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め
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の
標
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③
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作
り
物
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の
制
作

おわ
り
に
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］

　
大嘗
会
の
際
に
設
け
ら
れ
る
標
の
山
は
、
日
本
の
作
り
物
の
起
源
に
関
わ
る
も
の
と
さ
れ
、
主
と
　
　
　
　
る
と
、
標
の
山
は
神
の
依
り
代
と
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
、
本
来
簡
素
な
和
風
の
も
の
で
あ
っ
た

し
て
民
俗
学
の
分
野
か
ら
そ
の
意
義
が
注
目
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
そ
の
歴
史
や
実
態
に
つ
い
て
は
、
　
　
　
が
、
次
第
に
装
飾
が
増
え
中
国
化
し
た
と
す
る
通
説
に
は
大
き
な
疑
問
が
生
じ
る
。
そ
こ
で
改
め
て

いま
だ
未
解
明
の
点
も
多
い
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
平
安
初
期
の
標
の
山
が
中
国
風
の
装
飾
を
凝
ら
し
　
　
　
標
の
山
の
性
格
を
考
え
る
と
、
そ
の
起
源
は
、
す
で
に
江
戸
時
代
以
前
か
ら
一
部
で
言
わ
れ
て
き
た

た
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
『
万
葉
集
』
に
見
ら
れ
る
八
世
紀
半
ば
の
歌
　
　
　
　
よ
う
に
、
儀
式
進
行
上
の
必
要
か
ら
設
け
ら
れ
た
標
識
に
あ
り
、
そ
れ
が
独
自
の
発
展
を
遂
げ
た
も

群
から
、
新
嘗
会
の
標
の
山
が
、
同
様
な
中
国
風
の
作
り
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
大
嘗
会
　
　
　
　
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

は
本
来
新
嘗
会
と
同
一
の
祭
り
で
あ
り
、
七
世
紀
末
に
分
離
さ
れ
て
独
自
の
意
味
を
も
つ
よ
う
に
　
　
　
　
な
お
、
大
嘗
会
の
標
の
山
に
つ
い
て
、
そ
の
形
態
を
う
か
が
わ
せ
る
史
料
は
限
ら
れ
て
い
る
が
、

な
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
う
し
た
経
緯
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
種
の
作
り
物
が
、
当
初
か
ら
中
国
的
な
　
　
　
元
慶
六
年
（
八
八
二
）
の
相
撲
節
会
に
用
意
さ
れ
た
標
の
山
に
関
し
て
は
、
菅
原
道
真
が
作
っ
た
文

色
彩
の
濃
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
容
易
に
推
定
で
き
る
。
そ
の
こ
と
を
傍
証
す
る
の
が
、
和
銅
元
　
　
　
か
ら
詳
細
が
判
明
し
、
大
き
さ
や
装
飾
が
大
嘗
会
の
も
の
と
類
似
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の

年
（
七
〇
八
）
の
大
嘗
会
の
状
況
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
伝
え
た
『
続
日
本
紀
』
の
天
平
八
年
（
七
三
　
　
文
に
つ
い
て
の
従
来
の
読
み
に
は
不
十
分
な
点
が
あ
る
の
で
、
改
め
て
訓
読
を
掲
げ
参
考
と
し
た
。

六
）
の
記
事
は
、
作
り
物
の
橘
が
金
銀
珠
玉
の
装
飾
と
と
も
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
従
っ
て
、
大
嘗
会
の
標
の
山
は
、
大
嘗
会
の
成
立
に
近
い
時
点
で
中
国
的
な
性
格
を
持
っ
て
い

た
わ
け
で
、
そ
の
特
色
は
お
そ
ら
く
大
嘗
会
の
成
立
時
点
に
ま
で
遡
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
見

2
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は
じ
め
に

日
本
の
作
り
物
の
歴
史
を
論
ず
る
場
合
、
大
嘗
会
の
標
の
山
を
抜
き
に
し
て
進
め

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
事
実
標
の
山
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
、
後
代
に
多

様
な
展
開
を
見
せ
る
作
り
物
の
、
い
わ
ば
元
祖
と
い
っ
た
扱
い
を
う
け
て
き
た
。
大

嘗
会
の
起
源
が
、
以
前
亨
え
ら
れ
て
い
た
ほ
ど
古
く
な
い
と
さ
れ
つ
つ
あ
る
札
民
、

こ
れ
を
作
り
物
の
源
と
位
置
付
け
て
よ
い
か
ど
う
か
は
、
後
に
も
述
べ
る
よ
う
に
問

題
で
あ
る
。
し
か
し
最
も
古
く
、
し
か
も
大
規
模
な
作
り
物
の
一
種
と
い
う
こ
と
は

確
か
で
あ
っ
て
、
作
り
物
の
源
流
を
考
え
る
重
要
な
手
が
か
り
で
あ
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
。
本
稿
で
は
、
主
と
し
て
文
献
史
料
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
標

の
山
の
八
・
九
世
紀
に
お
け
る
実
態
と
、
そ
こ
か
ら
考
え
ら
れ
る
始
原
期
の
様
相
に

つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

@
大
嘗
会
の
標
の
山

標
の
山
の
実
物
は
、
作
り
物
の
常
と
し
て
現
存
し
な
い
。
し
か
し
文
献
史
料
の
記

載
か
ら
、
お
お
よ
そ
の
姿
は
想
像
が
つ
く
。
ま
ず
有
名
な
の
は
、
仁
明
天
皇
の
大
嘗

会
の
時
の
標
の
山
で
あ
る
。
標
の
山
は
、
大
嘗
会
に
奉
仕
す
る
よ
う
悠
紀
・
主
基
に

指
定
さ
れ
た
二
国
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
用
意
す
る
定
め
で
、
当
年
の
こ
と
は
「
続
日

本
後
紀
』
天
長
十
年
(
八
二
一
三
)
十
一
月
十
六
日
(
戊
辰
)

の
記
事
に
次
の
よ
う
に

見
え
る
。戊

辰
。
御
二
豊
楽
院
一
、
終
日
宴
楽
。
悠
紀
主
基
共
立
レ
標
。
其
標
、
悠
紀
則
慶

山
之
上
栽
二
梧
桐
1

両
鳳
集
一
其
上
。
従
二
其
樹
中
一
起
一
主
色
雲
1

々
上
懸
一
志

紀
近
江
田
字
1

其
上
有
一
一
日
像
1

日
上
有
二
半
月
像
。
其
山
前
有
二
天
老
及
麟

像
-
其
後
有
ゃ
連
理
呉
竹
。
主
基
則
慶
山
之
上
栽
二
恒
春
樹
一
。
々
上
迂
二
五
色

々
上
有
レ
霞
。
々
中
掛
一
一
、
玉
基
備
中
四
字
一
。
且
其
山
上
有
ド
西
王
母
献
二

卿
雲
可

益
地
図
1

及
倫
一
主
母
仙
桃
一
童
子
、
鷺
鳳
膜
麟
等
像
h

其
下
鶴
立
失
。
於
レ
是

悠
紀
標
忽
被
一
一
風
吹
折
1

工
人
扶
持
、
乃
興
ー
復
之
一
。

こ
の
時
、
悠
紀
固
と
な
っ
た
近
江
の
標
の
山
は
、

山
上
、
梧
桐
を
栽
え
、
両
鳳
、
そ
の
上
に
集
ま
る
。
そ
の
樹
中
よ
り
、
五
色
の

雲
を
起
て
、
雲
の
上
「
悠
紀
近
江
」
の
四
字
を
懸
く
。
そ
の
上
、
日
像
あ
り
。

日
上
、
半
月
の
像
あ
り
。
そ
の
山
の
前
に
天
老
及
び
麟
の
像
あ
り
。
そ
の
後
に

連
理
の
呉
竹
あ
り
。

と
い
う
豪
華
な
も
の
で
あ
っ
た
。
「
両
鳳
」
と
は
ニ
匹
の
鳳
風
、
「
日
像
」
は
太
陽
の

形
、
天
老
は
、
中
国
の
伝
説
上
の
君
主
、
黄
帝
の
臣
下
、
麟
は
麟
麟
で
あ
る
。
そ
の

う
し
ろ
に
枝
の
連
な
っ
た
呉
竹
が
植
わ
っ
て
い
た
。
真
弓
常
忠
氏
は
、
こ
れ
は
「
韓

詩
外
伝
』
に
基
づ
く
作
り
物
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
(
心
。

一
方
、
主
基
固
の
備
中
が
用
意
し
た
標
の
山
も
、
こ
れ
に
優
る
と
も
劣
ら
な
い
も

の
で
あ
っ
た
。

慶
山
の
上
、
恒
春
樹
を
栽
え
、
樹
上
、
五
色
の
卿
雲
を
詑
ぶ
。
雲
上
、
震
あ
り
。

霞
の
中
「
主
基
備
中
」
の
四
字
を
掛
く
。
且
つ
そ
の
山
上
、
西
王
母
の
益
地
図

を
献
じ
、
及
び
王
母
の
仙
桃
を
倫
む
童
子
、
鷲
鳳
・
願
麟
等
の
像
あ
り
。
そ
の

下
に
鶴
立
つ
。

こ
の
山
上
の
作
り
物
の
う
ち
、
恒
春
樹
は
仙
界
の
香
樹
で
あ
る
。
西
王
母
が
益
地

図
を
献
ず
る
と
い
う
の
は
、
仙
女
で
あ
る
西
王
母
が
、
広
が
っ
た
領
土
の
図
を
聖
王

(
こ
の
場
合
は
天
皇
)
に
献
ず
る
情
景
な
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
西
王
母
の
園
に
生
え

る
仙
桃
は
、
疲
労
や
悩
み
を
除
く
効
果
を
持
ち
、
千
年
に
一
度
し
か
結
実
し
な
い
め

で
た
い
果
物
で
あ
る
。
そ
の
典
拠
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
こ
れ
が
漢
籍
に
基
づ
く
表

現
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
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こ
う
し
た
賛
を
凝
ら
し
た
標
の
山
の
姿
を
、
あ
る
程
度
視
覚
化
し
て
見
せ
て
く
れ

る
の
が
、
も
と
鷹
司
家
伝
来
の

「大
嘗
祭
図
」
(
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
)
で
あ
る
(
挿
図
)
。

図
に
は
悠
紀
・
主
基
の
標
の
山
が
、
か
な
り
大
き
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、

後
述
の
よ
う
に
搬
入
の
時
、
「
曳
夫
二
十
人
」
で
引
か
れ
る
と
い
う
こ
と
や
(
『儀
式
」

巻
三
)
、
『儀
式
』
第
二
に
み
え
る
「
造
標
屋
」
(
標
を
造
る
た
め
の
仮
屋
)
が
、
「
広

方
四
丈
、
高
三
丈
八
尺
、

四
面
有
庇
」
と
い
う

規
模
で
あ
っ
た
こ
と
、
あ
と
で
述
べ
る
相
撲
節

悠紀の標の山

会
の
標
の
大
き
さ
な
ど
か
ら
み
て
も
、
巨
大
な

作
り
物
で
あ

っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
た

だ

『大
嘗
祭
図
』
の
襟
の
山
は
、
そ
の
作
り
が

大嘗会図

先
の

『続
日
本
後
紀
」
の
記
述
と
あ
ま
り
に
も

よ
く
似
て
い
る
。
本
来
趣
向
を
競
い
合
っ
た
で

あ
ろ
う
標
の
山
が
、
連
年
同
じ
で
あ
っ
た
と
は

① 

考
え
に
く
い
。
「
続
日
本
後
紀
』
に
よ
る
復
一
冗

想
像
図
と
み
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

@
新
嘗
会
の
標
の
山

主基の標の山

し
か
し
前
節
に
み
る
よ
う
な
襟
の
山
が
、
大

嘗
会
本
来
の
も
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
疑

聞
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
き
た
。
作
り
物
の
テ
l

大嘗会図

マ
に
、
中
国
の
神
仙
思
想
な
ど
の
影
響
が
色
濃

く
反
映
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で

② 

は
な
い
。
天
長
十
年
よ
り
十
年
前
、
弘
仁
十
四

年
(
八
二
三
)
に
行
わ
れ
た
淳
和
天
皇
の
大
嘗

会
で
は
、
天
皇
の
代
替
わ
り
が
頻
繁
で
人
民
に

た
。

と
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
措
置
が
取
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ

弊
害
が
多
い
と
い
う
理
由
で
、
装
飾
を
省
く
こ

一
切
不
レ用
玩
好
金
銀
刻
鎮
等
之
館

。
唯
標
者
以
レ
榊
造
レ
之
、
用
一一
橘
弁
木
綿

等
筋
レ
之
。
即
書
一一悠
紀
主
基
字
ぺ
以
着
二
樹
末
一。
凡
以
一-清
素
ゃ供

神

態
一耳
。

(
一
切
玩
好
金
銀
刻
鎖
等
の
筋
り
を
用
い
す
。
唯
襟
は
榊
を
以
て
之
を
造
り
、
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橘
井
ぴ
に
木
綿
等
を
用
い
て
之
を
飾
る
。
即
ち
悠
紀
・
主
基
の
字
を
書
し
、

す
ベ

以
て
樹
の
末
に
着
く
。
凡
て
清
素
を
以
て
神
態
に
供
す
る
の
み
)

標
の
山
の
本
来
の
姿
は
、
こ
う
し
た
素
朴
な
も
の
で
あ
り
、
『
続
日
本
後
紀
』
の

よ
う
な
形
は
、
唐
風
化
の
結
果
生
じ
た
二
次
的
な
も
の
と
い
う
の
が
有
力
な
見
方
で

あ
ろ
う
。
標
の
山
は
、
元
来
神
の
依
り
代
で
あ
っ
た
と
す
る
折
口
信
夫
の
説
は
そ
の

代
表
で
あ
り
、
そ
う
し
た
認
識
を
背
景
に
し
て
い
必
o

標
の
山
に
つ
い
て
は
、
江
戸

時
代
以
来
、
悠
紀
・
主
基
国
の
「
標
」
の
木
が
、
華
美
肥
大
化
し
た
も
の
と
す
る
説

が
一
般
化
し
て
い
た
。
折
口
は
、
そ
の
よ
う
な
通
説
と
は
全
く
異
な
る
新
解
釈
を
提

示
し
た
の
で
あ
る
。
標
の
山
を
神
の
依
り
代
と
み
、
後
世
の
祭
礼
に
お
け
る
様
々
な

鉾
、
山
車
な
ど
を
、
そ
の
多
様
な
展
開
と
み
る
折
口
説
は
、
い
ま
も
通
説
の
位
置
を

失
っ
て
い
な
い
。

し
か
し
標
の
山
が
依
り
代
で
あ
り
、
本
来
素
朴
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
理
解
に

問
題
は
全
く
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
注
意
さ
れ
る
の
は
、
大
嘗
祭
と
深
い
関
わ

り
の
あ
る
新
嘗
祭
に
と
も
な
う
宴
で
も
、
早
く
か
ら
作
り
物
が
用
意
さ
れ
て
い
た
ら

し
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
『
万
葉
集
』
巻
十
九
に
載
せ
ら
れ
た
新
嘗
会
の

宴
の
歌
(
四
二
七
三

1
七
八
)

か
ら
推
定
さ
れ
る
。

廿
五
日
新
嘗
会
津
宴
応
レ
詔
歌
六
首

あ
め
っ
ち
と

天
地
与

あ

ひ

き

か

え

む

と

相
左
可
延
牟
等

お
ほ
み
や
を

大
宮
乎

っ

か

へ

ま

つ

れ

ば

た

ふ

と

く

う

れ

し

き

都
可
倍
麻
都
礼
婆
貴
久
字
礼
之
伎

右
一
首
、
大
納
言
巨
勢
朝
臣

あ

め

に

は

も

天
伝
波
母

ほ

っ

つ

な

は

ふ

よ

ろ

づ

ょ

に

五
百
都
綱
波
布
万
代
か

く

に

し

ら

さ

む

と

国
所
レ
知
牟
等

五
百
都
¥
て
奈
波
布
似
古

歌
而
未
詳

右
一
首
、
式
部
卿
石
川
年
足
朝
臣

あ

め

っ

ち

と

ひ

さ

し

き

ま

で

に

天
地
与
久
万
豆
伝

よ

ろ

づ

ょ

に

万
代
伝

っ

か

へ

ま

つ

ら

む

都
可
倍
麻
都
良
牟

く

ろ

き

し

ろ

き

を

黒
酒
白
酒
乎

右
一
首
、
従
三
位
文
室
智
努
真
人

嶋}
山2
カミに

て

れ

る

た

ち

ば

な

う

ず

に

さ

し

照
在
橘
宇
受
か
左
之

仕

奉

者

ま
へ
っ
き
み
た
ち

卿
大
夫
等

右
一
首
、
右
大
弁
藤
原
八
束
朝
臣

そ
で
た
れ
て

袖
垂
而

ざ

わ

が

そ

の

に

う

ぐ

ひ

す

の

伊
射
吾
苑
か
駕
乃

こ
づ
た
ひ
ち
ら
す

木
伝
令
レ
落

う
め
の
は
な
み
に

梅
花
見
伝

右
一
首
、
大
和
国
守
藤
原
永
手
朝
臣

あ

し

ひ

き

の

足
日
木
乃

や

ま

し

た

ひ

か

げ

夜
麻
之
多
日
影

か

づ

ら

け

る

可
豆
良
家
流

へ

に

や

さ

ら

に

宇
倍
か
也
左
良
か

う

め

を

し

の

は

む

梅
乎
之
努
波
牟

右
一
首
、
少
納
言
大
伴
宿
祢
家
持

こ
れ
ら
一
連
の
歌
は
、
天
平
勝
宝
四
年
(
七
五
二
)
十
一
月
二
十
五
日
の
宴
で
詠

ま
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
に
橘
の
あ
っ
た
こ
と
が
、
藤
原
八
束
の
歌
か
ら
わ

か
る
。

嶋
山
に

照
れ
る
橘

う
ず
に
刺
し

仕
へ
奉
る
は

こ
の
歌
の
「
島
山
」
は
、
庭
園
と
解
す
る
説
も
あ
る
が
、
新
嘗
会
の
宴
は
宮
城
中

心
部
で
催
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
庭
園
の
橘
と
い
う
の
で
は
理
解
し
に
し
川
c

こ
こ

は
や
は
り
、
庭
園
の
築
山
の
よ
う
に
樹
木
を
植
え
付
け
た
標
の
山
的
な
存
在
を
考
え

卿
大
夫
た
ち

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
れ
に
は
、
他
の
作
り
物
も
飾
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。

続
く
藤
原
永
手
の
歌
は
、
そ
の
こ
と
を
示
唆
す
る
。

袖
垂
れ
て

い
ざ
我
が
苑
に

梅
の
花
見
に

木
伝
ひ
散
ら
す

う
ぐ
ひ
す
の

こ
れ
は
「
私
の
庭
園
へ
、
う
ぐ
い
す
が
散
ら
す
梅
花
を
見
に
行
こ
う
」
と
い
う
歌

で
あ
る
が
、
こ
の
季
節
に
、
う
ぐ
い
す
や
梅
の
花
が
存
在
す
る
は
ず
は
な
い
。
作
り

物
の
梅
の
木
に
添
え
ら
れ
た
う
ぐ
い
す
に
触
発
さ
れ
て
の
詠
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

、っ。
こ
れ
と
似
た
状
況
は
、
同
じ
『
万
葉
集
」
巻
十
九
の
大
伴
家
持
の
歌
(
四
二
六
六
、

四
二
六
七
)
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。

為
レ
応
レ
詔
儲
作
歌
一
首
井
短
歌
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ち

し

〉

き

り

や

コ

を

の

う

へ

の

つ

が

の

き

の

い

や

つ

ぎ

つ

ぎ

に

ま

つ

が

ね

の

た

ゆ

る

こ

と

な

安
之
比
奇
詩
人
峯
能
宇
倍
能
都
我
能
木
能
伊
也
継
¥
て
か
松
根
能
絶
事
奈

ち

を

に

よ

し

な

ら

み

や

こ

に

よ

ろ

づ

ょ

に

く

に

し

ら

さ

む

と

や

す

み

し

し

わ

が

お

ほ

き

み

久

青

丹

余

志

奈

良

能

京

師

伝

万

代

か

国

所

レ

知

等

安

美

知

之

吾

大

皇

う

ド

?

が

ョ

ほ

し

め

し

て

と

よ

の

あ

か

り

め

す

け

ふ

の

ひ

は

も

の

の

ふ

の

や

か

枠

奈

我

良

於

母

保

之

売

志

豆

豊

宴

見

為

今

日

者

毛

能

乃

布

能

八

そ

E
b
乃

を

乃

し

ま

や

ま

に

あ

か

る

た

ち

ば

な

ろ

ず

に

き

し

ひ

も

と

き

さ

け

て

ち

と

せ

ほ

き

ほ

き

十

作

雄

能

嶋

山

か

安

可

流

橘

字

受

伝

指

紐

解

放

而

千

年

保

伎

保

吉

と

よ

も

し

ゑ

ら

ゑ

ら

に

つ

か

へ

ま

つ

る

を

み

る

が

た

ふ

と

さ

等

余

毛

之

恵

良

恵

良

伝

仕

奉

乎

見

之

貴

者

須す
売め
呂ろ罫
伎き空
能の首

み

よ

よ

ろ

づ

ょ

に

御
代
万
代
か

か

く

し

こ

そ

如
是
許
曽

め

し

あ

き

ら

め

め

見
為
安
伎
良
目
米

立
年
之
葉
伝

右
二
首
、
大
伴
宿
祢
家
持
作
之
。

こ
の
歌
は
、
天
皇
の
詔
が
あ
っ
た
時
の
た
め
、
宴
な
ど
で
披
露
す
べ
く
あ
ら
か
じ

め
家
持
が
用
意
し
て
お
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
長
歌
の
中
に
、
「
島
山
に

赤
る
橘

う
ず
に
刺
し
」
と
、
橘
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
島
山
も
、
普
通
庭
園
の
意
に
解

さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
(
引
。
し
か
し
反
歌
の
表
現
を
見
る
と
、
そ
う
と
は
考
え
に
く

ぃ
。
即
ち
反
歌
に
は
、
「
立
つ
年
の
は
に
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
を
四
一
六
八
番
歌
の

本
注
に
「
毎
年
、
調
之
等
之
か
か
」
と
見
え
る
こ
と
と
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
こ
の
歌

の
披
露
さ
れ
る
場
は
一
年
に
一
度
の
宴
と
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ

に
つ
い
て
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
養
老
の
神
祇
令
十
四
条
に
次
の
よ
う
な
規
定
の
あ
る

こ
と
で
あ
る
。

凡
大
嘗
者
、
毎
世
一
年
、
国
司
行
事
。
以
外
、
毎
年
所
司
行
事
。

(
凡
そ
大
嘗
は
、
世
毎
に
一
年
、
国
司
事
を
行
え
。
以
外
は
、
年
毎
に
所
司
事

[大嘗会の作り物I・M ・-東野治之

を
行

h

え
)

歌
に
詠
ま
れ
た
宴
が
一
年
一
度
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
家
持
が
わ
ざ
わ
ざ
そ
の
た

め
に
歌
を
用
意
し
た
こ
と
な
ど
を
考
慮
す
る
な
ら
、
こ
の
歌
の
「
豊
の
宴
」
と
は
、

通
常
の
正
月
の
宴
な
ど
で
は
な
く
、
と
り
も
な
お
さ
ず
新
嘗
会
の
宴
と
考
え
る
べ
で

あ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
こ
れ
も
ま
た
、
新
嘗
会
に
橘
を
伴
、
つ
標
の
よ
う
な
も
の
が
準

偏
さ
れ
た
一
証
と
い
え
る
。

大
嘗
会
の
標
の
山
に
似
た
作
り
物
が
、
新
嘗
会
に
も
あ
っ
た
ら
し
い
の
は
、
偶
然

と
は
思
え
な
い
。
大
嘗
祭
は
、
長
ら
く
古
来
の
祭
儀
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
近
年

の
研
究
で
、
そ
の
成
立
も
七
世
紀
末
ま
で
下
が
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い

る
。
即
ち
大
嘗
祭
は
、
そ
れ
ま
で
か
ら
あ
っ
た
新
嘗
祭
か
ら
、
天
武
天
皇
の
時
代
に

分
離
さ
れ
、
即
位
儀
礼
の
一
つ
と
し
て
意
義
付
け
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
確
か

に
養
老
の
神
祇
令
で
は
、
前
掲
の
よ
う
に
、
天
皇
代
替
わ
り
後
一
回
限
り
し
か
行
わ

れ
な
い
大
嘗
祭
も
、
毎
年
行
わ
れ
る
新
嘗
祭
も
、

一
括
し
て
「
大
嘗
」
と
呼
ば
れ
て

い
る
。
こ
の
規
定
は
、
大
宝
令
(
七

O
一
年
成
立
)
以
来
の
も
の
で
、
大
嘗
祭
の
成

立
が
、
八
世
紀
初
頭
を
隔
た
る
こ
と
遠
く
な
い
時
期
に
あ
っ
た
た
め
と
み
る
の
が
定

説
で
あ
(
日
。
大
嘗
祭
の
あ
と
に
行
わ
れ
る
宴
会
も
、
当
然
大
嘗
祭
と
同
時
に
成
立
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
遡
れ
ば
新
嘗
祭
に
伴
う
宴
が
源
と
み
て
よ
い
。
そ
の
宴
に
用

意
さ
れ
る
標
の
山
の
よ
う
な
作
り
物
も
、
共
通
の
祖
先
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。

@
大
嘗
会
の
作
り
物
の
初
期
形
態

で
は
大
嘗
会
に
し
ろ
、
新
嘗
会
に
し
ろ
、
こ
の
種
の
作
り
物
は
、

い
つ
ご
ろ
ま
で

遡
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
従
来
注
意
さ
れ
て
い
な
い
が
、
天
平

八
年
(
七
三
六
)
十
一
月
十
一
日
(
丙
戊
)
に
行
わ
れ
た
葛
城
王

(
橘
諸
兄
)

姓
請
願
が
、
有
力
な
手
が
か
り
に
な
る
と
思
う
。
こ
の
日
、
葛
城
王
・
佐
為
王
ら
の

兄
弟
は
、
天
皇
に
上
表
し
て
、
母
三
千
代
の
賜
っ
た
橘
宿
禰
と
い
う
姓
を
継
ぎ
た
い

と
申
し
出
た
。
そ
の
中
で
兄
弟
は
、
母
が
賜
姓
さ
れ
た
時
の
事
情
を
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

和
船
元
年
十
一
月
廿
一
日
、
供
奉
挙
国
大
嘗
。
廿
五
日
、
御
宴
。
天
皇
、
誉

忠
誠
之
至
、
賜
浮
杯
之
橘
、
勅
目
、
橘
者
、
菓
子
之
長
上
、
人
所
好
。
桐
凌
霜

雪
而
繁
茂
、
葉
経
寒
暑
而
不
彫
。
与
珠
玉
共
競
光
、
交
金
銀
以
違
美
。
是
以
、 の

賜

2う
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汝
姓
者
、
賜
橘
宿
禰
也
。

(
和
銅
元
年
十
一
月
二
十
一
日
、
国
を
挙
り
て
の
大
嘗
に
供
奉
す
。
二
十
五
日
、

御
宴
あ
り
。
天
皇
、
忠
誠
の
至
れ
る
を
誉
め
、
杯
に
浮
べ
る
橘
を
賜
い
、
勅
し

て
日
わ
く
、
橘
は
菓
子
の
長
上
に
し
て
、
人
の
好
む
所
。
桐
は
霜
雪
を
凌
ぎ
て

L
ほ

繁
茂
し
、
葉
は
寒
暑
を
経
て
彫
ま
ず
。
珠
玉
と
共
に
光
を
競
い
、
金
銀
に
交
り

て
以
て
遍
美
な
り
。
是
を
以
て
、
汝
の
姓
は
橘
宿
禰
と
賜
う
也
)

文
中
の
和
銅
元
年
(
七

O
八
)
十
一
月
は
、
元
明
天
皇
の
即
位
に
伴
う
大
嘗
祭
が

行
わ
れ
た
と
き
で
あ
る
。
そ
の
後
の
宴
で
、
天
皇
は
県
犬
養
三
千
代
の
忠
節
を
た
た

ぇ
、
橘
と
い
う
姓
を
与
え
た
。
こ
こ
に
杯
に
う
か
べ
た
橘
が
登
場
す
る
の
は
、
偶
然

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
先
の
弘
仁
十
四
年
の
例
(
『
類
衆
国
史
」
)
か
ら
み
て
も
、
大
嘗

会
の
宴
に
橘
を
使
っ
た
作
り
物
が
用
意
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
し
か
も

そ
れ
は
、
橘
だ
け
を
主
に
す
る
素
朴
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
橘
が
「
珠

玉
と
共
に
光
を
競
」
う
と
か
、
「
金
銀
に
交
り
て
以
っ
て
斜
よ
美
し
」
い
と
い
う
表

現
は
、
さ
き
に
ふ
れ
た
「
玩
好
・
金
銀
刻
鎮
等
」
を
用
い
た
標
の
山
の
よ
う
な
も
の

を
念
頭
に
置
か
な
け
れ
ば
、
理
解
で
き
ま
い
。
通
常
の
比
較
表
現
と
し
て
は
、
何
と

も
不
自
然
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
標
の
山
は
平
城
遷
都
以
前
、
既
に
八
世
紀
初
頭
に
お

い
て
、
中
国
風
の
装
飾
を
凝
ら
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
九
世
紀

の
標
の
山
は
、
中
国
化
の
さ
ら
に
進
ん
だ
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
大
嘗
祭
が
、
七
世

紀
末
に
即
位
儀
礼
の
一
環
と
し
て
成
立
し
た
と
す
れ
ば
、
固
有
信
仰
を
基
盤
に
す
る

神
事
、
宴
会
と
は
い
え
、
そ
う
し
た
外
来
要
素
が
摂
取
さ
れ
て
い
て
も
不
自
然
で
は

な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
即
位
の
儀
式
で
大
き
な
役
割
を
果
た
す
高
御
座
(
タ
カ

ミ
ク
ラ
)
が
、
八
角
形
の
平
面
を
持
ち
、
中
国
的
な
装
飾
を
持
つ
調
度
で
あ
っ
た
こ

と
が
想
起
さ
れ
よ
う
。
大
嘗
会
と
新
嘗
会
の
作
り
物
の
先
後
関
係
は
明
ら
か
に
で
き

な
い
が
、
新
嘗
会
の
方
に
、
こ
の
よ
う
な
要
素
が
先
立
っ
て
入
っ
て
い
た
の
か
も
知

れ
な
い
。
な
お
、
中
国
で
既
に
こ
う
し
た
作
り
物
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
節
日

や
皇
帝
誕
生
日
に
華
美
な
「
仮
花
、
仮
果
」
な
ど
の
進
奉
を
禁
じ
た
神
龍
三
年
(
七

O
七
)
四
月
二
十
七
日
の
制
(
『
冊
府
元
亀
』
巻
六
三
、
帝
王
部
、
発
号
令
)
な
ど
か

ら
知
ら
れ
、
ま
た
新
彊
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
で
出
土
し
た
絹
製
の
也
恥
ゃ
、
陳
西
省
法

門
寺
で
発
見
さ
れ
た
宝
物
中
に
含
ま
れ
る
銀
製
の
一
対
の
蓮
(
動
な
ど
か
ら
も
明
ら
か

で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
折
口
説
の
よ
う
な
見
通
し
が
成
り
立
つ
か
ど
う
か
は
、

微
妙
な
問
題
に
な
っ
て
こ
よ
う
。
少
な
く
と
も
標
の
山
が
、
当
初
素
朴
な
形
か
ら
出

発
し
た
と
い
う
証
拠
は
な
い
。
そ
れ
が
神
の
依
り
代
で
あ
っ
た
と
い
う
説
明
も
、
格

別
根
拠
が
あ
る
わ
け
で
な
く
、
再
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
実
の
と
こ
ろ
、
依
り
代

と
解
し
て
は
不
都
合
な
側
面
が
、
標
の
山
に
は
あ
る
。
ま
ず
神
の
依
り
代
と
い
う
よ

う
な
重
要
な
も
の
な
ら
ば
、
大
嘗
祭
の
祭
場
に
持
ち
込
ま
れ
る
べ
き
は
ず
で
あ
る
の

に
、
標
の
山
が
祭
儀
の
中
で
演
じ
る
役
割
は
な
い
。
『
儀
式
』
(
第
一
一
一
)
に
よ
れ
ば
、

ま
ず
標
は
悠
紀
・
主
基
各
一
基
、
東
西
両
路
か
ら
大
嘗
宮
に
向
か
っ
て
曳
き
進
め
ら

れ
る
。

詣
一
元
嘗
宮
諮
問
鞍
謡

r、
其
行
列
也
、
神
祇
官
神
部
四
人
前
行
(
中
略
)

次
神
服
長
二
人
(
中
略
)
次
神
服
男
七
十
二
人
(
中
略
)
次
神
服
女
五
十
人
(
中

略
)
神
祇
官
人
一
人
立
一
路
中
央
一
(
中
略
)
次
神
服
宿
禰
一
人
(
中
略
)
次
縛

服
案
(
中
略
)
次
国
前
行
二
十
人
(
中
略
)
湯
二
向
井
(
中
略
)
次
主
礼
二
人
(
中

略
)
次
次
第
司
一
人
(
中
略
)
次
標
一
基
賭
首
公
故
(
中
略
)

そ
し
て
宮
城
の
会
日
目
、
応
天
両
門
を
経
て
、
神
祇
官
人
に
よ
っ
て
朝
集
殿
院
の
庭

に
置
か
れ
た
。

衛
門
開
一
一
会
昌
応
天
朱
雀
コ
一
門
一
知
一
一
元
会
儀
一
、
供
物
入
二
応
天
門
一
(
中
略
)
次

神
祇
官
左
右
分
列
、
率
両
国
供
物
一
参
入
鵬
説
明
ι炉
勾
罵
駐
留
到
一
一

大
嘗
宮
南
門
外
一
、
即
悠
紀
左
廻
、
主
基
右
廻
、
共
到
一
花
門
一
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標
の
山
は
こ
の
後
、
大
嘗
宮
の
営
ま
れ
た
朝
堂
院
に
運
び
入
れ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、

祭
儀
の
最
中
、
終
始
祭
場
の
外
に
置
か
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
大
嘗
祭
の
神
事
が
終

了
し
て
の
ち
は
、
辰
の
日
の
宴
の
た
め
、
祭
場
か
ら
の
国
司
ら
の
行
列
に
加
え
ら
れ
、

都
の
街
路
を
練
り
引
か
れ
て
、
豊
楽
院
の
中
庭
に
移
さ
れ
る
(
『
儀
式
』
第
四
)
。

祭
礼
巳
畢
、
百
官
各
退
、
伴
・
佐
伯
宿
禰
聞
こ
大
嘗
宮
門
1

二
刻
、
神
祇
官
中

臣
忌
部
、
率
二
御
一
盛
等
一
、
鎮
ニ
祭
大
嘗
宮
殿
「
其
幣
如
レ
初
、
誌
即
令
二
下
両
国
人

夫
一
壊
中
却
大
嘗
宮
上
(
中
略
)
誌
両
国
標
井
倉
代
等
雑
物
、
運
一
点
阻
於
豊
楽
院
中

庭
「
部
領
担
丁
皆
退
出

こ
の
経
過
を
み
る
限
り
、
標
の
山
は
あ
く
ま
で
悠
紀
・
主
基
国
の
用
意
す
る
装
飾

物
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
「
両
国
の
標
、
井
ぴ
に
倉
代
等
の
雑

物
」
と
い
う
表
現
が
、
標
の
位
置
付
け
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。

標
の
山
を
神
の
依
り
代
と
す
る
一
つ
の
根
拠
と
思
わ
れ
る
の
は
、
標
に
シ
メ
の
訓

が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
シ
メ
は
境
界
を
設
け
る
こ
と
、
即
ち
神
の
依
り
付
く
神
聖
な

場
所
を
結
界
し
た
の
が
、
標
の
山
と
い
う
こ
と
で
あ
る
ら
し
い
。
確
か
に
標
に
は
堺

し
占
有
す
る
意
味
は
あ
る
。
し
か
し
古
代
の
宮
城
で
は
、
儀
式
な
ど
に
お
け
る
人
や

物
の
目
印
と
し
て
、
し
ば
し
ば
「
標
」
が
立
て
ら
れ
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
い
ま

二
、
三
の
例
を
示
せ
ば
、
ま
ず
新
嘗
会
の
前
日
に
立
て
ら
れ
る
親
王
や
諸
臣
の
標
が

あ
る
(
『
儀
式
」
第
五
)
。
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前
一
日
(
中
略
)
式
部
丞
率
二
史
生
省
掌
等
一
立
レ
晶
持
者
当
理
完
結
対
日
駅

紘
一
円
糊
一
一
崩
、
同
様
な
標
は
、
践
昨
大
嘗
祭
で
も
設
置
さ
れ
た
(
『
儀
式
』
第
二
)
。

是
日
次
第
司
判
官
主
典
、
率
一
主
礼
等
一
立
二
歯
簿
標
-
騎
陣
連
行
、
相
去
之
問
、

一
丈
五
尺
、
歩
陣
七
尺
、
即
到
二
親
所
一
亦
立
レ
標
、
自
ニ
後
方
大
門
右
披
一
而
右

去
四
許
丈
、
立
二
節
旗
標
一
、
後
去
一
丈
五
尺
、
立
一
元
臣
標
一
、
去
レ
之
一
丈
五
尺
、

立
二
少
納
言
標
一
、
去
レ
之
五
許
尺
、
立
二
外
記
標
二
一
喧
妨
時
一
色
白
二
少
納
言
標
一

去
レ
之
一
丈
五
尺
、
立
二
鉦
標
-
、
去
レ
之
一
丈
、
立
二
鼓
標
一
、
自
二
鉦
鼓
両
標
間
一

左
右
相
去
各
一
丈
、
立
二
兵
庫
寮
標
二
-
自
二
鼓
標
一
去
レ
之
一
丈
、
更
右
折
二

丈
、
立
…
御
前
次
第
司
長
官
標
-
其
後
去
レ
之
六
尺
、
立
一
一
次
官
標
一
、
去
レ
之
六

尺
、
立
一
判
官
標
一
、
去
レ
之
六
尺
、
立
一
一
主
典
標
1

去
レ
之
一
丈
、
立
一
一
主
礼
標
一

五
月
五
日
の
競
馬
の
際
は
、
そ
の
標
と
し
て
え
が
使
わ
れ
て
い
る
(
「
延
喜
式
」
雅

楽
寮
)
0凡

五
月
五
日
、
省
寮
率
一
一
楽
人
一
候
、
又
競
馬
標
料
文
二
竿
、
立
一
一
第
三
的
南
十

丈
-
六
日
亦
同

『
和
名
類
衆
抄
」
(
巻
四
、
雑
芸
、
競
馬
の
条
)
に
、

本
朝
式
云
、
五
月
五
日
競
馬
割
引
子
献
立
レ
標
棚
上
海
一

と
あ
る
の
は
、
同
じ
こ
と
を
指
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
伊
勢
貞
丈
は
こ
の
標
に

つ
い
て
、
「
馬
場
末
に
標
を
立
て
、
此
標
を
は
や
く
乗
り
越
え
た
る
を
勝
と
す
る
也
。

標
と
は
し
る
し
に
木
を
立
置
也
。
し
る
し
木
と
も
、
勝
負
の
木
と
も
云
」
と
い
っ
て

い
る
。
要
す
る
に
標
は
シ
ル
シ
で
あ
る
か
ら
、
左
の
よ
う
に
杭
の
場
合
も
あ
り
、
榊

を
立
て
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

預
前
十
日
、
移
二
送
兵
部
・
木
工
寮
1

射
殿
之
前
、
量
二
定
歩
数
一
、
便
建
一
一
標
机
一

(
『
延
喜
式
』
兵
庫
寮
、
大
射
条
)

ト
二
定
斎
場
(
中
略
)
卜
詑
立
二
標
四
角
一
一
千
椅
桝
一
方
四
十
八
丈
為
レ
限
、
即
令
一
一
下

山
城
国
葛
野
愛
宕
両
郡
司
一
守
t
之
(
『
儀
式
」
第
二
)
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大
嘗
会
の
標
も
、
や
は
り
こ
う
し
た
シ
ル
シ
木
の
転
化
し
た
も
の
と
解
す
べ
き
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
一
条
兼
良
は
『
代
始
和
抄
』
(
『
御
代
始
和
抄
」
)
に
お
い
て
、

既
に
「
標
の
山
と
い
ふ
は
、
大
嘗
宮
の
前
に
両
国
の
国
司
列
立
す
べ
き
所
の
し
る
し

の
木
に
、
大
き
な
る
山
を
作
り
、
さ
ま
ざ
ま
の
作
り
物
を
飾
り
て
是
を
引
き
立
つ
る
」

も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
大
嘗
会
に
つ
い
て
は
、
特
に
標
の
こ
の
よ
う
な
装
飾
化

が
著
し
か
っ
た
ら
し
く
、
悠
紀
方
の
楽
の
標
が
、
次
の
よ
う
な
作
り
物
で
あ
っ
た
こ

と
が
「
続
日
本
後
紀
』
(
天
長
十
年
十
一
月
戊
辰
条
)
か
ら
判
る
。

悠
紀
楽
標
、
則
大
象
之
背
、
結
一
一
!
構
小
台
-
命
二
両
童
子
一
撃
二
書
障
子
1

其
書

日
、
周
礼
日
、
施
人
掌
レ
楽
也
。
礼
記
目
、
民
労
其
舞
綴
短
。
民
逸
其
舞
綴
遠
。

故
観
レ
舞
而
知
二
民
治
不
一
。
其
障
子
後
、
起
一
煙
震
一
。
々
中
造
レ
機
、
随
二
舞
人
之

出
進
一
、
而
挙
一
其
舞
名
一
。
其
象
之
左
、
有
二
一
胡
人
一
、
而
叡
レ
象
。

(
悠
紀
の
楽
の
標
は
、
則
ち
大
象
の
背
に
、
小
台
を
結
構
し
、
両
童
子
に
命
じ

て
書
障
子
を
撃
げ
し
む
。
其
の
書
に
日
わ
く
、
「
周
礼
に
日
わ
く
、
施
人
楽
を

掌
る
也
と
。
礼
記
に
日
わ
く
、
民
労
す
れ
ば
、
其
の
舞
短
き
を
綴
る
。
民
逸
な

れ
ば
其
の
舞
遠
き
を
綴
る
。
故
に
舞
を
観
て
民
の
治
ま
る
や
い
な
や
を
知
る
と
」
0

其
の
障
子
の
後
に
煙
震
を
起
こ
す
。
霞
の
中
に
機
を
造
り
、
舞
人
の
出
進
す
る

に
随
い
て
、
其
の
舞
の
名
を
挙
ぐ
。
其
の
象
の
左
に
、

一
胡
人
有
り
て
象
を
取

す

先
の
諸
史
料
を
見
て
も
、
標
の
山
に
は
「
悠
紀
近
江
」
「
主
基
備
中
」
な
ど
と
、
奉
仕

の
国
名
が
表
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
れ
こ
そ
、
標
の
山
が
シ
ル
シ
の

一
種
で
あ
っ
た
性
質
を
と
ど
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
標
の
山
は
、
変
形
を
遂
げ
た
特

殊
な
標
識
で
あ
っ
た
と
理
解
し
て
お
き
た
い
。

。
標
の
山
の
制
作

最
後
に
少
々
視
点
を
変
え
て
、
標
の
山
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
作
ら
れ
る
の
か
を

見
て
お
こ
う
。
大
嘗
会
の
標
の
山
が
巨
大
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
先
述
の
通
り
で

あ
る
が
、
直
接
制
作
の
模
様
を
伝
え
る
史
料
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
菅
原

道
真
が
書
き
残
し
た
、
元
慶
六
年
(
八
八
二
)
の
相
撲
節
会
の
標
に
関
す
る
記
述
は
、

絶
好
の
手
掛
か
り
に
な
る
。
大
嘗
会
の
標
の
山
が
有
名
で
あ
る
の
に
対
し
、
こ
の
標

が
ほ
と
ん
ど
看
過
さ
れ
て
い
る
の
は
不
思
議
な
程
で
あ
る
。
『
菅
家
丈
草
』
巻
七
に

収
め
る
道
真
の
「
左
相
撲
司
標
所
記
」
に
よ
る
と
、
こ
の
時
の
左
方
の
標
は
、
約
一

月
か
け
て
作
ら
れ
、
節
会
の
前
日
に
完
成
し
た
。
ま
ず
関
係
す
る
原
文
を
左
に
掲
げ

よ、っ。

左
相
撲
司
標
所
記

左
司
定
之
後
八
日
卯
刻
、
木
工
少
允
笠
忠
行
、
率
長
上
番
上
飛
瞬
間
了
等
対
余

人
、
就
庁
東
方
、
造
標
屋
須
央
構
成
、
始
作
標
状
、
其
屋
白
地
至
棟
二
丈
五
尺
、

(
延
カ
)

近
引
之
由
、
拠
陰
陽
寮
勘
文
也
、
内
裏
作
物
所
預
播
磨
少
日
佐
伯
宮
興
、
勅
細

工
等
爽
名
進
庁
、
庁
即
下
所
検
旧
例
、
凡
作
標
之
起
、
専
依
画
様
、
而
画
師
備

前
少
目
百
済
常
良
、
堕
馬
折
肱
、
不
使
用
筆
、
何
左
史
生
村
国
正
歳
・
左
馬
史

生
神
門
宗
雄
等
、
令
進
画
様
、
正
歳
等
、
難
尽
精
神
、
不
足
取
象
、
標
師
錦
銭

麻
呂
、
不
待
画
様
、
始
結
山
形
、
数
日
之
後
、
常
良
自
私
門
進
画
様
、
銭
麻
日

以
功
業
漸
成
、
遂
不
用
其
様

先
是
、
別
当
親
玉
、
中
納
言
、
参
議
、
託
標
所
相
議
、
仰
依
承
和
十
三
年
標
体
、

井
不
可
作
諸
厭
物
之
状
、
山
高
一
丈
二
尺
基
山
・
折
山
、
各
六
尺
、
白
山
頂
至
日
下
、

其
間
一
丈
、
瑞
雲
十
一
片
、
以
締
葺
之
、
採
霞
十
四
片
、
以
木
為
之
、
金
龍
挙

首
西
向
、
尾
触
山
上
、
身
挿
雲
中
、
仙
人
奉
幡
、
列
居
霞
表
、
雑
木
品
川
六
株
、

松
葉
所
須
、
有
線
有
麻
、
合
歓
柏
木
等
之
葉
、
惣
用
緑
絹
、
前
例
仮
樹
、
不
過

十
五
六
株
、
嫌
其
疎
冷
、
補
以
真
木
、
此
般
仮
樹
倍
多
、
山
顔
美
艶
、
火
神
居

山
底
磐
石
、
挙
え
指
西
、
此
神
、
承
和
中
、
池
田
瀧
男
所
造
、
年
来
有
霊
、
故

(
母
子
力
)

不
改
替
、
金
龍
、
日
輪
、
額
宇
等
、
又
用
旧
体
、
差
加
埜
飾
、
双
虎
群
鹿
、
山

中
奔
走
、
人
形
舟
三
頚
、
仙
一
房
庵
室
、
飛
橋
聾
梯
之
類
、
随
宜
分
置

山
西
有
家
、
寝
殿
、
細
聞
、
曲
屋
各
二
子
、
茸
以
檎
皮
、
凡
案
簾
帳
、
逐
便
弁

28 



[大嘗会の作り物1・・-東野治之

設
、
寝
前
松
下
、
道
士
老
僧
、
相
対
囲
碁
、
樵
客
耽
見
、
斧
桐
己
湖
、
山
南
有

牧
野
、
放
馬
数
十
匹
、
踊
躍
奔
逸
、
無
人
麗
緋
、
更
有
小
水
、
潜
過
牧
中
、
水

勢
微
弱
、
不
絶
如
縦
、
衆
馬
群
飲
、
余
流
欲
掴
、
山
北
原
野
、
地
形
勝
絶
、
嘉

木
接
影
、
芳
草
吐
花
、
樹
下
一
人
、
脆
坐
矯
矢
、
白
猿
懸
枝
、
似
将
失
木
、
又

有
宿
老
道
士
三
四
人
、
令
童
男
向
釜
練
金
、
火
勢
殊
烈
、
繋
白
犬
着
樹
根
、
蓋

備
採
薬
也
、
如
此
遊
手
、
暗
合
厭
術
欺

先
節
一
日
早
旦
、
粧
儲
巳
畢
、
諸
大
夫
以
下
、
微
飲
関
談
、
徒
然
送
目
、
標
領

四
人
、
便
差
細
工
等
、
其
粧
束
如
常
、
特
請
旧
舞
粧
二
具
、
差
標
師
井
木
工
長

上
槽
取
綿
継
等
、
率
標
領
等
、
随
標
進
退
、
威
儀
慨
然
、
宜
為
永
例
、
当
日
晩

(
生
カ
)

景
一
、
引
標
出
立
中
重
幅
下
、
即
請
兵
衛
・
看
督
長
・
史
長
等
、
与
標
領
等
相
守
、

後
日
出
立
如
儀
、
其
夜
頭
有
勅
使
、
召
標
中
雑
物
、
慎
護
之
功
、
不
失
一
物
、

(
桐
カ
)

物
難
微
細
、
遂
供
聖
玩
、
基
林
、
山
形
、
冒
額
、
緋
網
等
、
夜
中
送
行
事
所
、

此
五
位
以
上
六
位
以
下
、
参
入
元
閥
、
検
校
匪
博
、
如
縫
殿
助
清
原
高
存
者
、

手
執
錐
刀
、
巧
思
可
親
、
唯
自
始
就
役
、
至
子
畢
事
、
品
川
余
日
之
問
、
戴
星
出

(
領
カ
)

入
、
流
汗
俗
勤
、
事
元
小
大
、
終
始
頒
行
者
、
木
工
允
忠
行
而
己
、
別
当
親
王
、

中
納
言
、
参
議
皇
だ
佐
官
大
夫
藤
原
朝
臣
、
依
例
賜
酒
飯
、
索
餅
、
珍
物
等
、

諸
大
夫
有
情
者
五
六
人
、
為
補
細
工
等
疲
、
送
索
餅
、
酒
肴
、
臨
時
発
興
、
不

依
旧
風
耳

東
垣
下
設
小
掴
軒
、
以
備
急
要
、
行
所
記
事
内
竪
官
人
代
賀
茂
善
行
、
取
便
来

入
、
因
庁
上
念
劇
、
急
々
奔
還
、
所
着
冠
、
触
簸
落
糞
中
、
細
工
等
相
索
、
洗

濯
調
展
、
理
費
飛
模
、
風
骨
倍
前
、
無
敢
咲
者
、
勤
公
之
費
、
有
此
小
過
也
、

[
真
]

一
、
所
度
六
年
八
月
一
日
、
式
部
少
輔
菅
原
朝
臣
道
記

(
左
司
定
め
の
後
八
日
卯
の
刻
、
木
工
小
允
の
笠
忠
行
、
長
上
、
番
上
、
飛
騨

匠
丁
等
コ
一
十
余
人
を
率
い
、
庁
の
東
方
に
就
き
て
、
標
を
造
る
屋
、
須
奥
に
構

え
成
し
、
始
め
て
標
の
状
を
作
る
。
其
の
屋
、
地
よ
り
棟
に
至
る
二
丈
五
尺
。

延
引
の
由
、
陰
陽
寮
の
勘
文
に
拠
る
な
り
。
内
裏
の
作
物
所
領
・
播
磨
少
目
の

佐
伯
宮
興
、
細
工
等
の
爽
名
を
勤
し
庁
に
進
む
。
庁
即
ち
所
に
下
し
旧
例
を
検

は

じ

た

め

L

せ
し
む
。
凡
そ
標
を
作
る
の
起
め
、
専
ら
画
の
様
に
依
る
。
而
る
に
画
師
・
備

前
少
目
の
百
済
常
良
、
馬
よ
り
堕
ち
て
肱
を
折
り
、
筆
を
用
う
る
に
便
な
ら
ず
。

何
り
て
左
史
生
の
村
田
正
歳
、
左
馬
史
生
の
神
門
宗
雄
等
、
画
の
様
を
進
む
。

正
歳
等
、
精
神
を
尽
く
す
と
躍
も
、
象
を
取
る
に
足
ら
ず
。
標
師
の
錦
銭
麻

目
、
画
の
様
を
待
た
ず
、
山
形
を
結
う
こ
と
を
始
む
。
数
日
の
後
、
常
良
、
私

門
よ
り
画
の
様
を
進
む
。
銭
麻
呂
、
功
業
漸
く
成
る
を
以
て
、
遂
に
其
の
様
を

用
い
ず
。

(
源
能
有
)
(
藤
岡
経
)

是
よ
り
先
、
別
当
親
王
、
中
納
言
、
参
議
、
標
所
に
託
き
て
相
議
り
、
承
和

十
三
年
の
標
の
体
に
依
り
、
井
せ
て
諸
々
の
厭
物
を
作
る
可
か
ら
ざ
る
の
状
を

仰
す
。
山
の
高
さ
一
丈
二
尺
〈
基
山
と
折
山
、
各
六
尺
〉
、
山
頂
よ
り
日
下
に

至
る
、
其
の
間
一
丈
。
瑞
雲
十
一
片
、
締
を
以
て
之
を
葺
く
。
彩
雲
十
一
片
、

木
を
以
て
之
を
釈
る
。
金
龍
は
首
を
挙
げ
て
西
に
向
き
、
尾
は
山
上
に
触
れ
、

身
は
雲
中
に
挿
め
り
。
仙
人
は
幡
を
奉
り
、
震
の
表
に
列
居
す
。
雑
木
三
十
六

株
、
松
の
葉
に
須
う
る
所
、
総
あ
り
麻
あ
り
。
合
歓
・
柏
木
等
の
葉
は
、
惣
て

緑
の
絹
を
用
う
。
前
例
、
仮
樹
は
十
五
六
株
に
過
ぎ
ず
。
其
の
疎
冷
な
る
を
嫌

た

び

ま

す

ま

ぃ
、
真
の
木
を
以
て
補
う
。
此
の
般
、
仮
樹
は
倍
す
多
く
、
山
顔
美
艶
な
り
。

火
神
は
山
底
の
磐
石
に
居
り
、
文
を
挙
げ
て
西
を
指
す
。
此
の
神
、
承
和
中
、

池
田
瀧
雄
の
造
る
所
、
年
来
霊
あ
り
、
故
に
改
め
替
え
ず
。
金
龍
・
日
輪
・
額

や
や

字
等
、
又
旧
体
を
用
い
、
差
埜
飾
を
加
う
。
双
虎
、
群
鹿
、
山
中
に
奔
走
す
。

人
形
三
十
三
頭
、
仙
房
、
庵
室
、
飛
橋
、
聾
梯
の
類
、
宜
し
き
に
随
い
分
か
ち

置
く
。

山
の
西
に
家
あ
り
。
寝
殿
、
細
間
、
曲
屋
各
二
子
、
葺
く
に
槍
皮
を
以
て
し
、

凡
案
、
簾
、
雄
、
便
に
逐
っ
て
弁
設
す
。
寝
殿
の
松
下
、
道
士
と
老
僧
と
、
相

・え

対
し
て
囲
碁
す
。
樵
客
耽
り
見
て
、
斧
の
桐
巳
に
帰
れ
た
り
。
山
の
南
に
牧
野

あ
り
。
放
て
る
馬
数
十
匹
、
踊
躍
奔
逸
し
て
、
人
の
覇
粋
す
る
無
し
。
更
に
小

水
あ
り
、
牧
中
を
潜
り
過
ぐ
。
水
勢
微
弱
な
る
も
、
絶
え
ざ
る
こ
と
艇
の
如
し
。

衆
馬
群
飲
し
、
余
流
酒
れ
む
と
す
。
山
の
北
の
原
野
、
地
形
勝
絶
な
り
。
嘉
木
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影
を
接
し
、
芳
草
花
を
吐
く
。
樹
下
に
一
人
、
脆
坐
し
て
矢
を
矯
む
。
白
援
枝

に
懸
か
り
、
木
を
失
わ
ん
と
す
る
に
似
た
り
。
又
宿
老
の
道
士
三
四
人
あ
り
、

童
男
を
し
て
釜
に
向
か
い
て
金
を
練
ら
し
む
。
火
勢
殊
に
烈
し

0

・
日
犬
を
繋
ぎ

樹
の
根
に
着
く
る
は
、
蓋
し
薬
を
採
る
に
備
う
る
な
り
。
此
く
の
知
き
雌
手
は
、

暗
に
厭
術
に
合
、
っ
か
。

節
に
先
だ
っ
一
日
の
早
旦
、
粧
筋
己
に
畢
わ
る
。
諸
大
夫
以
下
、
微
飲
閑
談
し
、

徒
然
に
日
を
送
る
。
標
領
四
人
、
便
ち
細
工
等
を
差
す
。
其
の
粧
束
常
の
如
し
。

特
に
旧
き
舞
の
粧
二
具
を
請
う
。
標
師
井
せ
て
木
工
長
上
の
槽
取
綿
継
等
を
差

し
、
標
領
等
を
率
い
、
標
に
随
い
て
進
退
せ
し
む
る
に
、
威
儀
慨
然
た
り
。
宜

し
く
、
水
例
と
為
す
べ
し
。
当
日
晩
景
、
標
を
引
き
て
中
重
の
幅
下
に
出
だ
し
立

つ
。
即
ち
兵
衛
、
看
督
長
、
史
生
等
を
請
い
、
標
領
等
と
と
も
に
相
守
ら
し
む
。

後
日
出
で
立
つ
こ
と
儀
の
如
し
。
其
の
夜
頭
に
勅
使
あ
り
、
標
中
の
雑
物
を
召

す
。
慎
し
み
護
る
の
功
、

一
物
も
失
わ
ず
。
物
微
細
な
り
と
難
も
、
遂
に
聖
玩

に
供
す
。
基
林
、
山
形
、
冒
額
、
緋
綱
等
、
夜
中
に
行
事
所
に
送
る
。
此
に
五

位
以
上
、
六
位
以
下
、
参
入
に
閥
く
る
な
く
、
検
校
慨
り
匪
し
。
縫
殿
助
の
清

み

原
高
山
今
の
如
き
は
、
手
に
錐
万
を
執
る
。
巧
思
視
る
可
し
。
唯
、
始
め
て
役
に

就
き
て
よ
り
、
事
を
畢
わ
る
に
至
る
三
十
余
日
の
問
、
星
を
戴
き
て
出
入
し
、

汗
を
流
し
て
俗
勤
し
、
事
の
小
大
と
な
く
、
終
始
領
し
行
え
る
は
、
木
工
允

の
忠
行
の
み
。
別
当
親
王
、
中
納
言
、
参
議
皇
大
后
宮
大
夫
の
藤
原
朝
臣
、
例

に
依
り
て
酒
飯
・
索
餅
・
珍
物
等
を
賜
う
。
諸
大
夫
の
情
あ
る
者
五
六
人
、
細

工
等
の
疲
れ
を
補
わ
ん
が
為
、
索
餅
・
酒
肴
を
送
る
。
時
に
臨
ん
で
興
を
発
し
、

旧
風
に
依
ら
ざ
る
の
み
。

東
の
垣
下
に
小
掴
軒
を
設
け
、
以
て
急
要
に
備
、
っ
。
所
の
記
の
事
を
行
う
内
竪

官
人
代
の
賀
茂
善
行
、
便
を
取
り
て
来
り
入
り
、
庁
上
念
劇
な
る
に
因
り
、
急
々

奔
り
還
る
。
着
る
所
の
冠
、
鑑
に
触
れ
て
糞
中
に
落
つ
。
細
工
等
相
緊
り
、
洗

ひ

の

し

ひ

る

が

え

濯
し
て
調
え
挺
し
、
臣
賞
を
理
め
綾
を
飛
す
。
風
骨
前
に
倍
し
、
敢
て
咲
う
者
な

し
。
勤
公
の
費
、
此
の
小
過
あ
る
な
り
)

恐
ら
く
右
方
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
と
同
様
な
も
の
が
作
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
標
制

作
の
手
順
と
し
て
は
、
ま
ず
木
工
寮
に
よ
っ
て
、
作
業
場
と
な
る
仮
屋
が
作
ら
れ
る
。

そ
の
高
さ
は
、
棟
ま
で
二
丈
五
尺
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
出
来
上
が
る
標
が
、
高
さ
二

丈
二
尺
に
も
な
る
か
ら
で
あ
る
。
大
嘗
会
の
標
の
大
き
さ
も
、
想
像
が
つ
こ
う
。
後

の
こ
と
に
な
る
が
、
完
成
し
た
標
は
、
節
会
当
日
、
「
基
林
」
に
の
せ
て
引
き
出
さ

れ
、
相
撲
の
行
わ
れ
る
中
重
の
幅
の
も
と
に
立
て
ら
れ
た
と
い
う
。

興
味
深
い
の
は
、
こ
の
複
雑
で
大
仕
掛
け
な
標
を
作
る
に
当
た
り
、
画
師
の
描
い

た
「
画
様
」
(
い
わ
ば
完
成
予
想
図
)
が
基
本
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
こ

の
時
は
、
画
師
百
済
常
良
が
不
慮
の
骨
折
で
、
画
様
の
提
出
が
遅
れ
、
標
制
作
の
デ
イ

レ
ク
タ
!
と
も
い
う
べ
き
標
師
、
錦
銭
麻
呂
は
、
先
行
し
て
制
作
に
と
り
か
か
っ
て

し
ま
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
、
標
の
山
の
制
作
手
順
を
知
る
上
に
、
注
意
さ
れ
る
べ

き
点
で
あ
る
。

標
は
、
高
さ
各
六
尺
の
基
山
と
折
山
の
上
に
太
陽
を
置
く
形
で
、
木
製
の
瑞
雲
や

彩
震
、
金
龍
や
幡
を
持
つ
仙
人
、
種
々
の
木
三
十
六
株
な
ど
が
あ
る
。
そ
の
木
は
、

松
な
ら
葉
を
糸
や
麻
で
、
合
歓
木
や
柏
な
ら
葉
を
緑
色
の
絹
で
作
つ
で
あ
り
、
前
の

方
の
「
仮
樹
」
(
作
り
物
の
木
)
が
少
な
い
所
に
は
、
本
物
の
木
が
補
つ
で
あ
っ
た
。

こ
の
山
に
は
色
々
な
場
面
が
細
か
く
作
ら
れ
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
火
神
の
像
や
金
龍
、

日
輪
、
額
字
は
承
和
度
の
も
の
の
再
使
用
で
あ
っ
た
が
、
双
虎
、
群
鹿
以
下
、
道
士
、

童
男
、
白
犬
に
至
る
作
り
物
は
、
山
の
西
、
南
、
北
に
分
か
れ
て
各
小
場
面
を
構
成

し
て
い
る
。
こ
の
標
の
山
は
、
承
和
十
三
年
(
八
四
六
)
の
例
を
踏
襲
し
、
あ
わ
せ

寺
会
ド
し
れ
ゆ

て
呪
い
に
類
す
る
も
の
は
作
ら
な
い
と
い
う
方
針
に
従
っ
た
と
い
う
が
、
全
体
と
し

て
不
老
長
生
の
縁
起
物
と
い
う
側
面
も
、
捨
て
き
れ
な
か
っ
た
と
み
え
る
。

こ
れ
は
た
ま
た
ま
史
料
に
残
っ
た
一
例
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
精
巧
な
標
の
山
の

実
物
を
日
に
で
き
な
い
の
は
、
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
こ
れ
に
類
似
す
る
作
り

物
の
一
部
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
遺
物
は
、
わ
ず
か
な
が
ら
現
存
し
て
い
る
。
法
隆

寺
五
重
塔
の
解
体
で
見
つ
か
っ
た
銅
樹
や
、
毛
越
寺
の
鉄
樹
、
鞍
馬
寺
経
塚
の
金
銅

樹
、
春
日
大
社
神
宝
中
の
金
鶴
、
銀
鶴
及
び
銀
樹
校
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
文
字
通
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り
片
鱗
に
す
ぎ
な
い
と
は
い
え
、
そ
の
か
み
の
標
の
山
を
想
起
さ
せ
る
貴
重
な
遺
物

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

お
わ
り
に

以
上
に
考
察
し
て
き
た
と
こ
ろ
を
纏
め
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

① 

大
嘗
会
や
新
嘗
会
の
標
の
山
は
、
既
に
七
世
紀
代
か
ら
中
国
風
の
装
飾
を
凝

ら
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

③②  

標
の
山
は
、
大
嘗
会
に
お
い
て
祭
場
の
外
に
置
か
れ
て
い
る
。

従
っ
て
標
の
山
の
本
来
の
機
能
が
、
神
の
依
り
代
で
あ
る
と
す
る
通
説
は
疑

わ
し
く
、
む
し
ろ
祭
儀
の
場
に
置
か
れ
る
標
識
の
特
殊
な
形
と
解
す
べ
き
で

あ
る
。

④ 

こ
う
し
た
標
の
山
の
具
体
的
な
姿
は
、
『
菅
家
文
草
』
に
見
え
る
相
撲
の
節

会
の
標
や
、
多
少
現
存
す
る
関
連
遺
物
か
ら
類
推
で
き
る
。

本
稿
が
、
標
の
山
を
巡
る
こ
れ
ま
で
の
議
論
に
、
幾
分
な
り
と
も
寄
与
す
る
と
こ

ろ
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
に
過
ぎ
る
喜
ぴ
は
な
い
。

註

[大首会の作り物]…・東野治之

(
1
)

田
中
卓
「
神
嘗
・
相
嘗
・
大
嘗
の
関
係
に
つ
い
て
」
(
皇
学
館
大
学
神
道
研
究
所
『
続
大
嘗

祭
の
研
究
』
、
一
九
八
九
年
)
、
平
野
孝
園
『
大
嘗
祭
の
構
造
』
(
ペ
リ
カ
ン
社
、
一
九
八
六
年
)

な
ど
。

(
2
)

本
稿
は
、
か
つ
て
一
般
向
け
に
書
い
た
拙
稿
「
大
嘗
会
の
標
の
山
と
古
代
の
作
り
物
」
(
『
-
丘

七
八
号
、
一
九
九
七
年
)
の
趣
旨
に
補
訂
を
加
え
、
論
文
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
稿
と
相

違
す
る
点
は
、
本
稿
を
以
て
現
在
の
私
見
と
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
。

(
3
)

真
弓
常
忠
『
大
嘗
祭
』
(
図
書
刊
行
会
、
一
九
八
八
年
)
一
六
七
1
八
頁
。

(
4
)

同
右
一
六
八
頁
。
真
弓
氏
は
恒
春
樹
に
つ
い
て
『
王
子
年
拾
遺
記
」
、
益
地
図
に
つ
い
て
「
維

書
霊
准
聴
」
、
仙
桃
と
童
子
に
つ
い
て
「
漢
武
故
事
』
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
内
、
「
維

書
霊
准
聴
』
は
、
『
芸
文
類
衆
」
巻
十
一
や
「
太
平
御
覧
』
巻
八
O
に
引
か
れ
る
。
ま
た
西
王

母
が
益
地
図
を
献
ず
る
こ
と
は
、
『
太
平
広
記
』
巻
五
六
(
女
仙
一
、
西
王
母
)
に
引
く
「
集

仙
録
』
に
も
見
え
る
。

(
5
)

折
口
信
夫
「
盆
踊
り
と
祭
屋
台
と
」
(
『
古
代
研
究
」
民
俗
学
篇
1
、
一
九
二
九
年
、
全
集
二
)
、

川
出
清
彦
『
大
嘗
祭
と
官
中
の
ま
つ
り
」
(
名
著
出
版
、
一
九
九
O
年
)
一
四
頁
。

(
6
)

た
と
え
ば
出
雲
路
通
次
郎
『
大
礼
と
朝
儀
』
(
臨
川
書
庖
、
一
九
八
八
年
。
一
九
三
三
年
原

刊
)
一
九
O
頁。

(
7
)

津
潟
久
孝
『
万
葉
集
注
釈
」
巻
十
九
(
中
央
公
論
社
、
一
九
六
八
年
)
二

O
三
頁
、
一
九

二
貝
、
伊
藤
博
『
万
葉
集
釈
注
』
(
集
英
社
、
一
九
九
八
年
)
コ
二
五
頁
、
三
O
一
頁
な
ど
。

(
8
)

こ
の
考
え
は
、
小
島
憲
之
・
木
下
正
俊
・
東
野
治
之
校
注
「
万
葉
集
』
四
(
小
学
館
日
本

古
典
全
集
、
一
九
九
六
年
)
の
頭
注
で
簡
単
に
記
し
た
。

(
9
)

注
7
に
同
じ
。

(ω)
田
中
卓
注
1
論
文
。

(
日
)
高
御
座
に
つ
い
て
は
、
和
田
奉
「
タ
カ
ミ
ク
ラ
l
朝
賀
・
即
位
式
を
め
ぐ
っ
て
l
」
(
『
日
本
古

代
の
儀
礼
と
祭
記
・
信
仰
』
上
、
塙
書
一
房
、
一
九
九
五
年
)
参
照
。

(
ロ
)
新
彊
維
吾
伝
自
治
区
博
物
館
『
新
彊
出
土
文
物
』
(
文
物
出
版
社
、
一
九
七
五
年
)
一
八
一
一
一

図
、
絹
花
。

(
日
)
馬
忠
義
・
劉
合
心
編
『
法
門
寺
』
(
侠
西
旅
滋
出
版
社
、
一
九
九
O
年
)
一
一
一
一
一
頁
。

(
M
)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
川
出
清
彦
注
5
著
書
十
一
頁
以
下
を
併
せ
参
照
。

(
日
)
以
下
の
原
文
な
ら
び
に
書
き
下
し
文
は
、
川
口
久
雄
校
注
「
菅
家
文
草
菅
家
後
草
」
(
岩

波
書
居
日
本
古
典
文
学
大
系
、
一
九
六
六
年
)
に
拠
り
つ
つ
、
通
常
の
史
料
の
読
み
方
に
従

う
べ
き
と
こ
ろ
や
、
川
口
氏
の
読
解
に
誤
り
の
あ
る
と
こ
ろ
な
ど
を
中
心
に
訂
補
を
加
え
た
。

(
時
)
奈
良
文
化
財
研
究
所
『
法
隆
寺
考
古
資
料
」
(
二

O
O
二
年
)
写
真
図
版
七
七
、

O
七
六
1

O
七
九
「
松
樹
形
銅
製
品
」
(
鎌
倉
時
代
)
。
な
お
こ
れ
を
含
む
以
下
の
遺
物
に
つ
い
て
は
、
福

山
敏
男
「
平
泉
千
手
院
の
鉄
樹
」
(
『
寺
院
建
築
の
研
究
』
下
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
八

三
年
。
一
九
五
五
年
初
出
)
、
鈴
木
規
夫
「
鵠
一
腕
付
古
代
造
樹
の
諸
相
」
(
「
M
U
S
E
U
M
』問

。
二
号
、
一
九
八
四
年
)
、
京
都
国
立
博
物
館
「
金
銀
の
か
ぎ
り
」
(
二

O
O
三
年
)
一
一
二
三
一

1

三
三
四
頁
も
参
照
。

(
げ
)
春
日
大
社
社
務
所
「
春
日
大
社
古
神
宝
宝
物
図
録
』
(
一
九
七
三
年
)
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Tsukurimono of the Daijyo・eFestival 

TONO Haru抑止i
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百1ehyo-no-yama (shime-no・yama)erected when the Daijo-e Festival takes place is believed to be related to the 

origins of tsukuri-mono (models， fabricated things) in ]apan and at1ention has been paid to it its significance 

mainly in the field of folklore studies. However， there are many facts about its history that remain unknown. 

τ'his paper confirms that in the early Heian Period hyo-no-yama were large-scale copies of Chinese style deco-

rations and 1 also suggest that the hyo-no-yama of the Shinjo・ethat is mentioned in a collection of poems from 

the mid 8th century that appear in白eMan'yoshu (Anthology of Poems) were the same kind of tsukuri-mono 

made in the Chinese s句rle.百leDaijoモ Festivalwas originally the same festival as the Shinjo-e and it is仕lOught

that they diverged and came to have their own meanings around the end of the 7th century. Viewed from the 

perspective of these circums1ances one may easily conjecture that企omthe beginning this kind of tsukuri-mono 

was imbued with a strong Chinese flavor.τ'his is corroborated by the circums1ances of the Daijo・ethat took 

place in 708 AD which are mentioned in a 736 en仕yin the Shoku Nihongi (Chronicles of ]apan) that shows 

that fabricated mandarin oranges were used together with decorations of gold and silver jewels. Consequently， 

given出atthe hyo-no-yama of仕leDaijo・eFestival possessed a Chinese character at a point near the establish-

ment of the Daijo・e，this characteristic is most likely to date back to the time when the Daijo-e Festival was es-

tablished. This calls into question the accepted theory that holds that since hyo-no・yamawere erected as a me-

dium or symbol for the spirit of kami (yori-shiro) they were originally a simple ]apanese style object that took 

on a Chinese flavor as they gradually became more and more decorative. Considering the character of the hyo-

no・yamain this new light we may conclude that as has been articulated in some quarters even prior to the Edo 

Era， they were signs that were erected owing to the necessities of the progression of rituals， which developed 

independently. 

Although materials that provide a description of the form of the hyo-no・yamain the Daijo-e Festivals are lim-

ited， there is a clear description of the hyo-no-yama prepared for the Sumai-no・Sechieheld in 882 in the writ-

ings of Sugawara-no・Michizane，from which we leam that in terms of size and decoration they resembled those 

used in Daijo・eFestivals. Because previous readings of this text contain a number of insu血ciencies，reference 

was made to it in this ins1ance by providing a ]apanese reading of the text. 
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