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前
号
で
は
秋
葉
大
権
現
社（
以
下
同

社
と
呼
ぶ
。）の
歴
史
と
信
仰
に
つ
き
、

同
社
の「
縁
起
」（「
千
葉
社
記
」・「
秋

葉
・
稲
荷
両
社
来
由
書
」）の
記
載
内
容

よ
り
創
建
の
由
緒
と
そ
の
信
仰
に
つ
い

て
紹
介
致
し
ま
し
た
。

同
社
に
残
さ
れ
た
文
書
群（「
秋
葉

神
社
文
書
」）か
ら
は
、同
社
と
将
軍

家
・
大
奥
、諸
大
名
、公
家
等
と
の
関
わ

り
が
窺
わ
れ
ま
す
。こ
れ
ら
の
う
ち
本

号
で
は
、同
社
と
水
戸
徳
川
家
・
大
奥

と
の
関
係
に
つ
い
て
見
て
参
り
ま
す
。

秋
葉
大
権
現
社
と
水
戸
徳
川
家

同
社
に
近
い
本
所
小
梅
町（
現
向
島

一
丁
目
）に
、常
陸
水
戸
藩（
徳
川
家
）

の
下
屋
敷
が
あ
り
ま
し
た
。「
縁
起
」か

ら
は
、こ
の
水
戸
徳
川
家
と
同
社
と
が

深
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。以
下
、「
縁
起
」に
記
さ
れ
た
内
容

を
ま
と
め
て
い
き
ま
す
。

・
千
葉
葉よ

う

栄え
い

は
、
水
戸
徳
川
家
家
臣

中
山
備
前
守
、
伊
藤
勘か

解げ

由ゆ

、
嶋
村

主か
ず

計え

の
取
り
持
ち
に
よ
っ
て
、
水
戸

宰
相（
徳
川
綱つ

な

篠え
だ

）及
び
中
将（
徳
川
吉よ

し

孚ざ
ね

）に
謁
見
し
た
。

・
綱
篠
が
重
病
と
な
っ
た
際
、祈き

祷と
う

を

命
ぜ
ら
れ
、そ
の
効
果
が
あ
っ
た
こ
と

か
ら
同
社
は
ま
す
ま
す
信
仰
を
得
て
、

末
姫
で
あ
る
八
重
姫（
徳
川
吉
孚
正

室
。養
仙
院
、後
に
随
性
院
。徳
川
綱
吉

養
女
。）よ
り
金
二
百
両
の
寄
進
を
受

け
た
。

・
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
二
月
一

日
、八
重
姫
が
懐
妊
し
た
際
に
千
葉
葉

栄
は
、安
産
の
祈
祷
を
命
じ
ら
れ
、八

重
姫
は
無
事
に
美
代
姫
を
出
産
し
た
。

以
上
の
よ
う
に「
縁
起
」で
は
、千
葉

葉
栄
と
水
戸
徳
川
家
と
の
深
い
繋
が

り
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
の
こ
と
は
、

同
社
の
中
興
を
め
ぐ
っ
て
は
同
家
の
援

助
に
よ
る
も
の
が
大
な
る
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

な
お
八
重
姫
は
、
元
禄
二
年

（
一
六
八
九
）、茶
人
と
し
て
有
名
な

鷹た
か

司つ
か
さ

輔す
け

信の
ぶ

の
娘
と
し
て
誕
生
し
、初
め

に
伯
父
の
関
白
鷹
司
兼か

ね

煕ひ
ろ

の
養
女
、次

い
で
元
禄
十
年（
一
六
九
七
）に
は
、五

代
将
軍
徳
川
綱
吉
の
養
女
と
な
り
、同

年
、水
戸
藩
二
代
藩
主
徳
川
綱
篠
の
嫡

子
吉
孚
の
正
室
と
な
り
ま
し
た
。

吉
孚
は
早
世
し
た
た
め
藩
主
と
な

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、水
戸

藩
の
支
藩
高
松
藩
よ
り
宗む

ね

尭た
か

が
綱
篠

の
養
嗣
子
と
な
り
、八
重
姫
を
母
と
す

る
美
代
姫
が
正
室
と
な
り
ま
し
た
。八

重
姫
は
、父
輔
信
・
養
父
兼
煕
の
叔
母

に
あ
た
り
、徳
川
綱
吉
正
室
で
あ
っ
た

鷹
司
信
子
の
養
女
と
い
う
関
係
か
ら
、

綱
吉
・
信
子
没
後
も
、歴
代
将
軍（
六
代

家
宣
、七
代
家
継
、八
代
吉
宗
）と
の
関

係
も
親
密
で
し
た
。

秋
葉
大
権
現
社
と
将
軍
家
・
大
奥

「
縁
起
」で
は
、同
社
と
大
奥
と
の

関
係
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。こ
の
点
を

「
縁
起
」に
見
て
い
き
ま
す
。

・
徒
目
付
北
条
平
七
の
妹
で
あ
る

「
お
な
お
」と
女
中「
の
と
」が
桂
昌
院

（
綱
吉
生
母
）に
奉
公
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。

・
同
社
の
利
益
は
、年
寄
尾
上
、右
衛

門
佐
、須
山
ら
の
信
仰
を
得
て
、常
憲
院

（
徳
川
綱
吉
）と
そ
の
御
台
所（
鷹
司

信
子
）に
も
そ
の
評
判
が
伝
わ
っ
た
。

・
こ
う
し
た
中
で
、八
重
姫
が
入
輿
す

る
際
に
祈
祷
を
行
い
、「
悪
魔

之
御

守
等
」を
差
し
上
げ
た
。

こ
れ
ら
の
記
載
内
容
か
ら
は
、「
お
な

お
」・「
の
と
」→
大
奥
女
中
→
将
軍
・
御

台
所
、と
い
う
ル
ー
ト
を
通
じ
て
秋
葉

大
権
現
社
の
信
仰
が
受
容
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
す
。

以
上
に
見
て
き
ま
し
た
よ
う
に
、信

仰
を
介
し
た
同
社
と
水
戸
徳
川
家
と

の
親
密
な
結
び
つ
き
に
よ
り
、同
社
の

信
仰
が
将
軍
家
・
大
奥
に
受
容
さ
れ
ま

し
た
。こ
の
よ
う
に「
秋
葉
神
社
文
書
」

は
、大
奥
の
信
仰
に
つ
い
て
考
え
る
際

に
重
要
な
史
料
と
言
え
ま
す
。

（
墨
田
区
文
化
財
調
査
員大

関　

直
人
）

秋
葉
大
権
現
社（
秋
葉
神
社
）の

歴
史
と
信
仰
（
下
）

狛犬



三
囲
神
社（
向
島
２—

５—

17
）

の
鳥
居
を
く
ぐ
る
と
、た
く
ま
し
い

体
格
の
狛
犬
が
参
道
の
左
右
に
一
対
、

阿あ

吽う
ん

の
姿
で
控
え
て
い
ま
す【
写
真

①
】。台
座
に
は
、「
延
享
二
年
乙
丑
歳

（
１
７
４
５
）五
月
廿
二
日
」と
刻
ま

れ
て
い
ま
す
。お
も
し
ろ
い
こ
と
に
台

座
に
は
、こ
の
狛
犬
の
奉
納
者
１
２
１

名
の
姓
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。こ
れ
ほ

ど
多
く
の
人
々
が
関
わ
る
例
は
、他
に

あ
ま
り
み
ら
れ
ま
せ
ん
。台
座
銘
を
調

べ
る
と
、そ
こ
に
さ
ま
ざ
ま
な

歴
史
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。

こ
こ
は
稲
荷
社
で
あ
る
だ
け

に
、こ
の
一
対
の
狛
犬
の
他
に

も
、阿
吽
の
形
を
と
っ
た
石
造

神
狐
が
一
対
、美
し
い
姿
を
見

せ
て
い
ま
す【
写
真
②
】。享
和

２
年（
１
８
０
２
）に
三
井
家
向
店
が

奉
納
し
た
も
の
で
、社
殿
近
く
に
安
置

さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、狛
犬
の
そ
ば
に
は
ラ
イ
オ

ン
像
も
置
か
れ
て
い
ま
す
。か
つ
て
、三

越
池
袋
店
の
店
頭
に
置
か
れ
て
い
た
も

の
で
、平
成
21
年（
２
０
０
９
）に
、奉

納
さ
れ
ま
し
た
。三
囲
神
社
と
三
井
家

の
深
い
つ
な
が
り
が
伺
え
ま
す
。

区
内
現
存
最
古
の
狛
犬
は
、牛
嶋

神
社（
向
島
１—

４—

５
）に
あ
り
ま
す

【
写
真
③
】。享
保
14
年（
１
７
２
９
）

銘
で
、台
座
の
裏
面
に
奉
納
者（
氏
子
）

の
名
前
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。　

さ
て
、こ
こ
で
、狛
犬
の
由
来
を
探

る
た
め
、「
墨
田
区
文
化
財
報
告
書
Ⅲ
」

（
平
成
10
年
３
月　

墨
田
区
教
育
委

員
会
発
行
）の
狛
犬
の
項
か
ら
少
し
引

用
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

『
狛
犬
の
狛
は
大
陸
の
地
名
で「
貊
」

の
字
が
正
し
い
と
い
う
説
も
あ
り
、ま

た
高
麗
犬
・
胡
麻
犬
と
も
書
く
が
、一

般
的
に
は
狛
犬
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
。形

式
は「
獅
子
狛
犬
」と
い
う
よ
う
に
、獅

子
と
狛
犬
と
が
向
か
い
合
い
一
対
を
な

す
の
が
通
例
で
、左
右
同
形
の
も
の
も

あ
り
、猪
の
姿
も
あ
り（
京
都
・
護
国
神

社
）猿
を
置
く
も
の
も
あ
り（
東
京
・
日

枝
神
社
）牛
を
置
く
も
の
も
あ
る（
墨

田
区
・
牛
嶋
神
社
）。』

た
し
か
に
区
内
で
は
牛
嶋
神
社
に

神
牛
が【
写
真
④
】、隅
田
川
神
社（
堤

通
２—

17—

１
）に
は
石
造
の
霊
亀
が

安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
れ
ら
は
三
囲

神
社
の
神
狐
と
同
様
、祀
ら
れ
て
い
る

神
の
使
い
と
さ
れ
る
動
物
が
、狛
犬
の

代
わ
り
と
さ
れ
た
も

の
で
す
。

ま
た
、同
報
告
書
に

は
次
の
よ
う
に
も
あ

り
ま
す
。

『（
中
略
）日
本
の
文

献
に
よ
れ
ば
、平
安
末

期
ご
ろ
宮
殿
の
魔
よ

け
の
意
味
で
清
涼
殿

の
御み

ち
ょ
う
だ
い

帳
台
の
帳と

ば
り

や
、御み

簾す

の
す
そ
を
押
さ
え
る
重お

も

し（
鎮ち

ん

子ず

）

や
扉
の
押
さ
え
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
が

記
録
さ
れ
、後
に
神
仏
習
合
と
と
も
に

専
ら
神
社
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。（
中
略
）い
ず
れ
に
し
て
も
獅
子
は

雄
で
あ
り
陽
を
意
味
し
天
を
表
わ
し
、

狛
犬
は
雌
で
あ
り
陰
を
意
味
し
地
を

表
わ
す
説
が
あ
り
、こ
の
左
右
一
対
は
、

「
正
を
守
り
、邪
を
防
ぎ
、神
社
守
護

の
標
示
で
あ
る
」と
さ
れ
て
い
る
。』

な
る
ほ
ど
、何
気
な
く
見
過
ご
し
て

い
た
狛
犬
に
も
、さ
ま
ざ
ま
な
意
味
が

あ
る
も
の
で
す
ね
。

区
内
に
は
、多
く
の
神
社
、稲
荷
社

が
あ
り
ま
す
が
、そ
れ
ぞ
れ
に
歴
史
を

も
っ
た
狛
犬
や
神
狐
の
像
が
置
か
れ
て

い
ま
す
。一
度
、訪
れ
て
ご
ら
ん
に
な
っ

て
は
い
か
が
で
す
か
。

参
考　
「
社
会
教
育
だ
よ
り
」

　
　
（
墨
田
区
教
育
委
員
会
発
行
）
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