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県
の
森
は

「あ
が
た
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
親
し
ま
れ
て
き
た
千
数
百
年
の
歴
史

を
有
す
る
古
社
で
す
。

「あ
が
た
」
は
皇
室
の
直
轄
地
で
あ
り
、
特
に
近
畿
地
方
に
多
く
散
在
し
て
い

た
古
代
氏
族
制
度

の
行
政
単
位
の

一
つ
で
あ
り
ま
し
た
。
宇
治
川
両
岸
に
広
が
る

地
域
を
宇
県

・
宇
治
県
と
称
し
た
時
代
に
、
そ
の

「あ
が
た
」
の
地
主
神
と
し
て

県
神
社
は
奉
祀
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
後
大
化
改
新
の
国
郡
制
度

に
よ
り
川
を
挟
ん
で
宇
治
郡
と
久
世
郡
に
分
か
れ
て
郡
界
が
定
ま
り
県
の
制
度
は

な
く
な
り
ま
す
。

「あ
が
た
さ
ん
」
の
御
祭
神
は
木
乃
花
開
耶
姫
命
で
あ
り
ま
す
。
御
祭
神
に
つ

い
て
は
県
神
社
先
々
代
宮
司
奥
村
恒
哉
氏
に

「あ
た
ぬ
し
考
」
の
論
文
が
あ
り
、

梁
塵
秘
抄

（巻
二
）
に
出
て
く
る
神
歌
―
宇
治
に
は
神
お
わ
す
　
中
お
ば
菩
薩
御

前
　
橘
小
島
の
あ
た
ぬ
し
　
七
宝
蓮
華
は
を
し
つ
る
ぎ
―
を
注
釈
し
、
菩
薩
御
前

と
あ
た
ぬ
し
は
県
神
社
と
木
之
花
開
耶
姫
命
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
て
い
て
、
平

安
末
期
迄
遡
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

境
内
正
面
鳥
居
を
入

っ
て
す
がヽ
左
側
の
絵
馬
堂
北
に
あ
る
井
戸
は
県
井
と
言

い
、
平
安
時
代
以
来
の
歌
枕
に
し
ば
し
ば
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。

田

鍬

到

一

橘

公

平

女

都
人
き
て
も
折
ら
な
む
蛙
な
く

あ
が
た
の
井
戸
の
山
吹
の
花

―
後
撰
和
歌
集
―

後
鳥
羽
院
御
製

蛙
な
く
県
の
井
戸
に
春
く
れ
て

散
り
や
し
ぬ
ら
む
山
吹
の
花

―
続
後
撰
和
歌
集
―

妙
光
寺
内
大
臣
家
中
納
言

山
吹
の
花
も
て
は
や
す
人
も
な
し

県
の
井
戸
は
都
な
ら
ね
ば

新
葉
和
歌
集
―

こ
の
神
聖
な
る
井
泉
は
、
上
古
よ
り
今
日
ま
で
連
綿
と
良
質
な
水
が
湧
出
て
い

て
、
今
で
も
献
茶
祭
な
ど
神
社
の
行
事
に
は
欠
か
せ
ぬ
も
の
で
あ
り
ま
す
ｃ
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江
戸
の
中
頃
に
な
り
ま
す
と
県
神
社
は
人
気
の
神
様
と
し
て
良
縁

。
安
産

。
子

授
け

。
下
の
病
平
癒
な
ど

一
事

一
願
の
信
仰
が
盛
ん
に
な
り
、
毎
月
五
日
の
月
次

祭
は

「あ
が
た
さ
ん
」
と
称
し
て
急
激
に
参
詣
者
が
増
え
ま
し
た
。
特
に

一
月
五

日
の
初
県
祭
と
六
月
五
日

（旧
暦
五
月
五
日
）
の
県
祭
は
、
江
戸
か
ら
明
治

。
大

正
そ
し
て
昭
和
に
か
け
て
随
分
な
賑
わ
い
で
有
名
に
な
り
ま
し
た
。

初
あ
が
た
祭
に
は
角
力

・
曲
馬

・
神
楽

・
狂
言

・
浄
瑠
璃
な
ど
が
出
て
初
恵
比

須

・
初
天
神
と
同
様
に
独
特
な
風
物
詩
と
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。

昔
よ
り
北
河
内
の
村
々
に
初
あ
が
た
の
月
参
講
が
あ
り
ま
し
て
、
嘗
て
は
赤
揮

に
鈴
を
つ
け
て
米
俵
を
担
ぎ
初
あ
が
た
に
参
詣
し
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
往
時

か
ら
見
れ
ば
衰
徴
は
否
ず
昔
の
面
影
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
現
在
も
年
末
に
は
版
木

刷
り
の
神
礼
を
奉
製
持
参
し
て
村
々

（村
野

。
大
峯

・
藤
坂

・
舟
橋

。
招
提

。
三

栗

・
小
倉

・
渚

・
御
殿
山

・
松
井
）
の
在
所
を
廻
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
初
あ
が
た
祭
に
は
古
く
よ
り
子
供
神
輿
が
出
て
い
て
、
今
も
地
元
の
子
供

達
が
こ
の
伝
統
行
事
を
引
継
い
で
き
て
お
り
ま
す
。
正
月
の
御
神
輿
は
珍
し
い
上

に
獅
子
三
基
が
宇
治
の
町
を
門
付
し
て
廻
り
ま
す
。

数
年
前
よ
り
こ
れ
に
協
力
参
加
す
る
形
で
自
作
自
演
の
グ
ル
ー
プ
が
生
ま
れ
て

き
た
の
が

「
こ
の
笛
ふ
く
や
会
」
で
あ
り
ま
す
。
新
し
い
時
代
の
宇
治
の
芸
能
と

し
て
進
化
発
展
す
る
可
能
性
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。

「あ
が
た
さ
ん
」
の
例
大
祭
は
県
祭
で
知
ら
れ
て
い
て
、
江
戸
時
代
の
町
人
階

層
の
勃
興
に
伴
う
庶
民
の
熱
烈
な

「あ
が
た
さ
ん
」
信
仰
は

「暗
夜
の
奇
祭
」
と

し
て
世
上
に
有
名
と
な
り
ま
し
た
。

つ
い
数
十
年
前
ま
で
県
通
り
新
町
通
り
本
町
通
り
の
三
角
地
帯
で
は
民
家
が
解

放
さ
れ
、
あ
が
た
祭
の
各
々
の
講
の
人
等
が

一
種
の
無
礼
講
と
し
て
歌
い
踊
り

一

夜
の
開
放
感
を
楽
し
む
姿
を
見
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
そ
し
て
サ
ー
カ
ス
小
屋

が
掛
か
り
、
露
店
が
立
ち
並
び
新
茶
の
商
い
は

「あ
が
た
相
場
」
を
形
成
す
る
程

の
経
済
的
側
面
も
有
し
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

四
十
年
前
に
私
自
身
が
講
社
廻
り
を
し
て
い
た
時
の
記
録
を
見
る
と
―
心
信
講

で
は
甲
賀
御
鏡
講
、
信
楽
御
鏡
講
、
枚
方
御
鏡
講
、
燈
油
県
講
、
堺
東
講
、
三
輪

（三
田
）
誠
心
講
、
藤
丸

（小
野
原
）
講
、
落
雁
講
、
浮
御
堂
講
な
ど
、
そ
し
て

助
祭
講
と
し
て
は
奈
良
御
鏡
講
、
本
津
信
心
講
、
南
信
心
講
、
橋
波
信
心
講
な
ど

が
あ
り
ま
す
。
又
た
二
～
三
年
前
ま
で
御
神
楽
を
運
営
す
る
京
都
日
供
講
も
活
躍

さ
れ
て
お
り
ま
し
た
ｃ
又
た
渡
御
に
関
わ
る
講

（奉
賛
会
）
に
は
姫
路
御
幣
講
、

い
組
御
幣
講
、
本
御
幣
講
、
玉
造
御
幣
講
な
ど
、
御
影
講
、
京
橋
、
京
橋
東
組
、

河
内
神
楽
講
、
萱
島
、
守
口
講
、
野
江
講
、
県
光
講
、
盾
津
講
、
島
飼
講
、
菊

一
、
見
山
、
跳
陀
講
等
々
あ
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
そ
れ
か
ら
二
十
～
三
十
年
前
の
間
に
、
こ
れ
ら
の
講
社
は
次
々
と
解

　

９．７，

散
し
て
い
き
、
あ
っ
と
言
う
間
に
二
つ
三
つ
の
講
社
を
残
す
状
態
と
な
っ
て
し
ま
　
　
・３

い
見
る
影
も
な
い
有
様
で
す
。

と
こ
ろ
が
現
在
で
も
六
百
～
七
百
の
露
店
、
夜
店
が
軒
を
立
ち
並
び
、
近
在
の

若
い
人
た
ち
が

「あ
が
た
祭
」
を
楽
し
む
姿
に
変

っ
て
も
昔
よ
り
県
祭
十
万
と
言

わ
れ
た
人
出
は
健
在
で
す
。

暗
夜
の
祭
礼
と
し
て
全
国
的
に
著
名
な
県
祭
は
、
五
日
の
大
祭
式
夕
御
饉
の
儀

の
後
、
深
夜
に
県
神
社
本
殿
に
お
い
て
燈
火
を
消
し
神
移
し
の
秘
儀
を
執
行
し
出

御
と
な
り
ま
す
。
そ
の
神
の
依
代
と
な
る
神
能
で
あ
る
梵
天
は
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な

分
囲
気
の
中
で
若
象
に
担
が
れ
ま
す
。

数
年
前
に
こ
の
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
渡
御
が
神
移
し
出
御
し
て
御
旅
所
着
御
の
ま

ま
幣
殿
に
留
め
置
か
れ
還
幸
さ
れ
な
い
と
い
う
事
態
が
生
じ
ま
し
た
。
こ
の
暴
挙

を
敢
行
す
る
に
及
ん
だ
担
ぎ
手
の
奉
賛
会
は
も
は
や
信
者
と
し
て
対
応
で
き
な
い



関
係
と
な
り
、
話
合
も
不
調
に
終
わ
り
渡
御
の
奉
仕
を
頼
め
な
く
な
り
ま
し
た
ｃ

こ
れ
を
機
に
巳
む
無
く
　
信
仰
上
も
社
会
的
責
任
を
全
う
す
る
た
め
に
も
四
十
年

以
上
に
亘
る
紛
争
に
終
止
符
を
打
っ
て
新
し
く
出
発
す
る
道
を
選
択
い
た
し
ま
し

た
。然

る
に
予
想
も
し
な
か
っ
た
気
運
が
生
ま
れ
ま
し
た
ｃ
地
元
の
若
象
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
が
自
然
発
生
し
て

一
気
に
暴
発

「梵
天
講
」
が
発
足
し
て
見
事
に
梵
天
渡
御

を
成
功
さ
せ
ま
し
た
。
こ
の
様
な
地
元
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
熱
烈
な
信
仰

へ
と
昇
華

し
て
行
く
こ
と
が
こ
の
先
の

一あ
が
た
祭
」
の
将
来
を
決
め
る
こ
と
に
な
る
と
思

い
ま
す
ｃ

こ
れ
に
呼
応
し
て
自
然
発
生
し
た

「
こ
の
笛
ふ
く
や
会
」
が
産
声
を
あ
げ
た
と

思
う
と
す
く
す
く
成
長
し
ま
す
。
昨
年
の

「あ
が
た
祭
」
に
は
自
作
自
演
の
演
舞

を
披
露
し
て
、
手
造
り
芸
能
が
彩
り
を
添
え
た
こ
と
に
は
全
く
感
歎
を
い
た
し
ま

し
た
３

朗
々
と
し
た
そ
の
口
上
は
耳
か
ら
離
れ
ま
せ
ん
ｃ

／
あ
が
た
神
社
の
か
み
さ
ま
は

／

コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
と
申
し
ま
す

／
た
い
そ
う
綺
麗
で
、
情
の
深
い

／
燃
え
た

つ
コ
コ
ロ
の
神
さ
ん
で

／
と
ぎ
れ
と
ぎ
れ
の
赤
い
糸

／

つ
な
い
で
結
ん
で
、
＝
縁
を
取
り
持

つ

／
縁
結
び
～

い
の
神
さ
ん
で
す

／
今
宵
、
水
無
月
あ
が
た
の
日

／

コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
の
化
身
と
な

っ
て

／
笛
と
太
鼓
と
柏
子
本
で

／
祭
に
花
を
添
え
ま
し
ょ
う

／
こ
こ
に
お
い
で
の
皆
々
様

／
そ
で
触
れ
合
う
も
ご
縁
の
証

／
拘
子
に
の
っ
て
身
を
揺
ら
し

／
調
べ
に
合
わ
せ
て
歌
い
ま
し
ょ

／
′′′さ
ぁ
さ
、
み
ん
な
で
―
ド
ン
ー
さ
―
く
ら
ぁ
―

こ
れ
ら
の
こ
と
は
県
祭
の
成
り
立
ち
や
構
成
内
容
を
検
討
す
れ
ば
頷
け
る
こ
と

で
、
随
分
以
前
よ
り
時
代
の
流
れ
は
参
詣
者
は
も
と
よ
り
受
け
入
れ
側
に
も
変
容

せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
な
っ
て
き
て
い
て
、
生
活
の
リ
ズ
ム
や
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク

等
の
世
相
の
変
化
は

「あ
が
た
祭
」
の
中
身
が
激
変
せ
ぎ
る
得
な
い
事
情
を
よ
く

示
唆
し
て
お
り
ま
す
ｃ

「あ
が
た
祭
」
が
古
い
歴
史
を
有
し
て
い
る
文
化
遺
産
で
あ
る
と
同
時
に
現
代

　

０．∩Ｘ）

の
社
会
基
準
か
ら
大
き
く
掛
け
離
れ
て
き
て
い
る
こ
と
も
否
め
な
い
事
実
で
、
そ
　
　
・３

れ
故
に
新
し
い
町
お
こ
し
の
祭
礼

へ
と
変
革
発
展
し
て
い
く
監
場
と
し
て
行
き
た

い
と
考
え
ま
す
ｃ

十

一
月
五
日
の
月
次
祭
は
薮
内
家
元
の
御
献
茶
奉
仕
に
よ
り
献
茶
祭
を
斎
行
致

し
ま
す
．
そ
の
祭
典
で
は
宇
治
の
茶
師
よ
り
薮
内
宗
家

へ
、
宗
家
よ
り
県
神
社

ヘ

と
伝
え
ら
れ
た
茶
壺
口
切
の
式
法
が
厳
粛
に
披
露
さ
れ
ま
す
。
茶
壺
に
詰
め
ら
れ

た
新
茶
は
こ
の
頃
に
は
茶
味
が
熟
成
し
て
い
て
、
茶
室
棠
庵
と
綾
邦
書
院
に
於
て

席
が
催
さ
れ
ま
す
。
斯
く
し
て
宇
治
茶
の
隆
昌
と
茶
文
化
の
護
持
の
た
め
に
宇
治

茶
業
組
合

の
協
力
を
得
て
こ
の
行
事
を
続
け
て
行
き
た
い
と
念
願
し
て
お
り
ま

す
ｃ



六
月
八
日
大
幣
神
事
は
県
神
社
の
祭
礼
と
は
全
く
別
の
独
立
し
た
神
事
で
あ
り

ま
す
。
明
治
維
新
の
神
仏
分
離
令
に
よ
り
、
平
等
院
総
鎮
守

「県
神
社
」
は
円
満

院
門
跡
支
配
か
ら
離
れ
る
の
で
す
が
、
そ
の
折
に
大
幣
神
事
も

「県
神
社
」
の
方

で
預
る
こ
と
に
な
り
、
大
幣
座
が
組
織
さ
れ
今
日
迄
護
持
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

社
伝
に
よ
り
ま
す
と
、
藤
原
氏
が
宇
治
で
政
務
を
執
っ
た
時
に
宇
治
郷
の
静
泌
血

を
願
い
始
め
た
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
多
く
の
秘
法
を
保
持
な
が
ら
町
の
角
々
を

被
う
儀
式
を
行
い
、
疫
病
が
土
地
に
入
ら
ぬ
よ
う
道
饗
祭
を
執
行
す
る
の
で
す
。

県
通
り
突
き
当
り
の
大
幣
殿
に
於
て
儀
式
を
斎
行
い
た
し
ま
す
。
次
に
猿
円
彦

を
先
頭
に
し
て
大
幣
、
騎
馬
神
人
と
続
く
行
列
が
県
通
り
を
北
進
し
ま
す
。

宇
治
橋
西
詰
で
儀
式
の
後
宇
治
橋
通
り
を
進
み

一
ノ
坂
に
至
り
馬
馳
せ
の
儀
式
を

行
い
、
再
び
大
幣
殿
に
帰
り
ま
す
。
最
後
に
大
幣
を
引
き
ず
り
宇
治
橋

へ
、
そ
の

後
ろ
を
騎
馬
神
人
が
追
っ
か
け
ま
す
。
大
幣
を
宇
治
橋
上
よ
り
投
げ
入
れ
て
神
事

は
終
了
い
た
し
ま
す
。

神
事
の
供
奉
は
、
杓
鉾
に
ジ
ャ
リ
、
カ
ザ
シ
そ
れ
か
ら
下
駄
、
七
度
半
な
ど
が

あ
り
、
特
殊
神
供
と
し
て
梅
実
、
わ
か
め
が
あ
り
ま
す
。

一あ
が
た
さ
ん
」
は
極
め
て
古
い
時
代
か
ら
種
々
の
文
化
遺
産
を
保
持
し
て
き

ま
し
た
。
し
か
し

「あ
が
た
さ
ん
」
の
古
き
良
き
時
代
は
遠
く

へ
去
り
ま
し
た
。

「あ
が
た
さ
ん
」
は
新
し
い
時
代

へ
果
敢
に
挑
戦
し
て
い
く
道
し
か
残
さ
れ
て
お

り
ま
せ
ん
。

（た
く
わ

と
う
い
ち

・
県
神
社
宮
司
）

［著
者
略
歴
］
　

鳥
取
県
出
身
、
護
王
神
社

（京
都
）
箱
根
神
社

（神
奈
川
）
、

多
田
神
社

（兵
庫
）
奉
転

県神社 本殿
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