元
と
い
う
地
に
、
鳥
井
原
お
よ
び
鳥
越
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に

南
下
し
て
立
石
山
を
か
す
め
て
、
由
布
院
盆
地
の
川
上
と
中
川
と

に
鳥
越
の
地
名
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
大
分
川
に
そ
っ
て
、
庄
内

か
ら
挟
間
に
と
飛
ぶ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
安
心
院
か
ら
別
府
に
東

行
す
る
鳥
の
道
は
、
地
名
か
ら
は
出
て
こ
な
い
。
こ
れ
は
ち
ょ
っ

と
予
想
外
で
あ
っ
た
。

　
別
府
に
は
、
北
か
ら
豊
岡
の
鳥
越
を
こ
し
て
南
下
し
、
山
手
と

海
岸
部
を
二
手
に
分
れ
て
南
下
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
１
あ
と
は
専

門
家
に
た
ず
ね
て
確
か
め
た
い
と
思
う
Ｉ
。

　
直
接
に
「
白
鳥
と
カ
ジ
ヤ
」
が
関
連
す
る
の
で
は
な
く
て
も
、

「
風
と
水
と
」
を
利
用
し
て
の
両
者
の
存
在
が
、
古
代
か
ら
歴
史

-35-



時
代
に
、
民
衆
の
知
恵
（
生
活
の
文
化
）
と
し
て
、
こ
う
い
う
こ

と
を
生
み
出
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

四
　
む
す
び

　
以
上
、
い
ろ
い
ろ
と
述
べ
て
き
た
が
、
本
稿
も
ま
た
、
結
局
は

な
ん
ら
結
論
の
出
せ
な
い
ま
ま
に
終
始
し
た
。

　
言
葉
の
生
活
・
文
化
と
し
て
の
鍛
冶
（
カ
ジ
）
を
さ
ぐ
っ
て
、

そ
れ
が
、
ど
う
い
っ
た
変
容
を
と
げ
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
か
っ

た
の
で
あ
っ
た
が
ー
。

　
鍛
冶
文
化
の
、
民
俗
な
い
し
考
古
的
な
書
物
は
、
相
か
わ
ら
ず

次
ぎ
つ
ぎ
と
出
さ
れ
て
い
る
。
読
む
限
り
に
お
い
て
は
、
ど
れ
も

苦
心
し
、
面
白
い
と
思
う
。
た
と
え
ば
、
「
鬼
」
（
オ
ニ
）
と
か

「
蛇
」
（
ヘ
ビ
）
の
こ
と
な
ど
も
ー
そ
れ
を
地
元
で
、
訪
ね
て
聞
い

て
も
、
な
か
な
か
に
明
ら
か
に
は
な
ら
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。

地
名
が
あ
っ
て
さ
え
、
左
様
で
あ
る
。
へ
た
を
す
れ
ば
（
上
手
を

す
れ
ば
、
と
言
う
べ
き
か
）
、
誘
導
尋
問
に
な
っ
て
し
ま
う
場
合

が
あ
る
。
だ
か
ら
正
反
対
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
も
い
る
。
社
会
の

変
化
、
そ
し
て
物
知
り
の
老
齢
者
の
い
な
く
な
る
度
合
い
も
ス
ピ
ー

ド
化
し
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。

　
こ
の
点
で
は
、
こ
の
本
稿
は
、
な
に
よ
り
も
ペ
ー
パ
ー
作
業
が

主
で
あ
る
こ
と
が
、
実
り
（
ミ
ノ
リ
）
す
く
な
い
最
大
の
理
由
か

と
反
省
す
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
ど
こ
ま
で
も
、
問
題
を
提
起

し
た
に
す
ぎ
な
い
一
文
だ
、
と
し
て
宥
し
て
頂
き
た
い
。

　
明
治
十
五
年
の
「
各
町
村
　
字
小
名
取
調
書
」
に
よ
っ
て
み
て

も
、
す
で
に
全
国
的
に
地
名
の
変
更
は
す
さ
ま
じ
い
こ
と
、
そ
し

て
と
く
に
、
カ
ジ
（
鍛
冶
）
の
よ
う
な
近
代
資
本
主
義
の
洗
礼
を

あ
び
た
文
化
で
は
、
そ
の
変
容
ぶ
り
は
大
き
い
こ
と
が
は
っ
き
り

と
知
ら
れ
る
。

　
『
地
名
辞
典
』
や
『
地
誌
資
料
』
も
、
そ
れ
を
証
し
て
い
る
。

各
地
の
『
市
誌
』
や
『
町
誌
』
が
、
巻
末
に
、
「
大
字
別
の
小
名

表
」
を
作
っ
て
、
古
い
地
名
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
て
い
る
こ
と

は
、
何
よ
り
も
う
れ
し
い
こ
と
で
あ
る
。

　
右
の
二
つ
の
地
名
表
を
比
べ
て
み
る
こ
と
で
、
タ
タ
ラ
・
カ
ジ

な
ど
に
関
連
す
る
地
名
が
、
実
に
見
事
に
消
失
し
て
い
る
こ
と
を

知
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
『
別
府
市
誌
』
に
記
さ
れ
た
古
い
小
名
の
断
片
か
ら
、

こ
れ
を
関
連
的
な
配
列
表
に
作
っ
て
、
構
造
的
な
復
元
図
を
画
き
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だ
せ
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
考
え
て
み
た
。

　
宇
佐
平
野
で
は
、
鍛
冶
屋
の
ほ
か
に
「
金
屋
」
（
カ
ナ
ヤ
）
の

地
名
が
目
に
つ
い
た
こ
と
。
鉄
の
カ
ジ
ヤ
、
銅
の
カ
ナ
ヤ
と
い
う

対
照
が
浮
ん
だ
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
加
賀
（
カ
ガ
）
の
地
名
、

ま
た
イ
カ
リ
と
、
マ
ガ
リ
と
の
、
「
カ
リ
」
（
本
来
は
銅
の
義
、
の

ち
カ
ネ
、
金
属
一
般
を
さ
す
よ
う
に
な
る
）
の
地
名
が
目
に
つ
く
。

遠
賀
川
の
香
春
鉱
山
（
伊
加
利
・
勾
金
の
地
名
あ
り
）
と
の
結
び

付
き
を
示
す
八
幡
文
化
の
姿
が
明
か
に
な
っ
て
き
た
が
、
こ
れ
は

速
見
・
国
東
地
方
の
、
い
わ
ゆ
る
六
郷
満
山
文
化
の
理
解
に
手
助

け
に
な
り
そ
う
で
あ
る
と
知
っ
た
。

　
山
香
・
立
石
か
ら
日
出
・
豊
岡
に
と
イ
カ
リ
・
マ
ガ
リ
が
あ
り
、

さ
ら
に
別
府
に
も
「
カ
リ
」
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。

　
つ
ぎ
に
「
金
屋
子
神
は
白
サ
ギ
に
の
っ
て
や
っ
て
く
る
」
と
い

う
出
雲
伝
承
が
、
同
時
に
「
白
鳥
伝
説
」
を
持
つ
「
豊
国
」
と
も

関
連
し
そ
う
だ
と
考
え
て
、
白
鳥
神
社
と
、
鳥
の
つ
く
地
名
と
を

表
と
し
図
と
し
て
、
追
っ
か
け
て
み
た
。
白
鳥
神
社
は
別
府
に
は

た
だ
Ｉ
つ
し
か
な
い
が
、
鳥
の
地
名
は
数
多
く
み
ら
れ
る
か
ら
、

こ
れ
は
役
に
立
つ
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。

　
幸
い
に
、
「
風
」
と
「
水
」
と
の
結
び
つ
き
が
、
鳥
の
飛
翔
と

タ
タ
ラ
・
カ
ジ
の
所
在
と
に
、
と
も
に
関
連
し
そ
う
だ
と
分
っ
た

こ
と
は
、
大
き
な
成
果
で
あ
っ
た
。

　
と
同
時
に
、
『
豊
後
風
土
記
』
の
「
白
鳥
」
記
事
に
、
豊
か
な

吉
兆
と
、
百
姓
の
衰
亡
と
い
う
、
正
反
対
の
二
つ
の
文
が
豊
国
の

う
ち
に
存
す
る
こ
と
の
意
味
は
な
に
か
。

　
ま
た
、
豊
後
国
府
の
周
辺
に
白
鳥
神
社
が
集
中
す
る
の
に
対
し

て
、
白
鳥
物
語
の
本
元
で
あ
る
豊
前
国
府
の
地
方
に
は
、
豊
日
別

社
が
集
中
し
て
い
る
と
い
う
対
照
、
の
意
味
も
考
え
る
べ
き
こ
と

を
悟
っ
た
。

　
ど
ち
ら
も
、
問
題
の
提
起
に
終
っ
た
が
、
別
府
で
の
「
鍛
冶
の

文
化
」
の
追
求
が
、
次
ぎ
か
ら
つ
ぎ
と
連
想
を
生
ん
で
、
迂
回
的

な
接
近
の
方
法
が
思
わ
ぬ
問
題
を
よ
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
金
属
文
化
、
鍛
冶
文
化
が
、
世
界
史
的
な
問
題
で
あ
る
だ
け
に
、

つ
い
時
空
を
こ
え
て
、
別
府
か
ら
、
日
本
の
古
代
史
に
ま
で
飛
躍

し
て
し
ま
っ
た
。
ご
諒
恕
を
得
た
い
と
希
う
と
と
も
に
、
御
高
教

を
も
お
願
い
し
て
、
筆
を
お
く
。
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