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ウ
ナ
ネ
神

は
じ
め
に

　

か
つ
て
東
北
地
方
に
は
、
来
歴
不
明
の

神
々
が
祀
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
現
在
で
は

ほ
と
ん
ど
姿
を
消
し
て
し
ま
い
、
そ
の
正

体
を
明
ら
か
に
す
る
史
料
も
あ
り
ま
せ

ん
。
例
え
ば
、
ホ
ウ
リ
ョ
ウ
神
、
ニ
ハ
タ

リ
神
な
ど
と
い
う
神
々
が
そ
れ
ら
に
あ
た

り
、
柳
田
國
男
は
東
北
独
自
の
神
と
し
て

注
目
し
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
神
々
の
な
か
に
、
ウ
ナ
ネ

神
と
呼
ば
れ
る
神
が
あ
り
、
旧
仙
台
藩
で

は
領
内
に
鎮
座
し
て
い
た
こ
の
神
に
つ
い

て
「
何
の
時
代
、
何
人
が
何
神
を
勧
進
せ

る
か
を
知
ら
ず
」
と
記
録
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
謎
に
包
ま
れ
た
神
で
す
が
、

そ
の
神
名
や
鎮
座
地
の
地
形
な
ど
か
ら
、

用
水
の
神
、
ま
た
は
洪
水
除
け
の
神
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

ウ
ナ
ネ
神

　

ウ
ナ
ネ
神
の
「
ウ
ナ
ネ
」
は
、「
宇
那
根
」

ま
た
は
「
宇
奈
根
」
な
ど
と
書
か
れ
ま
す
。

そ
の
他
、
雲
南
・
運
南
・
宇
南
・
卯
名
な

ど
の
字
が
あ
て
ら
れ
た
「
ウ
ン
ナ
ン
様
」

「
ウ
ン
ナ
ン
権
現
」「
ウ
ナ
権
現
」
と
い
っ

た
、
現
在
も
残
る
小
さ
な
祠
に
祀
ら
れ
る

神
々
も
、
本
来
は
ウ
ナ
ネ
神
だ
っ
た
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
神
が
記
録
さ
れ
て
い
る
最
古
の
史

料
『
日
本
三
代
実
録
』
に
は
、
そ
の
貞
観

三
年
（
８
６
１
）
四
月
十
日
条
、
つ
い
で

貞
観
十
五
年
（
８
７
３
）
九
月
廿
七
日
条

に
「
宇
奈
根
神
」
が
そ
れ
ぞ
れ
従
五
位
下
、

従
五
位
上
に
官
位
が
上
が
っ
た
と
記
さ
れ

て
い
ま
す
。

ウ
ナ
ネ
神
の
分
布

　

こ
れ
は
現
在
の
三
重
県
名
張
市
に
鎮
座

す
る
宇
流
冨
志
禰
神
社
の
こ
と
だ
と
推
定

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
近
畿
地
方
の
宇
奈
根

社
は
こ
の
一
社
の
み
し
か
確
認
さ
れ
て
お

ら
ず
、
そ
の
分
布
は
圧
倒
的
に
東
北
地
方

に
多
く
、「
ウ
ナ
ネ
」
や
「
ウ
ン
ナ
ン
」
に

音
通
す
る
地
名
と
江
戸
時
代
中
期
の
分
布

状
況
か
ら
岩
手
県
南
部
、
宮
城
県
北
部
に

集
中
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

金
色
堂
で
有
名
な
岩
手
県
平
泉
の
中
尊

寺
の
荘
園
を
描
い
た
『
中
尊
寺
領
骨
寺
村

絵
図
』
に
「
宇
那
根
社
」
が
描
か
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
す
で
に
中
世
に
は
こ
の
地

方
に
ウ
ナ
ネ
社
が
存
在
し
た
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
大
き
な

樹
を
伴
う
目
立
つ
神
社
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
た
め
、
骨
寺
村
に
と
っ
て
重
要
な
存

在
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

そ
の
他
は
、
東
京
都
世
田
谷
区
と
神
奈

川
県
川
崎
市
高
津
区
に
「
宇
奈
根
」、
群

馬
県
邑
楽
郡
板
倉
町
に
「
宇
那
根
」
と
い

う
地
名
が
残
っ
て
お
り
、
か
つ
て
ウ
ナ
ネ

社
が
祀
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
に
と

ど
ま
り
ま
す
。

用
水
の
神
？

　

そ
し
て
ウ
ナ
ネ
社
の
多
く
は
田
の
中
に

あ
り
、
し
か
も
湧
水
や
用
水
の
取
水
口
近

く
に
祀
ら
れ
て
い
た
例
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
用
水
の
神
だ
っ
た
と
す
る
の
が
ほ
ぼ

定
説
と
な
っ
て
い
ま
す
。
東
北
学
院
大
学

名
誉
教
授
の
大
石
直
正
氏
は
、「
ウ
ナ
ネ
」

と
い
う
神
名
に
つ
い
て
も
、
古
語
で
は
灌

漑
施
設
で
あ
る
用
水
溝
を
「
ウ
ナ
デ
」
と

読
ま
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
、溝
（
ウ
ナ
デ
）

の
根
（
ネ
）
で
あ
る
取
水
口
を
意
味
す
る

と
言
い
ま
す
。

　

大
石
氏
は
ウ
ナ
ネ
神
、
ウ
ン
ナ
ン
様
の

分
布
が
平
泉
を
中
心
と
し
た
、
か
つ
て
の

奥
州
藤
原
氏
の
直
轄
領
と
ほ
ぼ
重
な
る
と

し
て
、
そ
の
関
連
を
指
摘
し
、
12
世
紀
頃

に
こ
の
地
域
で
多
く
の
水
田
開
発
が
な
さ

れ
た
折
に
勧
進
さ
れ
た
と
い
う
説
を
打
ち

出
し
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
三
重
県
に
古
い
記
録
を
持
つ
宇

流
冨
志
禰
神
社
が
存
在
し
、
記
紀
な
ど
に

残
る
古
語
に
よ
っ
て
「
ウ
ナ
ネ
」
の
意
味

が
説
明
で
き
る
こ
と
か
ら
、
ウ
ナ
ネ
社
は

東
北
独
自
の
神
で
は
な
く
、
中
央
か
ら
も

た
ら
さ
れ
た
と
推
測
し
て
い
ま
す
。

洪
水
除
け
の
神
？

　

一
方
、
用
水
の
神
で
は
な
く
、
洪
水
除

け
の
神
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。
例
え

ば
、
ウ
ン
ナ
ン
神
に
つ
い
て
は
祭
神
を
虚

空
蔵
菩
薩
と
す
る
伝
承
が
多
く
あ
り
、
そ

れ
に
伴
う
ウ
ナ
ギ
に
関
す
る
伝
説
や
ウ
ナ

ギ
の
食
物
禁
忌
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

虚
空
蔵
菩
薩
は
災
害
消
除
の
性
格
を
持

ち
、
さ
ら
に
ウ
ナ
ギ
を
神
の
使
い
と
す
る

た
め
、
こ
れ
を
食
べ
て
は
な
ら
な
い
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
神
奈
川
大
学
教
授
の
佐
野

賢
治
氏
は
、
東
北
地
方
に
あ
り
な
が
ら
も

宮
城
県
は
ウ
ナ
ギ
が
多
く
分
布
す
る
地
域

で
あ
る
こ
と
や
、
洪
水
の
減
水
期
に
出
現

す
る
性
質
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
ま
し

た
。
さ
ら
に
ウ
ン
ナ
ン
神
が
旧
仙
台
藩
に

お
け
る
新
田
開
発
地
域
に
多
く
見
ら
れ
る

と
述
べ
、
近
世
の
新
田
開
発
の
促
進
に

よ
っ
て
、
人
々
が
洪
水
に
被
災
す
る
機
会

が
増
え
、
減
水
期
に
出
現
す
る
ウ
ナ
ギ
と

洪
水
と
の
関
連
が
、
強
く
印
象
付
け
ら
れ

た
の
だ
と
い
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
東
北
地
方
に
進
出
し
て
い
た

真
言
系
修
験
者
が
、
ウ
ナ
ギ
を
媒
介
と
し

て
虚
空
蔵
信
仰
を
新
田
開
発
地
域
に
導
き

入
れ
、
ウ
ン
ナ
ン
神
が
誕
生
し
た
の
だ
と

考
え
ま
し
た
。

ウ
ナ
ネ
は
頸
根
？

　

信
州
大
学
教
授
の
牛
山
佳
幸
氏
は
、
佐

野
氏
と
同
じ
く
ウ
ナ
ネ
神
は
洪
水
除
け
の

神
と
し
な
が
ら
も
、
独
自
の
説
を
展
開
し

ま
し
た
。
例
え
ば
、
大
石
氏
の
用
水
口
説

に
つ
い
て
は
、「
ウ
ナ
ネ
」
を
用
水
口
と

す
る
史
料
的
前
例
が
な
い
こ
と
。
ま
た
必

ず
し
も
湧
水
や
用
水
口
付
近
に
鎮
座
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
と
反
論
し
て
用
水
神

説
を
否
定
し
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
同
じ
く
洪
水
除
け
の
神
と
す

る
佐
野
氏
の
説
に
つ
い
て
も
、
ウ
ナ
ネ
神

は
必
ず
し
も
旧
仙
台
藩
の
新
田
開
発
地
域

に
分
布
し
て
は
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
ま

し
た
。
実
際
、
私
が
佐
野
氏
自
身
の
論
文

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
新
田
開
発
地
域
と
ウ

ン
ナ
ン
神
の
分
布
表
を
見
て
も
、
も
っ
と

も
開
発
石
高
の
多
い
地
域
に
ウ
ナ
ネ
神
が

存
在
し
な
い
な
ど
、
明
確
に
疑
問
が
残
る

内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
牛
山
氏
は
、
ウ
ナ
ネ
神
が
祀

ら
れ
た
地
域
は
氾
濫
が
多
い
地
で
も
あ

り
、
特
に
河
川
が
大
き
く
湾
曲
し
た
場

所
に
祀
ら
れ
て
い
る
と
し
た
う
え
で
、

『
延
喜
式
』
の
祈
年
祭
祝
詞
式
に
「
宇
事

物
頸
根
衝
抜
・
・
・
」（
意
訳
・
あ
た
か

も
鵜
が
頸
を
水
中
に
衝
き
入
れ
る
よ
う

に
、
首
を
前
へ
深
く
垂
れ
下
げ
て
敬
い

拝
し
、・
・
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
ウ
ナ

ネ
は
頸
根
の
こ
と
で
あ
り
、「
鵜
が
長
い

頸
を
曲
げ
て
水
中
に
突
き
入
れ
る
よ
う

に
」
河
川
が
大
き
く
曲
が
っ
た
地
形
に

祀
ら
れ
た
洪
水
除
け
の
神
だ
と
結
論
づ

け
ま
し
た
。

い
く
つ
か
の
疑
問

　

し
か
し
、
牛
山
氏
の
説
に
つ
い
て
は
、

３
つ
４
つ
の
例
を
も
っ
て
鎮
座
地
の
形
状

を
論
じ
た
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
そ
の
数
例
の

中
で
も
本
当
に
河
川
が
湾
曲
し
て
い
る
と

言
え
る
の
か
、
疑
問
な
場
所
も
含
ま
れ
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
大
石
氏
の
奥
州
藤
原
氏
と
の
関

連
を
指
摘
し
た
説
に
つ
い
て
は
、
中
世
期

の
史
料
が
な
い
た
め
仕
方
が
な
い
の
で
す

が
、
江
戸
時
代
の
分
布
状
況
か
ら
述
べ
た

も
の
で
あ
っ
て
、
藤
原
氏
全
盛
期
の
記
録

か
ら
の
論
旨
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に

ウ
ナ
ネ
神
の
出
自
を
東
北
独
自
の
神
で
は

な
く
、
中
央
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う

点
に
つ
い
て
は
、
何
故
、
本
場
の
は
ず
の

近
畿
地
方
で
は
ウ
ナ
ネ
神
が
三
重
県
の
一

社
を
の
ぞ
い
て
記
録
に
も
残
っ
て
い
な
い

の
か
疑
問
が
残
り
ま
す
。

お
わ
り
に

　

ウ
ナ
ネ
神
は
、
そ
の
多
く
が
水
田
や
、

湧
水
の
近
く
に
祀
ら
れ
て
い
た
こ
と
か

ら
、
田
に
関
連
す
る
神
で
あ
っ
た
よ
う
で

す
が
、
時
代
を
経
る
に
つ
れ
て
田
を
守
り

稲
を
育
む
た
め
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
利
益
が

期
待
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
人
々
に

期
待
さ
れ
る
神
徳
は
、
随
時
付
加
さ
れ
て

い
く
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
現
代
に
祀
ら

れ
る
寺
社
を
見
て
も
明
ら
か
で

す
。
私
が
見
る
限
り
、
ウ
ナ
ネ

神
の
鎮
座
地
と
推
定
さ
れ
る
数

例
に
つ
い
て
す
ら
も
、
水
と
田

の
近
く
と
い
う
以
上
の
特
長
を

持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
よ
う
に

思
え
ま
す
。
新
し
い
功
徳
が
加

わ
れ
ば
、
新
た
に
祀
ら
れ
る
場

所
も
若
干
変
化
す
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
中

世
以
前
の
ま
と
ま
っ
た
史
料
で

も
発
掘
さ
れ
な
い
限
り
、
ウ
ナ

ネ
神
の
来
歴
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
は
、
今
後
も
な
か
な
か
難

し
い
で
し
ょ
う
。

（
文
：
江
口
知
秀
）
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