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神
社
本
殿
の
分
類
と
起
源

三
浦
正
幸

Types of Shrine H
onden

 and their O
rigin

［
論
文
要
旨
］

　寺
院
の
仏
堂
に
比
べ
て
、
神
社
本
殿
は
規
模
が
小
さ
く
、
内
部
を
使
用
す
る
こ
と
も
多
く
な
い
。

し
か
し
、
本
殿
の
平
面
形
式
や
外
観
の
意
匠
は
か
え
っ
て
多
種
多
様
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
神
社
本
殿

の
特
色
の
一
つ
と
言
え
る
。
建
築
史
の
分
野
で
は
そ
の
多
様
な
形
式
を
分
類
し
、
そ
の
起
源
が
論
じ

ら
れ
て
き
た
。
そ
の
一
方
で
、
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
本
殿
の
規
模
形
式
の
表
記
は
、
寺
院
建

築
と
同
様
に
屋
根
形
式
の
差
異
に
よ
る
機
械
的
分
類
を
主
体
と
し
て
、
そ
れ
に
神
社
特
有
の
一
部
の

本
殿
形
式
を
混
入
し
た
も
の
で
、
不
統
一
で
あ
る
し
、
不
適
切
で
も
あ
る
。
本
論
文
で
は
、
現
行
の

形
式
分
類
を
再
考
し
、
そ
の
一
部
を
、
と
く
に
両
流
造
に
つ
い
て
是
正
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
本

殿
形
式
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
稲
垣
榮
三
に
よ
っ
て
、
土
台
を
も
つ
本
殿
・
心
御
柱
を
も
つ
本
殿
・

二
室
か
ら
な
る
本
殿
に
分
類
さ
れ
て
お
り
、
学
際
的
に
広
い
支
持
を
受
け
て
い
る
。
し
か
し
、
土
台

を
も
つ
春
日
造
と
流
造
が
神
輿
の
よ
う
に
移
動
す
る
仮
設
の
本
殿
か
ら
常
設
の
本
殿
へ
変
化
し
た
も

の
と
す
る
こ
と
、
心
御
柱
を
も
つ
点
で
神
明
造
と
大
社
造
と
を
同
系
統
に
扱
う
こ
と
を
認
め
る
こ
と

が
で
き
ず
、
そ
れ
に
つ
い
て
批
判
を
行
っ
た
。
土
台
は
小
規
模
建
築
の
安
定
の
た
め
に
必
要
な
構
造

部
材
で
あ
り
、
そ
の
成
立
は
仮
設
の
本
殿
の
時
期
を
経
ず
、
神
明
造
と
同
系
統
の
常
設
本
殿
と
し
て

創
始
さ
れ
た
も
の
と
し
た
。
ま
た
、
神
明
造
も
大
社
造
も
仏
教
建
築
の
影
響
を
受
け
て
、
そ
れ
に
対

抗
す
る
も
の
と
し
て
創
始
さ
れ
た
と
い
う
稲
垣
の
意
見
を
踏
ま
え
、
七
世
紀
後
半
に
お
い
て
神
明
造

を
朝
廷
に
よ
る
創
始
、
大
社
造
を
在
地
首
長
に
よ
る
創
始
と
し
た
。
ま
た
、「
常
在
す
る
神
の
専
有

空
間
を
も
つ
建
築
」
を
本
殿
の
定
義
と
し
、
神
明
造
は
そ
の
内
部
全
域
が
神
の
専
有
空
間
で
あ
る
こ

と
、
大
社
造
は
そ
の
内
部
に
安
置
さ
れ
た
内
殿
の
み
が
神
の
専
有
空
間
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
両
者
を

全
く
別
の
系
統
の
も
の
と
し
、
後
者
は
祭
殿
を
祖
型
と
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
示
し
た
。

入
母
屋
造
本
殿
は
神
体
山
を
崇
敬
し
た
拝
殿
か
ら
転
化
し
た
も
の
と
す
る
太
田
博
太
郎
の
説
に
も
批

判
を
加
え
、
平
安
時
代
後
期
に
お
け
る
諸
国
一
宮
な
ど
特
に
有
力
な
神
社
に
お
い
て
成
立
し
た
、
他

社
を
圧
倒
す
る
大
型
の
本
殿
で
、
調
献
さ
れ
た
多
く
の
神
宝
を
収
め
る
神
庫
を
神
の
専
有
空
間
に
付

加
し
た
も
の
と
し
た
。
そ
し
て
、
本
殿
形
式
の
分
類
や
起
源
を
論
じ
る
際
に
は
、
神
の
専
有
空
間
と

人
の
参
入
す
る
空
間
と
の
関
わ
り
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
と
結
論
づ
け
た
。

❶
緒
言

❷『
国
宝
・
重
要
文
化
財
建
造
物
目
録
』に
お
け
る
本
殿
形
式
の
分
類

❸
神
社
本
殿
の
定
義
と
建
築
的
特
徴

❹
本
殿
の
起
源
に
つ
い
て
の
稲
垣
の
分
類

❺
入
母
屋
造
本
殿
の
成
立
に
つ
い
て
の
太
田
の
説

❻
本
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形
式
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起
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に
つ
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❶
緒
言

　神
社
本
殿
と
寺
院
建
築
（
仏
堂
な
ど
）
は
、
相
互
に
影
響
を
強
く
及
ぼ
し
合
い
な

が
ら
、
そ
れ
で
い
て
終
始
一
貫
し
て
一
定
の
距
離
を
保
ち
、
神
仏
習
合
の
長
い
歴
史

を
通
じ
て
も
完
全
に
融
合
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
両
者
の
相
異
点
に

つ
い
て
は
、
早
く
に
伊
東
忠
太
は
、
神
社
本
殿
が
切
妻
造
の
屋
根
を
持
つ
こ
と
、
瓦

葺
と
し
な
い
こ
と
、
土
壁
を
用
い
な
い
こ
と
、
装
飾
が
質
素
な
こ
と
（
組
物
・
彫
刻
・

彩
色
が
な
い
こ
と
）
を
挙
げ
て
い
る

（
（
（

。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
特
徴
は
、
現
在
の
神

社
本
殿
に
当
て
は
め
て
み
る
と
、
伊
勢
神
宮
正
殿
や
出
雲
大
社
本
殿
、
あ
る
い
は
明

治
以
降
に
建
て
ら
れ
た
復
古
的
な
神
社
本
殿
ぐ
ら
い
に
し
か
通
用
し
な
い
も
の
で
、

伊
勢
や
出
雲
の
本
殿
を
正
統
な
古
来
の
神
社
本
殿
と
考
え
て

（
（
（

、
そ
の
特
徴
を
示
し
た

も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　そ
の
特
徴
は
高
床
造
で
あ
る
こ
と
も
含
め
て
、
寺
院
建
築
が
大
陸
か
ら
移
入
さ
れ

る
以
前
の
日
本
古
来
の
宮
殿
建
築
の
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
の
一
般
の
神
社
本
殿

に
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
も
の
で
な
い
の
は
、
誤
解
さ
れ
る
の
を
恐
れ
ず
に
言
え

ば
、
そ
の
後
に
仏
教
建
築
の
影
響
を
受
け
た
か
ら
で
あ
る
。
切
妻
造
以
外
の
入
母
屋

造
（
春
日
造
や
流
造
は
切
妻
造
の
一
変
型
と
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
）
の
屋
根
と
し

た
り
、
寺
院
の
鎮
守
社
で
は
本
瓦
葺
の
も
の
が
現
れ

（
（
（

、
地
方
の
神
社
で
は
茅
葺
や
杮

葺
で
あ
っ
た
も
の
を
桟
瓦
葺
に
改
め
た
り
、
組
物
を
使
い
、
彫
刻
や
彩
色
を
加
え
た

り
し
た
本
殿
が
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　し
か
し
、
神
社
本
殿
は
ど
の
よ
う
に
仏
教
建
築
の
要
素
を
取
り
入
れ
よ
う
と
も
、

そ
の
大
多
数
は
一
瞥
し
た
だ
け
で
仏
教
建
築
と
区
別
で
き
る
。
神
仏
習
合
が
特
に
著

し
い
と
言
わ
れ
る
八
坂
神
社
や
北
野
天
満
宮
で
す
ら
、
外
観
は
と
も
か
く
も
そ
の
平

面
を
見
れ
ば
、
そ
の
中
央
部
に
神
の
専
有
空
間
を
閉
鎖
的
に
設
け
て
お
り
、
そ
の
点

か
ら
し
て
神
社
本
殿
で
あ
る
と
断
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い

て
は
、
後
で
詳
し
く
述
べ
た
い
。

　ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
、
神
社
本
殿
は
規
模
が
概
し
て
小
さ
い
割
り
に
、
そ
の
外

観
は
多
様
で
あ
っ
て
、
江
戸
時
代
の
『
神
道
名
目
類
聚
抄
』
や
大
工
技
術
書
以
来
、

本
殿
形
式
と
し
て
「
何
々
造
」
と
次
々
と
命
名
さ
れ
分
類
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
例
を

挙
げ
る
と
、
神
明
造
・
大
社
造
・
住
吉
造
・
大
鳥
造
・
春
日
造
・
流
造
・
八
幡
造
・

日
吉
造
・
両
流
造
・
入
母
屋
造
・
権
現
造
（
石
の
間
造
・
八
棟
造
・
宮
寺
造
）・
祇

園
造
（
八
坂
造
）・
吉
備
津
造
（
比
翼
入
母
屋
造
）・
美
保
造
（
比
翼
大
社
造
）・
比

翼
春
日
造
・
中
山
造
・
隠
岐
造
・
浅
間
造
・
香
椎
造
・
隅
木
入
春
日
造
（
皇
子
造
）

な
ど
多
く
に
及
び
、
仏
教
建
築
に
対
し
て
多
様
性
を
示
し
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ

ら
の
命
名
に
準
ず
れ
ば
、
香
取
神
宮
（
千
葉
県
佐
原
市
）・
貫
前
神
社
（
群
馬
県
富

岡
市
）・
生
島
足
島
神
社
（
長
野
県
上
田
市
）・
御
上
神
社
（
滋
賀
県
野
洲
町
）・
天

皇
神
社
（
滋
賀
県
志
賀
町
）・
聖
神
社
（
大
阪
府
和
泉
市
）・
日
前
国
懸
神
宮
（
和
歌

山
市
）・
備
後
吉
備
津
神
社
（
広
島
県
福
山
市
）・
土
佐
神
社
・
筥
崎
宮
（
福
岡
市
）・

霧
島
神
宮
（
鹿
児
島
県
霧
島
町
）
な
ど
の
本
殿
に
も
固
有
の
本
殿
形
式
名
を
与
え
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

　そ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
、
谷
重
雄
は
既
に
戦
前
に
批
判
を
加
え
て
お
り

（
（
（

、
祇
園

造
や
香
椎
造
な
ど
一
神
社
に
限
定
さ
れ
る
よ
う
な
本
殿
形
式
に
「
何
々
造
」
と
命
名

す
る
の
は
、
春
日
造
や
流
造
の
よ
う
な
普
遍
的
な
形
式
名
称
と
同
等
に
扱
う
こ
と
に

な
り
不
適
切
と
し
た
。
そ
し
て
、
谷
は
、
身
舎
だ
け
の
本
殿
で
平
入
の
も
の
（
神
明

造
な
ど
）
を
「
平
造
」、
妻
入
の
も
の
（
大
社
造
・
住
吉
造
・
大
鳥
造
）
を
「
向
造
」、

正
面
に
庇
を
加
え
た
本
殿
で
平
入
の
も
の
（
流
造
な
ど
）
を
「
平
庇
造
」、
妻
入
の

も
の
（
春
日
造
・
皇
子
造
な
ど
）
を
「
向
庇
造
」
と
分
類
し
名
称
を
与
え
た
。
そ
の

分
類
は
単
純
化
に
成
功
し
た
と
い
う
点
で
適
切
で
あ
り
、
今
日
で
も
通
用
す
る
が
、

本
殿
形
式
名
と
し
て
は
今
日
で
は
全
く
使
わ
れ
て
い
な
い
。し
か
し
、現
在
の『
国
宝
・

重
要
文
化
財
建
造
物
目
録
』（
文
化
庁

（
（
（

）
は
、
そ
の
意
向
を
受
け
て
、
主
に
屋
根
形

式
だ
け
に
従
っ
て
本
殿
を
分
類
（
厳
密
に
は
規
模
形
式
を
表
記
）
し
て
い
る
。
本
稿

で
は
、
そ
の
分
類
に
対
し
て
注
意
と
批
判
を
加
え
る
こ
と
を
一
つ
の
目
的
と
す
る
。

　と
こ
ろ
で
、
神
社
本
殿
は
、
寺
院
の
仏
堂
と
は
異
な
っ
て
種
々
の
点
に
お
い
て
多
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様
性
が
大
き
く
、
そ
の
平
面
形
式
や
祭
祀
で
の
使
わ
れ
方
を
も
考
慮
し
て
分
類
が
行

わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
し
た
点
に
初
め
て
明
解
な
判
断
を
示
し
た
の
は
稲
垣
榮

三
で
、
古
代
の
神
社
本
殿
を
春
日
造
と
流
造
の
よ
う
に
土
台
を
も
つ
も
の
、
神
明
造

と
大
社
造
の
よ
う
に
心
御
柱
を
も
つ
も
の
、
住
吉
造
と
八
幡
造
の
よ
う
に
内
部
が
二

室
に
分
か
れ
る
も
の
の
三
つ
に
分
類
し
た

（
（
（

。
こ
の
分
類
の
仕
方
は
、
そ
れ
ま
で
の
屋

根
形
式
に
拘
泥
し
た
分
類
と
比
べ
る
と
画
期
的
で
あ
り
、
そ
の
後
の
神
社
建
築
史
研

究
に
与
え
た
影
響
は
極
め
て
大
き
く
、
筆
者
も
そ
の
刺
激
を
受
け
た
者
の
一
人
で
あ

る
。
し
か
し
、
神
明
造
と
大
社
造
が
全
く
異
質
の
空
間
を
有
す
る
も
の
と
理
解
す
る

筆
者
に
と
っ
て
、
そ
の
説
に
対
し
て
は
異
を
唱
え
ざ
る
を
得
ず
、
本
稿
の
も
う
一
つ

の
目
的
と
し
た
い
。

　そ
れ
と
同
時
に
、
本
殿
形
式
の
成
立
を
そ
の
機
能
か
ら
論
じ
た
太
田
博
太
郎
の
説（

（
（

に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
入
母
屋
造
本
殿
を
神
体
山
を
遥
拝

す
る
拝
殿
か
ら
転
化
し
た
も
の
と
す
る
説
で
、
四
面
庇
平
面
を
持
つ
本
殿
の
成
立
に

つ
い
て
初
め
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
批
判
を
加
え
た
こ

と
が
あ
る

（
（
（

。
本
稿
で
は
そ
の
内
容
の
一
部
を
再
掲
す
る
こ
と
に
す
る
。

❷『
国
宝
・
重
要
文
化
財
建
造
物
目
録
』に
お
け
る
本
殿
形
式
の
分
類

　（
一
）
屋
根
形
式
に
よ
る
形
式
表
記

　国
宝
や
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
建
造
物
を
収
め
た
目
録
で
、
神
社
本
殿
に
つ

い
て
は
、
現
存
最
古
の
平
安
時
代
後
期
の
宇
治
上
神
社
本
殿
を
は
じ
め
、
江
戸
時
代

末
期
再
建
の
春
日
大
社
・
賀
茂
別
雷
神
社
・
賀
茂
御
祖
神
社
・
宇
佐
神
宮
の
本
殿
に

至
る
ま
で
の
各
時
代
建
立
の
も
の
を
含
む
。
各
建
造
物
に
は
、
規
模
形
式
が
記
さ
れ

て
い
る
。

　規
模
は
桁
行
と
梁
間
の
柱
間
数
を
も
っ
て
表
す
が
、
流
造
と
春
日
造
の
本
殿
に
つ

い
て
は
、
そ
の
正
面
の
柱
間
数
で
あ
る
一
間
社
や
三
間
社
な
ど
で
表
し
、
側
面
の
間

数
を
無
視
す
る
。

　形
式
は
、
仏
教
建
築
と
同
様
に
屋
根
形
式
の
み
で
示
し
、
即
ち
切
妻
造

（
（
（

、
切
妻
造

妻
入
、
入
母
屋
造
、
入
母
屋
造
妻
入
、
比
翼
入
母
屋
造
を
用
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

祇
園
造
（
図
（
）
や
御
上
神
社
本
殿
（
図
（
）
は
入
母
屋
造
と
し
て
、
中
山
造
は
入

母
屋
造
妻
入
と
し
て
、
吉
備
津
造
は
比
翼
入
母
屋
造
と
し
て
表
記
さ
れ
て
い
る
。
な

お
、
屋
根
形
式
の
う
ち
で
寄
棟
造
と
方
形
造
は
、
神
社
本
殿
に
は
全
く
例
が
な
い
。

　切
妻
造
妻
入
の
正
面
に
庇
を
付
け
た
春
日
造
（
図
（
）
と
、
切
妻
造
平
入
の
正
面

に
庇
を
付
け
た
流
造
（
図
（
）
は
、
本
来
は
神
社
本
殿
特
有
の
形
式
で
、
必
ず
し
も

純
粋
に
屋
根
形
式
だ
け
を
い
う
も
の
で
は
な
い
が
、
目
録
で
は
単
に
屋
根
形
式
を
示

す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
切
妻
造
平
入
の
正
面
と
背
面
に

庇
を
付
け
た
両
流
造
も
同
様
で
あ
る
。

　（二
）
屋
根
形
式
以
外
の
要
素
の
混
在

　こ
の
目
録
に
お
い
て
は
、
仏
教
建
築
に
対
し
て
は
平
面
形
式
を
完
全
に
無
視
し
て

い
る
。
例
え
ば
そ
れ
が
新
薬
師
寺
本
堂
（
奈
良
市
）
の
よ
う
な
古
代
の
仏
堂
で
あ
ろ

う
と
、
長
弓
寺
本
堂
（
奈
良
県
生
駒
市
）
の
よ
う
な
密
教
本
堂
で
あ
ろ
う
と
、
普
済

寺
仏
殿
（
京
都
府
南
丹
市
）
の
よ
う
な
禅
宗
仏
殿
で
あ
ろ
う
と
、
西
本
願
寺
本
堂
の

よ
う
な
浄
土
真
宗
本
堂
で
あ
ろ
う
と
、
す
べ
て
入
母
屋
造
と
表
記
す
る
。
規
模
形
式

の
表
記
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
は
、
当
然
で
あ
ろ
う
。

　そ
れ
と
は
対
照
的
に
神
社
本
殿
に
対
し
て
は
、
神
明
造
（
図
（
）・
大
社
造
（
図

（
）・
住
吉
造
（
図
（
）・
日
吉
造
・
浅
間
造
と
い
う
本
殿
形
式
名
を
形
式
表
記
に
使
っ

て
い
る
。
そ
れ
ら
は
屋
根
形
式
だ
け
で
は
な
く
、
平
面
形
式
あ
る
い
は
構
造
を
も
含

ん
だ
形
式
名
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
神
明
造
は
身
舎
の
み
の
切
妻
造
の
平
入

で
、
両
妻
に
独
立
し
た
棟
持
柱
を
有
す
る
高
床
造
の
本
殿
を
い
い
、
大
社
造
は
身
舎

の
み
の
切
妻
造
妻
入
で
、
九
本
の
柱
で
構
成
さ
れ
、
そ
の
う
ち
の
両
妻
の
中
央
の
柱

を
棟
持
柱
（
宇
豆
柱
）
と
す
る
高
床
造
の
本
殿
を
い
う
。
住
吉
造
は
身
舎
の
み
の
切

妻
造
妻
入
で
、
内
部
を
前
後
二
室
と
す
る
高
床
造
の
本
殿
で
あ
る
。
日
吉
造
は
背
面
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様
性
が
大
き
く
、
そ
の
平
面
形
式
や
祭
祀
で
の
使
わ
れ
方
を
も
考
慮
し
て
分
類
が
行

わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
し
た
点
に
初
め
て
明
解
な
判
断
を
示
し
た
の
は
稲
垣
榮

三
で
、
古
代
の
神
社
本
殿
を
春
日
造
と
流
造
の
よ
う
に
土
台
を
も
つ
も
の
、
神
明
造

と
大
社
造
の
よ
う
に
心
御
柱
を
も
つ
も
の
、
住
吉
造
と
八
幡
造
の
よ
う
に
内
部
が
二

室
に
分
か
れ
る
も
の
の
三
つ
に
分
類
し
た

（
（
（

。
こ
の
分
類
の
仕
方
は
、
そ
れ
ま
で
の
屋

根
形
式
に
拘
泥
し
た
分
類
と
比
べ
る
と
画
期
的
で
あ
り
、
そ
の
後
の
神
社
建
築
史
研

究
に
与
え
た
影
響
は
極
め
て
大
き
く
、
筆
者
も
そ
の
刺
激
を
受
け
た
者
の
一
人
で
あ

る
。
し
か
し
、
神
明
造
と
大
社
造
が
全
く
異
質
の
空
間
を
有
す
る
も
の
と
理
解
す
る

筆
者
に
と
っ
て
、
そ
の
説
に
対
し
て
は
異
を
唱
え
ざ
る
を
得
ず
、
本
稿
の
も
う
一
つ

の
目
的
と
し
た
い
。

　そ
れ
と
同
時
に
、
本
殿
形
式
の
成
立
を
そ
の
機
能
か
ら
論
じ
た
太
田
博
太
郎
の
説（

（
（

に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
入
母
屋
造
本
殿
を
神
体
山
を
遥
拝

す
る
拝
殿
か
ら
転
化
し
た
も
の
と
す
る
説
で
、
四
面
庇
平
面
を
持
つ
本
殿
の
成
立
に

つ
い
て
初
め
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
批
判
を
加
え
た
こ

と
が
あ
る

（
（
（

。
本
稿
で
は
そ
の
内
容
の
一
部
を
再
掲
す
る
こ
と
に
す
る
。

❷『
国
宝
・
重
要
文
化
財
建
造
物
目
録
』に
お
け
る
本
殿
形
式
の
分
類

　（
一
）
屋
根
形
式
に
よ
る
形
式
表
記

　国
宝
や
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
建
造
物
を
収
め
た
目
録
で
、
神
社
本
殿
に
つ

い
て
は
、
現
存
最
古
の
平
安
時
代
後
期
の
宇
治
上
神
社
本
殿
を
は
じ
め
、
江
戸
時
代

末
期
再
建
の
春
日
大
社
・
賀
茂
別
雷
神
社
・
賀
茂
御
祖
神
社
・
宇
佐
神
宮
の
本
殿
に

至
る
ま
で
の
各
時
代
建
立
の
も
の
を
含
む
。
各
建
造
物
に
は
、
規
模
形
式
が
記
さ
れ

て
い
る
。

　規
模
は
桁
行
と
梁
間
の
柱
間
数
を
も
っ
て
表
す
が
、
流
造
と
春
日
造
の
本
殿
に
つ

い
て
は
、
そ
の
正
面
の
柱
間
数
で
あ
る
一
間
社
や
三
間
社
な
ど
で
表
し
、
側
面
の
間

数
を
無
視
す
る
。

　形
式
は
、
仏
教
建
築
と
同
様
に
屋
根
形
式
の
み
で
示
し
、
即
ち
切
妻
造

（
（
（

、
切
妻
造

妻
入
、
入
母
屋
造
、
入
母
屋
造
妻
入
、
比
翼
入
母
屋
造
を
用
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

祇
園
造
（
図
（
）
や
御
上
神
社
本
殿
（
図
（
）
は
入
母
屋
造
と
し
て
、
中
山
造
は
入

母
屋
造
妻
入
と
し
て
、
吉
備
津
造
は
比
翼
入
母
屋
造
と
し
て
表
記
さ
れ
て
い
る
。
な

お
、
屋
根
形
式
の
う
ち
で
寄
棟
造
と
方
形
造
は
、
神
社
本
殿
に
は
全
く
例
が
な
い
。

　切
妻
造
妻
入
の
正
面
に
庇
を
付
け
た
春
日
造
（
図
（
）
と
、
切
妻
造
平
入
の
正
面

に
庇
を
付
け
た
流
造
（
図
（
）
は
、
本
来
は
神
社
本
殿
特
有
の
形
式
で
、
必
ず
し
も

純
粋
に
屋
根
形
式
だ
け
を
い
う
も
の
で
は
な
い
が
、
目
録
で
は
単
に
屋
根
形
式
を
示

す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
切
妻
造
平
入
の
正
面
と
背
面
に

庇
を
付
け
た
両
流
造
も
同
様
で
あ
る
。

　（二
）
屋
根
形
式
以
外
の
要
素
の
混
在

　こ
の
目
録
に
お
い
て
は
、
仏
教
建
築
に
対
し
て
は
平
面
形
式
を
完
全
に
無
視
し
て

い
る
。
例
え
ば
そ
れ
が
新
薬
師
寺
本
堂
（
奈
良
市
）
の
よ
う
な
古
代
の
仏
堂
で
あ
ろ

う
と
、
長
弓
寺
本
堂
（
奈
良
県
生
駒
市
）
の
よ
う
な
密
教
本
堂
で
あ
ろ
う
と
、
普
済

寺
仏
殿
（
京
都
府
南
丹
市
）
の
よ
う
な
禅
宗
仏
殿
で
あ
ろ
う
と
、
西
本
願
寺
本
堂
の

よ
う
な
浄
土
真
宗
本
堂
で
あ
ろ
う
と
、
す
べ
て
入
母
屋
造
と
表
記
す
る
。
規
模
形
式

の
表
記
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
は
、
当
然
で
あ
ろ
う
。

　そ
れ
と
は
対
照
的
に
神
社
本
殿
に
対
し
て
は
、
神
明
造
（
図
（
）・
大
社
造
（
図

（
）・
住
吉
造
（
図
（
）・
日
吉
造
・
浅
間
造
と
い
う
本
殿
形
式
名
を
形
式
表
記
に
使
っ

て
い
る
。
そ
れ
ら
は
屋
根
形
式
だ
け
で
は
な
く
、
平
面
形
式
あ
る
い
は
構
造
を
も
含

ん
だ
形
式
名
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
神
明
造
は
身
舎
の
み
の
切
妻
造
の
平
入

で
、
両
妻
に
独
立
し
た
棟
持
柱
を
有
す
る
高
床
造
の
本
殿
を
い
い
、
大
社
造
は
身
舎

の
み
の
切
妻
造
妻
入
で
、
九
本
の
柱
で
構
成
さ
れ
、
そ
の
う
ち
の
両
妻
の
中
央
の
柱

を
棟
持
柱
（
宇
豆
柱
）
と
す
る
高
床
造
の
本
殿
を
い
う
。
住
吉
造
は
身
舎
の
み
の
切

妻
造
妻
入
で
、
内
部
を
前
後
二
室
と
す
る
高
床
造
の
本
殿
で
あ
る
。
日
吉
造
は
背
面
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を
除
い
た
三
面
に
庇
を
付
け
た
本
殿
で
あ
る
。
浅
間
造
は
二
重
二
階
の
流
造
本
殿
で

あ
る
。
仏
教
建
築
の
形
式
表
記
に
お
い
て
は
無
視
さ
れ
た
平
面
形
式
や
構
造
を
含
ん

で
お
り
、
首
尾
一
貫
し
て
い
な
い
。
屋
根
形
式
だ
け
に
準
拠
し
て
表
す
な
ら
、
神
明

造
は
切
妻
造
、
大
社
造
と
住
吉
造
は
切
妻
造
妻
入
、
日
吉
造
は
入
母
屋
造
、
背
面
縋

破
風
（
ま
た
は
切
妻
造
、
三
面
庇
付
）、
浅
間
造
は
二
重
二
階
、
流
造
と
表
記
さ
れ

る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　特
に
、
日
吉
造
は
日
吉
大
社
（
大
津
市
）
内
に
三
棟
、
浅
間
造
は
富
士
山
本
宮
浅

間
神
社
（
静
岡
県
富
士
宮
市
）
に
一
棟
し
か
な
く
、
そ
れ
ら
が
普
遍
的
形
式
で
な
い

こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
こ
の
目
録
の
形
式
表
記
は
普
遍
的
な
屋
根
形
式
で
あ
る
と
い

う
基
本
に
反
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
祇
園
造
や
吉
備
津
造
と
い
う
本
殿
形
式
名
を

形
式
表
記
か
ら
排
除
し
た
点
と
整
合
し
な
い
の
で
あ
る
。

　ま
た
、
屋
根
形
式
を
も
っ
て
形
式
を
表
す
こ
と
か
ら
、
春
日
造
の
一
種
で
あ
る
皇

子
造
（
熊
野
造
）
な
ど
は
、
正
面
庇
を
打
越
す
枝
外
垂
木
を
破
風
板
で
受
け
る
正
規

の
春
日
造
と
は
厳
密
に
区
別
し
て
、
隅
木
で
庇
の
枝
外
垂
木
を
受
け
る
の
で
隅
木
入

春
日
造
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
形
式
は
住
吉
造
や
浅
間
造
に
比
べ
て
、
実
例
が

は
る
か
に
多
く
、
一
つ
の
普
遍
的
な
形
式
で
あ
る
。
そ
の
分
布
状
況
は
正
規
の
春
日

造
の
本
殿
の
分
布
地
域
と
は
全
く
異
な
り

（
（（
（

、
春
日
大
社
と
の
関
係
は
少
な
く
、
熊
野

神
社
等
と
の
関
係
が
深
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
隅
木
入
春
日
造
の
名
称

は
不
適
切
で
あ
ろ
う
。
住
吉
造
や
浅
間
造
を
形
式
名
と
し
て
使
う
な
ら
、
皇
子
造
や

熊
野
造
な
ど
の
名
称
を
残
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

　（三
）
八
幡
造
の
排
除

　こ
の
目
録
の
形
式
表
記
に
お
け
る
不
統
一
の
例
と
し
て
八
幡
造
（
図
（
）
を
挙
げ

ね
ば
な
ら
な
い
。
八
幡
造
は
、
宇
佐
神
宮
（
宇
佐
八
幡
宮
）・
石
清
水
八
幡
宮
（
京

都
府
八
幡
市
）・
伊
佐
爾
波
神
社
（
愛
媛
県
松
山
市
）・
柞
原
八
幡
宮
（
大
分
市
）
と

い
う
複
数
の
神
社
に
用
い
ら
れ
た
普
遍
的
な
本
殿
形
式
の
一
つ
で
、
前
後
二
棟
の
切

妻
造
系
本
殿
を
連
結
し
て
一
棟
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
宇
佐
神
宮
で
は
そ
う
し
た
八

幡
造
の
本
殿
を
三
つ
横
に
並
べ
、
石
清
水
八
幡
宮
と
伊
佐
爾
波
神
社
で
は
八
幡
造
の

三
つ
の
本
殿
を
横
に
連
棟
に
し
て
一
棟
の
巨
大
本
殿
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
複
数
の

本
殿
を
横
に
連
棟
に
す
る
こ
と
は
春
日
造
や
流
造
な
ど
で
も
行
わ
れ
て
い
る

（
（（
（

。

　こ
の
目
録
で
は
八
幡
造
と
い
う
本
殿
形
式
名
を
使
っ
て
い
な
い
。
宇
佐
神
宮
で
は

八
幡
造
の
後
殿
（
内
院
）
と
前
殿
（
外
院
）
を
そ
れ
ぞ
れ
切
妻
造
と
し
、
石
清
水
八

幡
宮
と
伊
佐
爾
波
神
社
で
は
後
殿
（
本
殿
や
内
陣
）
を
切
妻
造
、
前
殿
（
外
殿
や
外

陣
）
を
流
造
と
表
記
す
る
。
前
殿
が
切
妻
造
と
流
造
と
相
異
す
る
の
は
、
そ
の
向
拝

を
庇
と
考
え
る
か
ど
う
か
の
違
い
で
、
こ
こ
で
は
さ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
（
詳
し
く

は
次
項
を
参
照
）
が
、
住
吉
造
よ
り
普
遍
的
な
本
殿
形
式
で
あ
る
八
幡
造
を
形
式
表

記
か
ら
排
除
す
る
正
当
な
理
由
は
な
か
ろ
う
。

　（四
）
両
流
造
の
適
用
の
不
統
一
性

　流
造
が
身
舎
の
正
面
に
一
面
の
庇
を
付
け
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
身
舎
の
背

面
に
も
庇
を
付
け
た
二
面
庇
の
建
築
の
屋
根
形
式
を
両
流
造
と
称
し
て
い
る
。
こ
の

場
合
、
そ
の
平
面
形
式
は
全
く
考
慮
せ
ず
、
厳
島
神
社
本
社
（
図
（
）
や
摂
社
客
神

社
の
本
殿
の
よ
う
な
四
面
庇
系
平
面
と
、
松
尾
大
社
（
京
都
市
）（
図
（（
）
本
殿
の

よ
う
な
二
面
庇
平
面
の
も
の
を
包
含
し
て
い
る
。

　両
流
造
と
い
う
形
式
名
は
そ
も
そ
も
不
適
当
で
あ
っ
て
、
仏
教
建
築
で
あ
る
法
隆

寺
の
東
院
伝
法
堂
や
食
堂
な
ど
は
、
二
面
庇
で
あ
る
の
で
両
流
造
と
表
記
さ
れ
る
べ

き
と
こ
ろ
を
単
に
切
妻
造
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。す
な
わ
ち
、同
じ
屋
根
形
式
で
あ
っ

て
も
、
神
社
本
殿
と
仏
教
建
築
で
は
相
異
し
た
形
式
表
記
が
な
さ
れ
、
両
流
造
と
い

う
表
記
は
神
社
本
殿
だ
け
に
適
用
さ
れ
て
い
る
。

　さ
ら
に
、
こ
の
目
録
に
お
い
て
は
、
両
流
造
に
含
め
る
べ
き
宗
像
大
社
辺
津
宮
本

殿
（
福
岡
県
玄
海
町
）（
図
（0
）
と
太
宰
府
天
満
宮
本
殿
（
福
岡
県
太
宰
府
市
）
を

流
造
に
分
類
し
て
お
り
、著
し
く
不
適
切
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
両
社
の
本
殿
は
、

身
舎
の
正
面
と
背
面
に
庇
を
付
け
た
両
流
造
の
正
面
に
孫
庇
を
さ
ら
に
付
け
た
も
の

で
、
そ
の
結
果
、
正
面
側
の
屋
根
が
長
い
の
で
機
械
的
に
流
造
に
分
類
し
た
だ
け
で
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あ
る
。
両
流
造
は
身
舎
の
正
面
と
背
面
に
庇
を
付
け
た
も
の
と
い
う
基
本
的
事
項
を

無
視
し
て
い
る
。

　と
こ
ろ
が
、
同
様
に
両
流
造
の
正
面
に
孫
庇
を
付
け
た
松
尾
大
社
本
殿
は
、
流
造

と
は
せ
ず
両
流
造
と
し
て
い
る
。
そ
の
孫
庇
の
破
風
板
が
庇
の
破
風
板
と
不
連
続
で

あ
る
と
い
う
、
極
め
て
些
細
な
点
で
孫
庇
を
向
拝
と
考
え
た
も
の
で
、
こ
の
点
か
ら

も
宗
像
大
社
や
太
宰
府
天
満
宮
の
両
流
造
本
殿
を
流
造
と
表
記
す
る
こ
と
の
不
適
切

さ
が
知
れ
よ
う

（
（（
（

。

　し
た
が
っ
て
、
両
流
造
と
い
う
形
式
表
記
は
、
身
舎
の
正
面
と
背
面
に
庇
を
付
け

た
も
の
（
孫
庇
や
向
拝
の
有
無
は
不
問
）
と
定
義
し
、
宗
像
大
社
と
太
宰
府
天
満
宮

の
本
殿
も
含
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
も
な
け
れ
ば
切
妻
造
と
い
う
仏
教
建
築
と
共

通
す
る
屋
根
形
式
に
す
べ
て
含
め
て
し
ま
っ
た
ほ
う
が
、
誤
解
が
少
な
く
、
統
一
的

で
は
あ
る
。

　（五
）
神
社
本
殿
の
規
模
形
式
表
記
の
統
一

　以
上
の
よ
う
に
目
録
に
お
け
る
形
式
表
記
は
不
統
一
あ
る
い
は
不
適
切
な
も
の
と

言
え
る
。
仏
教
建
築
と
の
表
記
の
統
一
性
を
考
え
れ
ば
、
規
模
形
式
の
表
記
は
本
殿

形
式
の
厳
密
な
分
類
で
は
な
い
の
で
、
切
妻
造
、
切
妻
造
妻
入
、
入
母
屋
造
、
入
母

屋
造
妻
入
、
流
造
、
春
日
造
、
隅
木
入
春
日
造
、
両
流
造
お
よ
び
そ
の
派
生
形
で
あ

る
比
翼
入
母
屋
造
、
比
翼
春
日
造
、
比
翼
切
妻
造
な
ど
に
限
定
す
る
の
が
妥
当
で
あ

ろ
う
。
旧
来
の
本
殿
形
式
と
の
関
係
を
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

切
妻
造
・
・
・
・
・
・
・
神
明
造
・
そ
の
他
の
切
妻
造
（
天
皇
神
社
な
ど
）

切
妻
造
妻
入
・
・
・
・
・
大
社
造
・
住
吉
造
・
大
鳥
造
・
そ
の
他
の
切
妻
造
妻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　入

入
母
屋
造
・
・
・
・
・
・
祇
園
造
・
そ
の
他
の
入
母
屋
造
（
御
上
神
社
・
聖
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　社

・
備
後
吉
備
津
神
社
・
土
佐
神
社
・
霧
島
神
宮
な
ど
）

入
母
屋
造
妻
入
・
・
・
・
中
山
造
・
そ
の
他
の
入
母
屋
造
妻
入
（
貫
前
神
社
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ど

）

流
造
・
・
・
・
・
・
・
・
流
造（
宗
像
大
社
辺
津
宮
と
太
宰
府
天
満
宮
を
除
く
）

春
日
造
・
・
・
・
・
・
・
春
日
造

隅
木
入
春
日
造
・
・
・
・
皇
子
造
（
熊
野
造
）・
そ
の
他
の
隅
木
入
春
日
造

両
流
造
・
・
・
・
・
・
・
両
流
造
・
流
造
（
宗
像
大
社
辺
津
宮
・
太
宰
府
天
満

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　宮

な
ど
）

比
翼
入
母
屋
造
・
・
・
・
吉
備
津
造

比
翼
春
日
造
・
・
・
・
・
比
翼
春
日
造
（
平
野
神
社
な
ど
）

比
翼
切
妻
造
・
・
・
・
・
八
幡
造

比
翼
切
妻
造
妻
入
・
・
・
美
保
造
（
比
翼
大
社
造
）

　そ
の
他
、
浅
間
造
は
二
重
、
流
造
と
し
、
日
吉
造
は
入
母
屋
造
、
背
面
縋
破
風
と

し
、
権
現
造
は
本
殿
部
分
の
み
を
表
記
す
れ
ば
よ
い
の
で
、
入
母
屋
造
の
も
の
と
流

造
の
も
の
と
に
分
類
さ
れ
る
。
そ
の
他
の
形
式
は
付
属
部
分
を
付
記
す
れ
ば
よ
い
の

で
、
隠
岐
造
は
切
妻
造
妻
入
、
正
面
庇
付
と
な
り
、
香
椎
造
は
入
母
屋
造
、
両
側
面

車
寄
付
と
な
る
。
向
拝
や
千
鳥
破
風
や
軒
唐
破
風
も
現
行
ど
お
り
同
様
に
付
記
す
れ

ば
よ
い
。

　な
お
、
神
明
造
・
大
社
造
・
住
吉
造
・
日
吉
造
・
浅
間
造
と
い
う
神
社
特
有
の
形

式
表
記
を
残
す
と
い
う
の
な
ら
、
複
数
の
神
社
で
見
ら
れ
る
普
遍
的
な
形
式
と
し
て

八
幡
造
や
中
山
造
を
復
活
し
た
ほ
う
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
規
模

形
式
を
表
記
す
る
こ
と
と
、
神
社
本
殿
の
起
源
や
本
質
を
考
え
る
た
め
に
分
類
す
る

こ
と
は
別
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
神
社
本
殿
の
多
様
性
や
沿

革
な
ど
を
説
明
す
る
手
段
と
し
て
旧
来
の
多
数
の
「
何
々
造
」
と
い
う
本
殿
形
式
を

使
用
す
る
こ
と
は
、
何
ら
問
題
は
な
い
と
考
え
る
。

❸
神
社
本
殿
の
定
義
と
建
築
的
特
徴

　（一
）
神
社
本
殿
の
定
義
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あ
る
。
両
流
造
は
身
舎
の
正
面
と
背
面
に
庇
を
付
け
た
も
の
と
い
う
基
本
的
事
項
を

無
視
し
て
い
る
。

　と
こ
ろ
が
、
同
様
に
両
流
造
の
正
面
に
孫
庇
を
付
け
た
松
尾
大
社
本
殿
は
、
流
造

と
は
せ
ず
両
流
造
と
し
て
い
る
。
そ
の
孫
庇
の
破
風
板
が
庇
の
破
風
板
と
不
連
続
で

あ
る
と
い
う
、
極
め
て
些
細
な
点
で
孫
庇
を
向
拝
と
考
え
た
も
の
で
、
こ
の
点
か
ら

も
宗
像
大
社
や
太
宰
府
天
満
宮
の
両
流
造
本
殿
を
流
造
と
表
記
す
る
こ
と
の
不
適
切

さ
が
知
れ
よ
う

（
（（
（

。

　し
た
が
っ
て
、
両
流
造
と
い
う
形
式
表
記
は
、
身
舎
の
正
面
と
背
面
に
庇
を
付
け

た
も
の
（
孫
庇
や
向
拝
の
有
無
は
不
問
）
と
定
義
し
、
宗
像
大
社
と
太
宰
府
天
満
宮

の
本
殿
も
含
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
も
な
け
れ
ば
切
妻
造
と
い
う
仏
教
建
築
と
共

通
す
る
屋
根
形
式
に
す
べ
て
含
め
て
し
ま
っ
た
ほ
う
が
、
誤
解
が
少
な
く
、
統
一
的

で
は
あ
る
。

　（五
）
神
社
本
殿
の
規
模
形
式
表
記
の
統
一

　以
上
の
よ
う
に
目
録
に
お
け
る
形
式
表
記
は
不
統
一
あ
る
い
は
不
適
切
な
も
の
と

言
え
る
。
仏
教
建
築
と
の
表
記
の
統
一
性
を
考
え
れ
ば
、
規
模
形
式
の
表
記
は
本
殿

形
式
の
厳
密
な
分
類
で
は
な
い
の
で
、
切
妻
造
、
切
妻
造
妻
入
、
入
母
屋
造
、
入
母

屋
造
妻
入
、
流
造
、
春
日
造
、
隅
木
入
春
日
造
、
両
流
造
お
よ
び
そ
の
派
生
形
で
あ

る
比
翼
入
母
屋
造
、
比
翼
春
日
造
、
比
翼
切
妻
造
な
ど
に
限
定
す
る
の
が
妥
当
で
あ

ろ
う
。
旧
来
の
本
殿
形
式
と
の
関
係
を
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

切
妻
造
・
・
・
・
・
・
・
神
明
造
・
そ
の
他
の
切
妻
造
（
天
皇
神
社
な
ど
）

切
妻
造
妻
入
・
・
・
・
・
大
社
造
・
住
吉
造
・
大
鳥
造
・
そ
の
他
の
切
妻
造
妻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　入

入
母
屋
造
・
・
・
・
・
・
祇
園
造
・
そ
の
他
の
入
母
屋
造
（
御
上
神
社
・
聖
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　社

・
備
後
吉
備
津
神
社
・
土
佐
神
社
・
霧
島
神
宮
な
ど
）

入
母
屋
造
妻
入
・
・
・
・
中
山
造
・
そ
の
他
の
入
母
屋
造
妻
入
（
貫
前
神
社
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ど

）

流
造
・
・
・
・
・
・
・
・
流
造（
宗
像
大
社
辺
津
宮
と
太
宰
府
天
満
宮
を
除
く
）

春
日
造
・
・
・
・
・
・
・
春
日
造

隅
木
入
春
日
造
・
・
・
・
皇
子
造
（
熊
野
造
）・
そ
の
他
の
隅
木
入
春
日
造

両
流
造
・
・
・
・
・
・
・
両
流
造
・
流
造
（
宗
像
大
社
辺
津
宮
・
太
宰
府
天
満

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　宮

な
ど
）

比
翼
入
母
屋
造
・
・
・
・
吉
備
津
造

比
翼
春
日
造
・
・
・
・
・
比
翼
春
日
造
（
平
野
神
社
な
ど
）

比
翼
切
妻
造
・
・
・
・
・
八
幡
造

比
翼
切
妻
造
妻
入
・
・
・
美
保
造
（
比
翼
大
社
造
）

　そ
の
他
、
浅
間
造
は
二
重
、
流
造
と
し
、
日
吉
造
は
入
母
屋
造
、
背
面
縋
破
風
と

し
、
権
現
造
は
本
殿
部
分
の
み
を
表
記
す
れ
ば
よ
い
の
で
、
入
母
屋
造
の
も
の
と
流

造
の
も
の
と
に
分
類
さ
れ
る
。
そ
の
他
の
形
式
は
付
属
部
分
を
付
記
す
れ
ば
よ
い
の

で
、
隠
岐
造
は
切
妻
造
妻
入
、
正
面
庇
付
と
な
り
、
香
椎
造
は
入
母
屋
造
、
両
側
面

車
寄
付
と
な
る
。
向
拝
や
千
鳥
破
風
や
軒
唐
破
風
も
現
行
ど
お
り
同
様
に
付
記
す
れ

ば
よ
い
。

　な
お
、
神
明
造
・
大
社
造
・
住
吉
造
・
日
吉
造
・
浅
間
造
と
い
う
神
社
特
有
の
形

式
表
記
を
残
す
と
い
う
の
な
ら
、
複
数
の
神
社
で
見
ら
れ
る
普
遍
的
な
形
式
と
し
て

八
幡
造
や
中
山
造
を
復
活
し
た
ほ
う
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
規
模

形
式
を
表
記
す
る
こ
と
と
、
神
社
本
殿
の
起
源
や
本
質
を
考
え
る
た
め
に
分
類
す
る

こ
と
は
別
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
神
社
本
殿
の
多
様
性
や
沿

革
な
ど
を
説
明
す
る
手
段
と
し
て
旧
来
の
多
数
の
「
何
々
造
」
と
い
う
本
殿
形
式
を

使
用
す
る
こ
と
は
、
何
ら
問
題
は
な
い
と
考
え
る
。

❸
神
社
本
殿
の
定
義
と
建
築
的
特
徴

　（一
）
神
社
本
殿
の
定
義
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　学
際
的
な
視
座
か
ら
す
る
と
、神
社
本
殿（
神
殿
）の
定
義
は
容
易
に
は
下
せ
な
い
。

特
に
考
古
学
と
民
俗
学
の
研
究
者
と
の
意
見
の
整
合
は
容
易
で
は
な
い
が
、筆
者
は
、

「
神
の
専
有
空
間
を
内
包
す
る
建
築
で
、
そ
こ
に
神
が
常
在
す
る
と
さ
れ
て
い
る
も

の
」
と
定
義
し
て
い
る
。
一
時
的
に
神
が
行
在
す
る
仮
殿
や
旅
所
、
あ
る
い
は
祭
礼

等
の
時
に
だ
け
神
が
降
臨
す
る
祭
殿
や
神
棚
は
本
殿
の
範
疇
に
は
含
め
な
い
。近
年
、

次
々
と
弥
生
時
代
や
古
墳
時
代
の
遺
跡
か
ら
発
掘
さ
れ
る
祭
祀
用
の
建
築
と
言
わ
れ

る
も
の
は
、
恐
ら
く
祭
祀
者
が
殿
内
に
入
っ
て
神
の
一
時
的
な
降
臨
を
仰
い
だ
所
と

推
測
さ
れ
る
の
で
、そ
れ
は
本
殿
と
は
見
な
さ
な
い
の
で
あ
る
。
神
の
専
有
空
間
は
、

本
殿
形
式
に
よ
り
、
あ
る
い
は
時
代
に
よ
っ
て
広
狭
の
相
違
が
あ
る
が
、
人
の
入
る

空
間
と
は
厳
格
に
仕
切
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
は
る
か
古
代
に
お
い

て
巫
女
に
神
が
降
り
て
神
託
を
告
げ
る
の
に
使
わ
れ
た
建
築
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
本
殿
で
は
な
い
し
、
首
長
に
神
が
降
り
て
神
と
同
体
と
な
っ
て
住
ん
だ
宮
殿

が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
同
様
に
本
殿
で
は
な
い
。
ま
た
天
皇
の
即
位
儀
礼
の
大
嘗
祭

に
お
い
て
、
天
皇
と
神
が
同
殿
し
て
食
事
を
共
に
し
た
大
嘗
宮
正
殿
も
、
住
吉
造
と

平
面
構
成
の
類
似
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
同
様
に
本
殿
と
は
見
な
さ
な
い
の
で
あ

る
。　筆

者
が
定
義
を
示
し
た
よ
う
な
本
殿
の
成
立
は
、
飛
鳥
時
代
後
期
の
七
世
紀
後
半

頃
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
者
が
言
っ
た
よ
う
に
伊
勢
神
宮
・

出
雲
大
社
・
住
吉
大
社
の
本
殿
が
そ
の
草
創
期
の
例
で
あ
る
。

　（二
）
神
社
本
殿
の
建
築
的
特
徴

　神
社
本
殿
の
原
型
の
一
つ
で
あ
る
伊
勢
神
宮
正
殿
は
、
大
陸
伝
来
の
仏
教
建
築
の

刺
激
を
受
け
て
成
立
し
た
も
の
と
し
て
よ
く
、
そ
の
時
期
は
日
本
初
の
本
格
的
な
寺

院
で
あ
る
法
興
寺
（
飛
鳥
寺
）
が
建
立
さ
れ
て
か
ら
お
よ
そ
一
世
紀
後
の
七
世
紀
後

半
頃
で
あ
ろ
う
と
筆
者
も
考
え
て
い
る
。

　神
社
本
殿
の
原
型
は
、
仏
教
建
築
と
は
全
く
異
質
な
日
本
古
来
の
建
築
技
術
と
意

匠
を
復
古
的
に
用
い
た
も
の
で
、
両
者
の
共
通
点
は
少
な
い
。
共
通
点
は
円
柱
を
使

い
、
梁
と
桁
お
よ
び
垂
木
で
構
成
さ
れ
た
骨
組
み
を
持
つ
こ
と
ぐ
ら
い
で
あ
っ
て
、

そ
の
他
の
要
素
は
こ
と
ご
と
く
相
違
す
る
と
し
て
も
過
言
で
は
な
い
。
古
代
の
寺
院

建
築
（
仏
堂
）
は
、
①
基
壇
を
持
ち
、
②
礎
石
建
て
で
、
③
内
部
を
土
間
と
し
、
④

土
壁
を
塗
り
、
⑤
高
貴
さ
の
象
徴
た
る
組
物
を
柱
上
に
置
き
、
⑥
扉
は
内
開
き
と

し
、
⑦
木
部
を
彩
色
し
、
⑧
屋
根
を
寄
棟
造
あ
る
い
は
入
母
屋
造
と
し
、
⑨
瓦
葺
と

す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
神
社
本
殿
の
原
型
は
、
①
基
壇
を
持
た
ず
、
②
礎
石
を
用
い

ず
、
掘
立
柱
と
し
、
③
内
部
を
土
間
と
は
せ
ず
に
高
床
造
と
し
、
④
土
壁
を
使
わ
ず

横
板
壁
（
板
羽
目
）
と
し
、
⑤
組
物
を
使
わ
ず
、
そ
の
代
わ
り
に
大
棟
上
に
高
貴
を

示
す
千
木
と
鰹
木
を
置
き
、
⑥
扉
は
外
開
き
と
し
、
⑦
木
部
は
素
木
の
ま
ま
で
、
⑧

屋
根
を
切
妻
造
と
し
、
⑨
瓦
を
使
わ
ず
、
茅
葺
あ
る
い
は
檜
皮
葺
や
板
葺
と
す
る
。

　以
上
の
点
に
つ
い
て
は
、
若
干
の
補
足
が
必
要
で
、
神
社
本
殿
の
原
型
の
一
つ
の

形
式
を
よ
く
伝
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
日
前
国
懸
神
宮
や
生
島
足
島
神
社
で
は
内
部

を
土
間
と
し
て
お
り
、
神
社
本
殿
の
原
型
と
な
っ
た
当
時
の
日
本
住
宅
の
多
様
性
を

示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
次
に
、
神
社
本
殿
の
扉
の
内
開
き
の
例
は
、
現
在
で
は

珍
し
く
、
鹿
児
島
神
宮
本
殿
な
ど
わ
ず
か
で
あ
り
、
寝
殿
造
の
殿
舎
な
ど
後
世
の
日

本
住
宅
の
扉
も
外
開
き
で
あ
る
の
で
、
神
社
本
殿
の
原
型
も
外
開
き
で
あ
っ
た
と
し

て
よ
い
。
家
形
埴
輪
の
高
床
造
の
も
の
に
は
内
開
き
の
扉
の
痕
跡
が
残
っ
て
い
る

が
（
（（
（

、
古
墳
時
代
か
ら
飛
鳥
時
代
末
期
ま
で
の
間
に
日
本
住
宅
の
扉
の
開
閉
が
変
化
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　草
創
期
の
神
社
本
殿
が
仏
教
建
築
と
大
き
く
相
違
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
稲
垣

榮
三
は
「
神
社
が
古
い
素
朴
な
神
祇
信
仰
に
発
す
る
と
し
て
も
、
単
純
に
そ
の
延
長

上
に
い
ま
見
る
よ
う
な
神
社
建
築
が
造
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
仏
教
建
築
に
対
す
る

強
い
関
心
と
激
し
い
対
抗
意
識
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
神
社
建
築
と
い
う
固
有
の
領

域
が
切
り
拓
か
れ
た
と
み
て
よ
い

（
（（
（

。」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
言
葉
で
十
分
に
説
明

が
つ
い
て
い
る
と
思
う
。

　（三
）
神
社
本
殿
と
仏
教
建
築
の
接
近
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　奈
良
時
代
以
降
、
神
社
本
殿
が
仏
教
建
築
の
長
所
を
少
し
ず
つ
取
り
入
れ
て
変
化

し
て
い
っ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
礎
石
建
て
、
組
物
、
彩
色
な
ど
の
仏
教

建
築
の
要
素
を
取
り
入
れ
、
神
社
本
殿
は
洗
練
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
一
方
、
寺
院

建
築
の
側
で
は
、
高
床
造
、
外
開
き
を
取
り
込
み
、
密
教
本
堂
等
で
は
横
板
壁
や
檜

皮
葺
な
ど
も
取
り
入
れ
て
神
社
本
殿
に
接
近
し
て
い
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
神

社
本
殿
と
同
系
統
の
日
本
住
宅
の
要
素
を
取
り
入
れ
た
も
の
と
し
て
も
よ
い
。

　し
か
し
、
稲
垣
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
神
社
本
殿
は
切
妻
造
と
高
床
造
と
い

う
二
つ
の
要
素
を
造
形
上
の
基
本
と
し
て
守
り
続
け
た

（
（（
（

。
そ
し
て
、
後
に
入
母
屋
造

の
本
殿
が
現
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
切
妻
造
の
発
展
形
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
入
母

屋
造
の
妻
（
破
風
）
の
部
分
に
意
味
が
あ
る
か
で
あ
っ
て
、（
破
風
の
な
い
）
寄
棟

造
や
方
形
造
は
神
社
本
殿
に
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
は
ず
と
し
て
い
る
。
要
す
る
に

高
床
造
と
破
風
の
あ
る
造
形
が
神
社
本
殿
の
基
本
で
あ
っ
て
、
一
般
的
な
本
殿
と
同

等
規
模
の
小
仏
堂
の
多
く
が
高
床
造
で
は
あ
る
が
寄
棟
造
や
方
形
造
で
あ
る
た
め

に
、
神
社
本
殿
と
仏
堂
を
外
観
か
ら
容
易
に
区
別
で
き
る
の
で
あ
る
。

　さ
て
、
神
社
本
殿
の
草
創
期
の
七
世
紀
後
半
で
は
、
大
陸
か
ら
伝
来
し
た
仏
教
建

築
は
中
国
の
宮
殿
建
築
の
一
種
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
中
国
で
は
瓦
葺
の
二
重
（
重

檐
）
の
寄
棟
造
（
廡
殿
）
を
最
高
格
式
と
し
て
お
り
、
唐
代
か
ら
清
代
に
至
る
ま
で

そ
れ
は
変
わ
っ
て
お
ら
ず
、
現
存
す
る
北
京
紫
禁
城
太
和
殿
も
二
重
の
寄
棟
造
で
あ

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
奈
良
時
代
の
住
宅
建
築
で
は
切
妻
造
を
「
真
屋
」、
寄
棟
造

あ
る
い
は
入
母
屋
造
を
「
東
屋
」
と
称
し
て
お
り

（
（（
（

、「
東
屋
」
す
な
わ
ち
田
舎
の
家

で
あ
る
寄
棟
造
等
に
比
し
て
、「
真
屋
」
す
な
わ
ち
本
当
の
家
で
あ
る
切
妻
造
の
優

位
性
が
知
ら
れ
る
。
神
社
本
殿
成
立
時
に
は
、
仏
教
建
築
と
の
対
抗
意
識
に
よ
っ
て

切
妻
造
が
採
用
さ
れ
た
も
の
と
し
て
よ
い
。

　社
寺
建
築
の
屋
根
形
式
は
、
奈
良
時
代
や
平
安
時
代
に
お
い
て
は
、
概
ね
そ
う
し

た
区
別
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
中
世
以
降
に
な
る
と
、
状
況
は
変
化
す

る
。
平
安
時
代
後
期
に
は
、
八
坂
神
社
や
北
野
天
満
宮
と
い
っ
た
神
仏
習
合
の
著
し

い
御
霊
系
の
神
社
に
お
い
て
、
入
母
屋
造
の
屋
根
が
逸
早
く
採
用
さ
れ
、
鎌
倉
時

代
以
降
に
な
る
と
、
一
般
的
な
神
社
の
本
殿
に
も
入
母
屋
造
が
少
し
ず
つ
広
ま
っ
て

い
っ
た

（
（（
（

。
し
か
し
、入
母
屋
造
の
屋
根
を
神
社
本
殿
に
採
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

当
初
は
か
な
り
の
忌
憚
が
あ
っ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
北
野
天
満
宮
で

は
、
天
徳
四
年
（
九
六
〇
）
当
時
は
三
間
三
面
の
本
殿
で
あ
っ
て
、
入
母
屋
造
で
は

な
く
日
吉
造
の
よ
う
な
形
式
で
あ
っ
た
こ
と
が
福
山
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
お

り
、
天
福
二
年
（
一
二
三
四
）
再
建
時
以
前
の
平
安
時
代
末
期
に
三
間
四
面
の
入
母

屋
造
に
改
め
ら
れ
た
。
八
坂
神
社
本
殿
も
、
貞
観
年
中
（
八
五
九
―
七
七
）
の
創
建

時
に
は
「
五
間
」
の
規
模
で
あ
っ
て
、
後
の
五
間
四
面
の
規
模
と
は
相
違
し
、
切
妻

造
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
八
坂
神
社
や
北
野
天
満
宮
の
よ
う
な
神
仏
習
合
の
著

し
い
御
霊
系
の
神
社
に
お
い
て
さ
え
、
平
安
時
代
中
期
頃
ま
で
は
入
母
屋
造
本
殿
の

採
用
を
躊
躇
し
て
い
た
と
言
え
、
神
社
本
殿
は
切
妻
造
系
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
こ

と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　そ
の
一
方
、
仏
教
建
築
に
お
い
て
は
、
主
要
な
仏
堂
は
寄
棟
造
あ
る
い
は
入
母
屋

造
で
あ
り
、
特
に
奈
良
時
代
に
お
い
て
は
、
中
国
に
倣
っ
て
寄
棟
造
の
方
を
格
上
と

し
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る

（
（（
（

。
と
こ
ろ
が
、
現
存
遺
構
を
見
る
限
り
、
平
安
時
代
後
期

か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
、
寄
棟
造
と
入
母
屋
造
の
地
位
の
逆
転
が
進
行
し
、
入
母

屋
造
が
仏
教
建
築
に
お
い
て
最
上
位
に
な
っ
た
と
し
て
よ
い

（
（（
（

。
そ
う
し
た
入
母
屋
造

の
地
位
の
向
上
は
、
神
社
本
殿
に
お
け
る
入
母
屋
造
の
採
用
と
無
関
係
で
あ
っ
た
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
神
社
本
殿
に
寄
棟
造
が
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
古

く
は
寺
院
建
築
と
の
対
抗
意
識
の
現
れ
で
あ
ろ
う
が
、
中
世
以
降
は
寄
棟
造
の
地
位

の
低
下
が
一
つ
の
原
因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
江
戸
時
代
中
期
に
は
、
寺

院
建
築
の
華
美
や
規
模
に
対
し
て
幕
府
が
取
り
締
ま
り
を
し
た
御
触
書
で
、
入
母
屋

造
を
規
制
し
て
「
小
棟
造
」
す
な
わ
ち
寄
棟
造
と
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る

（
（（
（

こ
と
か

ら
し
て
も
、
当
時
は
低
級
と
み
な
さ
れ
て
い
た
寄
棟
造
を
神
社
本
殿
に
応
用
す
る
こ

と
は
躊
躇
さ
れ
て
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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　奈
良
時
代
以
降
、
神
社
本
殿
が
仏
教
建
築
の
長
所
を
少
し
ず
つ
取
り
入
れ
て
変
化

し
て
い
っ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
礎
石
建
て
、
組
物
、
彩
色
な
ど
の
仏
教

建
築
の
要
素
を
取
り
入
れ
、
神
社
本
殿
は
洗
練
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
一
方
、
寺
院

建
築
の
側
で
は
、
高
床
造
、
外
開
き
を
取
り
込
み
、
密
教
本
堂
等
で
は
横
板
壁
や
檜

皮
葺
な
ど
も
取
り
入
れ
て
神
社
本
殿
に
接
近
し
て
い
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
神

社
本
殿
と
同
系
統
の
日
本
住
宅
の
要
素
を
取
り
入
れ
た
も
の
と
し
て
も
よ
い
。

　し
か
し
、
稲
垣
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
神
社
本
殿
は
切
妻
造
と
高
床
造
と
い

う
二
つ
の
要
素
を
造
形
上
の
基
本
と
し
て
守
り
続
け
た

（
（（
（

。
そ
し
て
、
後
に
入
母
屋
造

の
本
殿
が
現
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
切
妻
造
の
発
展
形
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
入
母

屋
造
の
妻
（
破
風
）
の
部
分
に
意
味
が
あ
る
か
で
あ
っ
て
、（
破
風
の
な
い
）
寄
棟

造
や
方
形
造
は
神
社
本
殿
に
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
は
ず
と
し
て
い
る
。
要
す
る
に

高
床
造
と
破
風
の
あ
る
造
形
が
神
社
本
殿
の
基
本
で
あ
っ
て
、
一
般
的
な
本
殿
と
同

等
規
模
の
小
仏
堂
の
多
く
が
高
床
造
で
は
あ
る
が
寄
棟
造
や
方
形
造
で
あ
る
た
め

に
、
神
社
本
殿
と
仏
堂
を
外
観
か
ら
容
易
に
区
別
で
き
る
の
で
あ
る
。

　さ
て
、
神
社
本
殿
の
草
創
期
の
七
世
紀
後
半
で
は
、
大
陸
か
ら
伝
来
し
た
仏
教
建

築
は
中
国
の
宮
殿
建
築
の
一
種
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
中
国
で
は
瓦
葺
の
二
重
（
重

檐
）
の
寄
棟
造
（
廡
殿
）
を
最
高
格
式
と
し
て
お
り
、
唐
代
か
ら
清
代
に
至
る
ま
で

そ
れ
は
変
わ
っ
て
お
ら
ず
、
現
存
す
る
北
京
紫
禁
城
太
和
殿
も
二
重
の
寄
棟
造
で
あ

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
奈
良
時
代
の
住
宅
建
築
で
は
切
妻
造
を
「
真
屋
」、
寄
棟
造

あ
る
い
は
入
母
屋
造
を
「
東
屋
」
と
称
し
て
お
り

（
（（
（

、「
東
屋
」
す
な
わ
ち
田
舎
の
家

で
あ
る
寄
棟
造
等
に
比
し
て
、「
真
屋
」
す
な
わ
ち
本
当
の
家
で
あ
る
切
妻
造
の
優

位
性
が
知
ら
れ
る
。
神
社
本
殿
成
立
時
に
は
、
仏
教
建
築
と
の
対
抗
意
識
に
よ
っ
て

切
妻
造
が
採
用
さ
れ
た
も
の
と
し
て
よ
い
。

　社
寺
建
築
の
屋
根
形
式
は
、
奈
良
時
代
や
平
安
時
代
に
お
い
て
は
、
概
ね
そ
う
し

た
区
別
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
中
世
以
降
に
な
る
と
、
状
況
は
変
化
す

る
。
平
安
時
代
後
期
に
は
、
八
坂
神
社
や
北
野
天
満
宮
と
い
っ
た
神
仏
習
合
の
著
し

い
御
霊
系
の
神
社
に
お
い
て
、
入
母
屋
造
の
屋
根
が
逸
早
く
採
用
さ
れ
、
鎌
倉
時

代
以
降
に
な
る
と
、
一
般
的
な
神
社
の
本
殿
に
も
入
母
屋
造
が
少
し
ず
つ
広
ま
っ
て

い
っ
た

（
（（
（

。
し
か
し
、入
母
屋
造
の
屋
根
を
神
社
本
殿
に
採
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

当
初
は
か
な
り
の
忌
憚
が
あ
っ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
北
野
天
満
宮
で

は
、
天
徳
四
年
（
九
六
〇
）
当
時
は
三
間
三
面
の
本
殿
で
あ
っ
て
、
入
母
屋
造
で
は

な
く
日
吉
造
の
よ
う
な
形
式
で
あ
っ
た
こ
と
が
福
山
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
お

り
、
天
福
二
年
（
一
二
三
四
）
再
建
時
以
前
の
平
安
時
代
末
期
に
三
間
四
面
の
入
母

屋
造
に
改
め
ら
れ
た
。
八
坂
神
社
本
殿
も
、
貞
観
年
中
（
八
五
九
―
七
七
）
の
創
建

時
に
は
「
五
間
」
の
規
模
で
あ
っ
て
、
後
の
五
間
四
面
の
規
模
と
は
相
違
し
、
切
妻

造
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
八
坂
神
社
や
北
野
天
満
宮
の
よ
う
な
神
仏
習
合
の
著

し
い
御
霊
系
の
神
社
に
お
い
て
さ
え
、
平
安
時
代
中
期
頃
ま
で
は
入
母
屋
造
本
殿
の

採
用
を
躊
躇
し
て
い
た
と
言
え
、
神
社
本
殿
は
切
妻
造
系
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
こ

と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　そ
の
一
方
、
仏
教
建
築
に
お
い
て
は
、
主
要
な
仏
堂
は
寄
棟
造
あ
る
い
は
入
母
屋

造
で
あ
り
、
特
に
奈
良
時
代
に
お
い
て
は
、
中
国
に
倣
っ
て
寄
棟
造
の
方
を
格
上
と

し
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る

（
（（
（

。
と
こ
ろ
が
、
現
存
遺
構
を
見
る
限
り
、
平
安
時
代
後
期

か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
、
寄
棟
造
と
入
母
屋
造
の
地
位
の
逆
転
が
進
行
し
、
入
母

屋
造
が
仏
教
建
築
に
お
い
て
最
上
位
に
な
っ
た
と
し
て
よ
い

（
（（
（

。
そ
う
し
た
入
母
屋
造

の
地
位
の
向
上
は
、
神
社
本
殿
に
お
け
る
入
母
屋
造
の
採
用
と
無
関
係
で
あ
っ
た
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
神
社
本
殿
に
寄
棟
造
が
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
古

く
は
寺
院
建
築
と
の
対
抗
意
識
の
現
れ
で
あ
ろ
う
が
、
中
世
以
降
は
寄
棟
造
の
地
位

の
低
下
が
一
つ
の
原
因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
江
戸
時
代
中
期
に
は
、
寺

院
建
築
の
華
美
や
規
模
に
対
し
て
幕
府
が
取
り
締
ま
り
を
し
た
御
触
書
で
、
入
母
屋

造
を
規
制
し
て
「
小
棟
造
」
す
な
わ
ち
寄
棟
造
と
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る

（
（（
（

こ
と
か

ら
し
て
も
、
当
時
は
低
級
と
み
な
さ
れ
て
い
た
寄
棟
造
を
神
社
本
殿
に
応
用
す
る
こ

と
は
躊
躇
さ
れ
て
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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❹
本
殿
の
起
源
に
つ
い
て
の
稲
垣
の
分
類

　（一
）
本
殿
形
式
の
出
現

　は
る
か
上
代
に
お
い
て
は
、
神
を
祀
る
た
め
の
社
殿
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
、

日
本
建
築
史
研
究
の
始
ま
っ
た
頃
か
ら
の
定
説
で
、
大
神
神
社
（
奈
良
県
桜
井
市
）・

諏
訪
大
社
上
社
（
長
野
県
諏
訪
市
）・
金
鑽
神
社
（
埼
玉
県
神
川
村
）
が
現
在
で
も

本
殿
を
持
た
な
い
こ
と
は
よ
く
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
天
地
根
元
造

（
江
戸
時
代
に
想
像
さ
れ
た
も
の
ら
し
い
）
と
い
う
、
地
面
上
に
直
に
切
妻
造
屋
根

を
置
い
た
原
始
的
な
本
殿
に
始
ま
り
、
大
社
造
・
大
鳥
造
・
住
吉
造
・
神
明
造
（
も

と
は
唯
一
神
明
造
と
称
し
た
）
の
順
に
上
代
に
出
現
し
た
と
さ
れ
た

（
（（
（

。
天
地
根
元
造

は
、
考
古
学
の
知
見
か
ら
現
在
は
否
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
発
生
の
順
は
と
も
か

く
も
、
こ
れ
ら
の
古
式
な
本
殿
形
式
が
神
社
本
殿
創
始
期
の
形
式
を
よ
く
受
け
継
い

で
い
る
と
い
う
考
え
方
は
現
在
も
支
持
さ
れ
て
い
る
。

　ま
た
、
春
日
造
・
流
造
・
八
幡
造
・
日
吉
造
は
大
陸
建
築
す
な
わ
ち
仏
教
建
築
の

手
法
を
摂
取
し
て
住
吉
造
や
神
明
造
か
ら
生
じ
た
新
形
式
で
あ
る
と
さ
れ
、
垂
木
・

破
風
板
・
千
木
な
ど
に
曲
線
や
反
り
を
生
じ
、
舟
肘
木
を
用
い
た
り
、
彩
色
を
加
え

た
り
し
た
こ
と
が
大
陸
建
築
の
手
法
と
す
る

（
（（
（

。
こ
の
よ
う
に
一
つ
の
身
舎
だ
け
の
本

殿
形
式
が
最
初
に
出
現
し
、
そ
れ
に
向
拝
（
庇
）
を
加
え
た
り
、
も
う
一
つ
の
身
舎

や
三
面
の
庇
を
加
え
た
り
し
た
新
し
い
本
殿
形
式
が
仏
教
建
築
の
影
響
を
多
少
受
け

て
後
に
出
現
し
た
と
さ
れ
て
い
た
。

　そ
う
し
た
従
来
の
定
説
に
対
し
、
稲
垣
榮
三
は
、
そ
れ
ら
新
旧
二
時
期
と
言
わ
れ

て
き
た
本
殿
形
式
に
つ
い
て
、
時
代
差
を
越
え
て
同
列
に
把
え
、
庇
や
身
舎
の
付
加

や
、
建
築
細
部
に
お
け
る
大
陸
建
築
の
影
響
と
い
っ
た
視
点
で
は
な
く
、
土
台
・
心

御
柱
・
二
室
と
い
う
概
念
で
そ
れ
ら
を
分
類
し
な
お
し
、
そ
の
起
源
に
つ
い
て
明
快

に
推
論
を
行
っ
た
。

　（二
）
稲
垣
に
よ
る
本
殿
形
式
の
分
類

　稲
垣
は
、
神
社
建
築
の
も
つ
大
き
な
特
色
と
し
て
、
建
立
年
代
の
新
し
い
も
の
で

あ
っ
て
も
、
古
い
形
式
が
慎
重
に
維
持
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
点
に
注
目
し
、
古
代
の

本
殿
形
式
は
、「
柱
下
に
土
台
を
も
つ
も
の
」・「
心
御
柱
を
も
つ
も
の
」・「
内
部
が

二
室
に
分
か
れ
る
も
の
」
の
三
形
式
に
集
約
で
き
る
と
し
た

（
（（
（

。

　土
台
（
土
居
）
を
も
つ
本
殿
形
式
は
春
日
造
と
流
造
で
あ
る
。
そ
の
代
表
例
で
あ

り
、
か
つ
古
式
な
細
部
を
よ
く
残
す
例
は
、
春
日
造
で
は
春
日
大
社
本
殿
、
流
造
で

は
賀
茂
別
雷
神
社
と
賀
茂
御
祖
神
社
の
本
殿
で
あ
る
。前
者
は
妻
入
で
彩
色
が
あ
り
、

小
規
模
で
あ
る
が
、
後
者
は
平
入
で
素
木
造
で
あ
り
、
比
較
的
に
規
模
が
大
き
い
。

稲
垣
は
、
両
者
の
本
殿
が
柱
下
に
井
桁
に
組
ん
だ
土
台
を
も
つ
と
い
う
共
通
点
に
着

目
し
、
古
代
の
建
築
遺
構
で
は
春
日
造
と
流
造
の
本
殿
以
外
に
は
土
台
を
も
つ
例
が

見
当
た
ら
な
い
の
で
、
土
台
を
も
つ
理
由
が
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
土
台
の
効
用

と
し
て
建
物
を
移
動
し
易
い
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
本
殿
の
移
動
が
も
つ
意
味
と
し

て
は
、
古
く
は
常
設
の
本
殿
で
は
な
く
、
祭
り
の
時
に
の
み
本
殿
を
置
く
と
い
う
方

式
で
あ
っ
た
と
想
像
し
、
神
が
常
住
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
賀
茂
の
御
阿
礼
祭
が

示
す
よ
う
に
、
年
に
一
度
神
が
降
臨
す
る
際
の
神
の
宿
舎
と
い
う
性
格
で
あ
っ
た
と

考
え
た

（
（（
（

。
そ
し
て
、
土
台
を
も
つ
本
殿
形
式
は
、
神
社
固
有
の
方
式
で
あ
り
、
本
殿

形
式
と
し
て
最
も
古
く
、
か
つ
普
遍
的
な
形
式
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
た
。『
日
本

書
紀
』
や
『
万
葉
集
』
に
見
え
る
神
籬
（
ヒ
モ
ロ
ギ
）
は
、
こ
の
形
式
と
関
連
す
る

と
の
指
摘
も
し
て
お
り
、
春
日
造
や
流
造
の
簡
略
系
で
あ
る
見
世
棚
造
の
小
さ
な
本

殿
は
、神
社
本
殿
の
発
生
時
の
姿
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
と
す
る
。

　心
御
柱
を
も
つ
本
殿
形
式
は
神
明
造
と
大
社
造
で
あ
る
と
す
る
。
神
明
造
の
代
表

は
伊
勢
神
宮
正
殿
で
あ
り
、
大
社
造
の
代
表
は
出
雲
大
社
本
殿
で
あ
る
。
出
雲
大
社

本
殿
内
部
中
央
の
柱
は
、
古
く
は
岩
根
御
柱
と
称
し
、
他
の
柱
よ
り
太
く
、
構
造
的

に
は
ほ
と
ん
ど
無
用
な
の
で
、
伊
勢
神
宮
正
殿
の
床
下
の
心
御
柱
に
相
当
す
る
神
秘

性
を
帯
び
た
も
の
と
想
像
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
両
者
の
本
殿
は
、
掘
立
柱
で
あ
っ
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た
こ
と
、
棟
持
柱
を
も
つ
こ
と
が
共
通
し
て
お
り
、
掘
立
柱
は
古
代
の
宮
殿
を
立
て

る
時
の
手
法
で
あ
る
の
で
、神
が
常
在
す
る
宮
殿
と
し
て
造
ら
れ
た
ら
し
い
と
し
た
。

そ
し
て
、
両
者
が
共
通
点
を
も
つ
こ
と
か
ら
同
時
期
に
同
じ
背
景
で
成
立
し
た
と
想

像
で
き
、
七
世
紀
後
半
に
政
治
的
契
機
に
よ
っ
て
成
立
し
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い

る
。　二

室
に
分
か
れ
た
平
面
を
も
つ
本
殿
形
式
は
、
住
吉
大
社
本
殿
の
住
吉
造
と
宇
佐

神
宮
本
殿
の
八
幡
造
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
起
源
お
よ
び
二
室
の
も
つ
意
味
は
全
く

異
な
る
よ
う
で
あ
る
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
紹
介
だ
け
に
と
ど
め
、
特

に
は
論
考
し
な
い
こ
と
に
す
る
。

　（三
）
稲
垣
説
の
疑
問
点

　春
日
造
の
土
台
の
も
つ
意
味
は
、
移
動
よ
り
も
小
規
模
建
築
の
安
定
に
求
め
る
べ

き
で
あ
る
と
考
え
る
。
井
桁
に
組
ま
れ
た
土
台
が
神
輿
を
彷
彿
さ
せ
る
と
も
言
わ
れ

て
お
り
、
神
が
常
在
し
な
い
仮
設
の
本
殿
の
証
で
あ
る
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
賛

同
で
き
な
い
。

　春
日
大
社
の
鎮
座
地
に
も
と
は
本
殿
が
な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
『
万
葉
集
』
所

収
の
歌
に
も
窺
え
、
古
く
は
標
縄
で
広
大
な
神
域
を
囲
っ
て
い
た
だ
け
ら
し
い

（
（（
（

。
奈

良
時
代
に
春
日
大
社
と
本
殿
が
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
神
域
内

を
移
動
で
き
る
仮
設
の
本
殿
は
必
要
な
い
し
、
そ
の
存
在
を
示
す
確
実
な
証
拠
も
な

い
。
神
域
内
の
一
定
の
場
所
に
祭
礼
時
に
神
籬
を
立
て
れ
ば
よ
く
、
そ
れ
は
建
築
的

な
形
で
は
な
く
、『
古
事
記
』
の
天
の
石
屋
戸
の
場
面
に
見
え
る
よ
う
な
「
五
百
箇

真
賢
木（
イ
ホ
ツ
マ
サ
カ
キ
）」を
立
て
た
祭
場
が
相
応
し
い
。
奈
良
時
代
に
な
っ
て
、

神
が
常
在
す
る
建
築
と
し
て
、
春
日
大
社
の
成
立
と
同
時
に
春
日
造
本
殿
が
設
け
ら

れ
た
も
の
と
考
え
た
い

（
（（
（

。

　そ
の
場
合
の
土
台
は
、
小
規
模
な
建
築
の
安
定
に
は
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
中

世
以
降
の
小
規
模
な
春
日
造
や
流
造
の
見
世
棚
造
の
本
殿
に
は
、
そ
の
細
い
柱
の
割

り
に
し
て
は
大
変
に
太
い
土
台
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
土
台
の
安
定
性
に
よ
っ

て
強
風
に
も
耐
え
て
転
倒
せ
ず
に
建
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
そ
の
構
造
上
の

必
要
性
は
自
明
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
規
模
の
大
き
い
流
造
本
殿
の
例
で
は
、
中
世
以

降
、
礎
石
建
て
で
土
台
が
な
い
も
の
が
多
い
こ
と
か
ら
し
て
も
、
土
台
の
効
用
が
安

定
性
確
保
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
小
規
模
な
本
殿
で
掘
立
柱
と

し
た
例
は
現
存
し
な
い
し
、掘
立
柱
の
細
い
柱
は
耐
用
年
限
が
十
年
以
下
と
な
っ
て
、

不
都
合
で
あ
ろ
う
。
小
規
模
な
本
殿
の
安
定
に
は
土
台
を
用
い
る
し
か
ほ
か
に
術
が

な
い
の
で
あ
る
。

　そ
の
一
方
、
規
模
の
大
き
い
賀
茂
別
雷
神
社
と
賀
茂
御
祖
神
社
の
本
殿
が
土
台
を

も
つ
こ
と
は
、
春
日
大
社
本
殿
と
は
別
の
意
味
が
あ
り
、
稲
垣
も
言
及
し
た
よ
う
に
、

本
殿
造
替
の
際
に
、
あ
ら
か
じ
め
別
位
置
に
建
て
て
お
い
た
新
本
殿
を
轆
轤
（
ロ
ク

ロ
）
で
引
い
て
正
規
の
位
置
に
据
え
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
の
本
殿
の
移
動
は
、
本
殿
造
替
時
に
お
け
る
神
体
の
権
殿
（
仮
殿
）
へ

の
還
座
が
一
日
で
済
む
よ
う
に
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
取
り

も
直
さ
ず
、
神
が
本
殿
内
に
常
在
す
る
こ
と
の
現
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
神
が
常
在
し
な
い
仮
設
の
本
殿
を
起
源
と
す
る
と
は
考
え
る
べ
き
で
は
な
く
、

そ
の
規
模
の
大
き
さ
や
構
造
の
立
派
さ
か
ら
す
れ
ば
、
当
初
か
ら
神
が
常
在
す
る
本

殿
と
し
て
創
建
さ
れ
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
神
明
造
の
切
妻
造
の
身
舎
の
正

面
に
庇
を
付
加
し
て
成
立
し
た
と
す
る
、
明
治
以
来
の
見
方
で
問
題
は
な
い
と
思
わ

れ
る
。

　次
に
心
御
柱
を
も
つ
と
す
る
出
雲
大
社
本
殿
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
本
殿
内
部
中

央
に
立
つ
心
御
柱
は
、
構
造
上
で
は
巨
大
本
殿
の
梁
組
の
中
程
を
支
え
る
も
の
と
し

て
必
要
で
、
稲
垣
が
言
う
よ
う
な
構
造
上
で
無
用
な
も
の
で
は
な
い
。
心
御
柱
と
い

う
呼
称
は
、
古
く
か
ら
の
も
の
で
な
く
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら
使
わ
れ
た
も
の

で
（
（（
（

、
そ
れ
以
前
は
南
北
朝
以
来
『
古
事
記
』
の
「
底
つ
石
根
に
宮
柱
ふ
と
し
り
」
と

い
う
記
述
に
基
づ
い
て
岩
根
御
柱
と
称
し
て
い
た
。
底
つ
石
根
云
々
と
い
う
語
句
は

『
延
喜
式
』
の
祝
詞
に
散
見
さ
れ
る
単
な
る
常
用
句
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
、
呼

称
に
つ
い
て
は
、
こ
の
心
御
柱
は
神
秘
性
を
帯
び
た
も
の
と
は
必
ず
し
も
認
め
ら
れ
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た
こ
と
、
棟
持
柱
を
も
つ
こ
と
が
共
通
し
て
お
り
、
掘
立
柱
は
古
代
の
宮
殿
を
立
て

る
時
の
手
法
で
あ
る
の
で
、神
が
常
在
す
る
宮
殿
と
し
て
造
ら
れ
た
ら
し
い
と
し
た
。

そ
し
て
、
両
者
が
共
通
点
を
も
つ
こ
と
か
ら
同
時
期
に
同
じ
背
景
で
成
立
し
た
と
想

像
で
き
、
七
世
紀
後
半
に
政
治
的
契
機
に
よ
っ
て
成
立
し
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い

る
。　二

室
に
分
か
れ
た
平
面
を
も
つ
本
殿
形
式
は
、
住
吉
大
社
本
殿
の
住
吉
造
と
宇
佐

神
宮
本
殿
の
八
幡
造
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
起
源
お
よ
び
二
室
の
も
つ
意
味
は
全
く

異
な
る
よ
う
で
あ
る
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
紹
介
だ
け
に
と
ど
め
、
特

に
は
論
考
し
な
い
こ
と
に
す
る
。

　（三
）
稲
垣
説
の
疑
問
点

　春
日
造
の
土
台
の
も
つ
意
味
は
、
移
動
よ
り
も
小
規
模
建
築
の
安
定
に
求
め
る
べ

き
で
あ
る
と
考
え
る
。
井
桁
に
組
ま
れ
た
土
台
が
神
輿
を
彷
彿
さ
せ
る
と
も
言
わ
れ

て
お
り
、
神
が
常
在
し
な
い
仮
設
の
本
殿
の
証
で
あ
る
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
賛

同
で
き
な
い
。

　春
日
大
社
の
鎮
座
地
に
も
と
は
本
殿
が
な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
『
万
葉
集
』
所

収
の
歌
に
も
窺
え
、
古
く
は
標
縄
で
広
大
な
神
域
を
囲
っ
て
い
た
だ
け
ら
し
い

（
（（
（

。
奈

良
時
代
に
春
日
大
社
と
本
殿
が
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
神
域
内

を
移
動
で
き
る
仮
設
の
本
殿
は
必
要
な
い
し
、
そ
の
存
在
を
示
す
確
実
な
証
拠
も
な

い
。
神
域
内
の
一
定
の
場
所
に
祭
礼
時
に
神
籬
を
立
て
れ
ば
よ
く
、
そ
れ
は
建
築
的

な
形
で
は
な
く
、『
古
事
記
』
の
天
の
石
屋
戸
の
場
面
に
見
え
る
よ
う
な
「
五
百
箇

真
賢
木（
イ
ホ
ツ
マ
サ
カ
キ
）」を
立
て
た
祭
場
が
相
応
し
い
。
奈
良
時
代
に
な
っ
て
、

神
が
常
在
す
る
建
築
と
し
て
、
春
日
大
社
の
成
立
と
同
時
に
春
日
造
本
殿
が
設
け
ら

れ
た
も
の
と
考
え
た
い

（
（（
（

。

　そ
の
場
合
の
土
台
は
、
小
規
模
な
建
築
の
安
定
に
は
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
中

世
以
降
の
小
規
模
な
春
日
造
や
流
造
の
見
世
棚
造
の
本
殿
に
は
、
そ
の
細
い
柱
の
割

り
に
し
て
は
大
変
に
太
い
土
台
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
土
台
の
安
定
性
に
よ
っ

て
強
風
に
も
耐
え
て
転
倒
せ
ず
に
建
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
そ
の
構
造
上
の

必
要
性
は
自
明
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
規
模
の
大
き
い
流
造
本
殿
の
例
で
は
、
中
世
以

降
、
礎
石
建
て
で
土
台
が
な
い
も
の
が
多
い
こ
と
か
ら
し
て
も
、
土
台
の
効
用
が
安

定
性
確
保
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
小
規
模
な
本
殿
で
掘
立
柱
と

し
た
例
は
現
存
し
な
い
し
、掘
立
柱
の
細
い
柱
は
耐
用
年
限
が
十
年
以
下
と
な
っ
て
、

不
都
合
で
あ
ろ
う
。
小
規
模
な
本
殿
の
安
定
に
は
土
台
を
用
い
る
し
か
ほ
か
に
術
が

な
い
の
で
あ
る
。

　そ
の
一
方
、
規
模
の
大
き
い
賀
茂
別
雷
神
社
と
賀
茂
御
祖
神
社
の
本
殿
が
土
台
を

も
つ
こ
と
は
、
春
日
大
社
本
殿
と
は
別
の
意
味
が
あ
り
、
稲
垣
も
言
及
し
た
よ
う
に
、

本
殿
造
替
の
際
に
、
あ
ら
か
じ
め
別
位
置
に
建
て
て
お
い
た
新
本
殿
を
轆
轤
（
ロ
ク

ロ
）
で
引
い
て
正
規
の
位
置
に
据
え
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
の
本
殿
の
移
動
は
、
本
殿
造
替
時
に
お
け
る
神
体
の
権
殿
（
仮
殿
）
へ

の
還
座
が
一
日
で
済
む
よ
う
に
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
取
り

も
直
さ
ず
、
神
が
本
殿
内
に
常
在
す
る
こ
と
の
現
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
神
が
常
在
し
な
い
仮
設
の
本
殿
を
起
源
と
す
る
と
は
考
え
る
べ
き
で
は
な
く
、

そ
の
規
模
の
大
き
さ
や
構
造
の
立
派
さ
か
ら
す
れ
ば
、
当
初
か
ら
神
が
常
在
す
る
本

殿
と
し
て
創
建
さ
れ
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
神
明
造
の
切
妻
造
の
身
舎
の
正

面
に
庇
を
付
加
し
て
成
立
し
た
と
す
る
、
明
治
以
来
の
見
方
で
問
題
は
な
い
と
思
わ

れ
る
。

　次
に
心
御
柱
を
も
つ
と
す
る
出
雲
大
社
本
殿
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
本
殿
内
部
中

央
に
立
つ
心
御
柱
は
、
構
造
上
で
は
巨
大
本
殿
の
梁
組
の
中
程
を
支
え
る
も
の
と
し

て
必
要
で
、
稲
垣
が
言
う
よ
う
な
構
造
上
で
無
用
な
も
の
で
は
な
い
。
心
御
柱
と
い

う
呼
称
は
、
古
く
か
ら
の
も
の
で
な
く
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら
使
わ
れ
た
も
の

で
（
（（
（

、
そ
れ
以
前
は
南
北
朝
以
来
『
古
事
記
』
の
「
底
つ
石
根
に
宮
柱
ふ
と
し
り
」
と

い
う
記
述
に
基
づ
い
て
岩
根
御
柱
と
称
し
て
い
た
。
底
つ
石
根
云
々
と
い
う
語
句
は

『
延
喜
式
』
の
祝
詞
に
散
見
さ
れ
る
単
な
る
常
用
句
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
、
呼

称
に
つ
い
て
は
、
こ
の
心
御
柱
は
神
秘
性
を
帯
び
た
も
の
と
は
必
ず
し
も
認
め
ら
れ
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な
い
。
ま
た
、
こ
の
柱
に
は
向
か
っ
て
右
方
に
間
仕
切
の
板
壁
が
取
り
付
い
て
お

り
、
そ
う
し
た
空
間
構
成
か
ら
し
て
も
、
神
聖
な
も
の
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
構
造
と

は
完
全
に
遊
離
し
て
い
る
伊
勢
神
宮
正
殿
床
下
の
心
御
柱
と
同
列
に
扱
う
わ
け
に
は

い
か
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
出
雲
大
社
本
殿
は
伊
勢
神
宮
正
殿
と
は
全
く
別
の

起
源
を
も
つ
本
殿
形
式
で
あ
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

❺
入
母
屋
造
本
殿
の
成
立
に
つ
い
て
の
太
田
の
説

　（一
）
拝
殿
の
本
殿
転
化

　入
母
屋
造
の
御
上
神
社
本
殿
と
両
流
造
の
厳
島
神
社
本
殿
の
成
立
に
つ
い
て
、
そ

の
変
わ
っ
た
本
殿
形
式
か
ら
、
太
田
博
太
郎
は
、
拝
殿
か
ら
転
化
し
た
も
の
と
説
明

し
て
い
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、こ
の
二
社
に
は
背
後
に
神
奈
備
（
カ
ン
ナ
ビ
）（
御

上
神
社
は
三
上
山
、
厳
島
神
社
は
弥
山
）
が
あ
り
、
そ
れ
を
尊
崇
す
る
神
社
で
あ
る

こ
と
、
本
殿
の
背
面
に
扉
が
あ
る
こ
と
、
四
面
庇
系
の
平
面
構
成
を
も
ち
、
祭
礼
等

に
不
必
要
な
背
面
の
庇
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
厳
島
神
社
本
殿
の
場
合
に
は
正
面
に

扉
が
な
い
こ
と
な
ど
を
提
示
し
て
い
る
。
神
奈
備
を
尊
崇
す
る
そ
れ
ら
二
社
に
は
古

く
は
本
殿
が
な
く
、「
平
安
時
代
に
（
他
の
）
各
社
に
拝
殿
以
下
祭
に
用
い
る
、
人

間
の
た
め
の
建
物
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
ま
ず
拝
殿
が
建
て
ら
れ

た
」
と
し
、人
間
の
た
め
の
拝
殿
で
あ
れ
ば
、身
舎
と
庇
か
ら
な
る
平
面
構
成
を
も
っ

た
入
母
屋
造
や
両
流
造
と
な
り
、
そ
れ
が
後
に
本
殿
化
し
た
と
す
る
。
近
代
ま
で
本

殿
を
も
た
な
か
っ
た
石
上
神
宮
（
奈
良
県
天
理
市
）
の
拝
殿
が
四
面
庇
平
面
の
入
母

屋
造
で
あ
る
こ
と
を
例
に
挙
げ
、
御
上
神
社
本
殿
と
厳
島
神
社
本
殿
の
変
わ
っ
た
本

殿
形
式
は
、
も
と
の
拝
殿
の
平
面
を
踏
襲
し
た
も
の
な
ら
別
に
不
思
議
は
な
い
と
す

る
（
（（
（

。　（二
）
太
田
説
の
疑
問
点

　太
田
説
に
お
け
る
最
大
の
欠
陥
は
、厳
島
神
社
と
御
上
神
社
に
神
奈
備
（
神
体
山
）

が
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
厳
島
神
社
の
背
後
の
弥
山
が
神
体
山
で
あ
っ
た
、

あ
る
い
は
厳
島
の
島
自
体
が
神
体
で
あ
っ
た
と
す
る
記
録
は
近
代
に
至
る
ま
で
全
く

存
在
せ
ず
、
厳
島
自
体
が
神
体
で
あ
る
と
い
う
説
も
近
代
の
学
者
が
言
い
出
し
た
こ

と
で
あ
る
。
承
久
の
乱
後
に
旧
来
の
神
主
家
に
代
わ
っ
て
厳
島
神
社
神
主
に
補
任
さ

れ
た
藤
原
親
実
が
本
拠
を
厳
島
の
対
岸
の
桜
尾
に
構
え
、
風
波
の
強
い
時
に
は
厳
島

神
社
の
祭
礼
に
出
仕
で
き
ず
、
対
岸
に
あ
る
厳
島
神
社
外
宮
（
地
御
前
神
社
）
を
建

て
て
祭
礼
を
行
っ
た
と
い
う
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
の
『
厳
島
図
会
』
な
ど
に

載
せ
る
一
説
が
巷
間
に
お
け
る
定
説
と
化
し
、
近
代
に
な
る
と
、
古
く
は
外
宮
か
ら

厳
島
を
拝
ん
で
い
た
と
の
俗
説
を
生
じ
た
も
の
で
あ
る

（
（（
（

。

　御
上
神
社
の
三
上
山
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
神
体
山
で
あ
る
と
す
る
記
録
は
近
代

ま
で
全
く
存
在
し
な
い
。
三
上
山
の
山
頂
の
磐
境
（
イ
ワ
サ
カ
）
で
祀
っ
て
い
た
も

の
を
後
に
山
下
に
本
殿
を
建
て
て
祀
っ
た
と
い
う
伝
え
も
、寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）

の
『
東
海
道
名
所
図
会
』
な
ど
に
記
さ
れ
て
い
る
、
三
上
山
の
峰
に
鎮
座
し
た
も
の

を
後
世
に
麓
に
移
し
た
と
い
う
伝
え
に
基
づ
い
て
近
代
に
言
い
出
さ
れ
た
も
の
で
、

そ
も
そ
も
磐
境
で
あ
る
か
ど
う
か
も
疑
わ
し
い
。
三
上
山
は
神
体
山
で
は
な
く
、
古

く
か
ら
社
領
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
正
和
元
年
（
一
三
一
二
）
の
社
蔵
文
書
に
は

養
老
年
中
（
七
一
七
～
二
四
）
に
三
上
山
を
社
領
と
な
し
た
と
記
さ
れ
、
慶
長
三
年

（
一
五
九
八
）
の
社
蔵
文
書

（
（（
（

に
よ
る
と
、
前
々
よ
り
三
上
山
で
松
枝
や
下
草
を
採
っ

て
造
営
費
用
に
充
て
た
と
あ
る
。
ま
た
、
現
在
の
本
殿
は
建
武
四
年
（
一
三
三
七
）

再
建
で
あ
る
が
、
拝
殿
か
ら
本
殿
に
転
化
し
た
と
い
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
背

後
に
は
三
上
山
は
な
く
、
本
殿
背
面
の
扉
を
通
し
て
神
体
山
と
い
う
三
上
山
を
拝
む

こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

　さ
ら
に
付
け
加
え
れ
ば
、
厳
島
神
社
本
殿
と
同
様
の
四
面
庇
系
平
面
を
も
ち
、
か

つ
、
同
じ
両
流
造
の
本
殿
形
式
で
あ
る
宗
像
大
社
辺
津
宮
本
殿
に
も
、
背
面
に
扉
が

あ
り
、
不
必
要
と
い
う
背
面
の
庇
が
あ
る
が
、
こ
の
神
社
に
は
本
殿
背
後
に
神
奈
備

が
存
在
し
な
い
。
背
面
の
扉
こ
そ
な
い
が
、
四
面
庇
系
平
面
・
両
流
造
の
太
宰
府
天
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満
宮
本
殿
や
気
比
神
宮
本
殿
に
も
そ
の
背
後
に
は
神
奈
備
が
な
い
。
す
な
わ
ち
、
太

田
が
言
う
よ
う
な
特
殊
な
本
殿
形
式
の
神
社
に
は
、
そ
も
そ
も
背
後
に
神
奈
備
な
ど

存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

　（三
）
四
面
庇
系
本
殿
の
起
源

　太
田
は
厳
島
神
社
や
御
上
神
社
の
よ
う
な
四
面
庇
系
の
平
面
を
も
つ
本
殿
が
拝
殿

か
ら
転
化
し
た
も
の
と
し
て
、
入
母
屋
造
本
殿
の
成
立
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
。
井

上
充
夫
の
研
究
に
よ
る
と
、
拝
殿
に
は
妻
入
の
舞
殿
の
系
統
の
も
の
と
平
入
の
礼
殿

の
系
統
の
も
の
が
あ
る

（
（（
（

。
厳
島
神
社
本
殿
が
拝
殿
か
ら
転
化
し
た
と
い
う
な
ら
、
そ

の
拝
殿
は
平
入
の
礼
殿
の
系
統
で
あ
ろ
う
が
、
礼
殿
は
神
仏
習
合
の
著
し
い
神
社
に

見
ら
れ
、
神
奈
備
を
有
す
る
よ
う
な
上
代
以
来
の
神
社
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ

る
。
平
入
の
礼
殿
系
の
拝
殿
が
一
般
的
な
神
社
へ
普
及
す
る
の
は
、
拝
殿
の
語
が
文

献
上
で
多
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
十
二
世
紀
頃
に
下
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
仁

安
三
年
（
一
一
六
八
）
に
は
現
在
見
る
よ
う
な
規
模
形
式
の
本
殿
・
拝
殿
・
舞
殿

（
現
、
祓
殿
）
を
建
て
並
べ
て
い
た
こ
と
が
文
献
上
で
確
認
さ
れ
る
厳
島
神
社
に
お

い
て
は
、
そ
の
本
殿
が
拝
殿
か
ら
転
化
し
た
も
の
と
す
る
に
は
、
余
り
に
も
年
代
的

に
不
合
理
で
あ
ろ
う
。
拝
殿
か
ら
の
転
化
を
認
め
る
に
は
、
厳
島
に
お
け
る
拝
殿
の

創
建
は
相
当
に
古
く
に
遡
ら
ざ
る
を
得
な
い
。そ
れ
が
年
代
を
経
て
本
殿
に
転
化
し
、

さ
ら
に
別
に
拝
殿
が
新
設
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　さ
て
、
厳
島
神
社
や
御
上
神
社
の
四
面
庇
系
の
本
殿
は
、
太
田
が
不
要
と
言
っ
た

そ
の
背
面
庇
に
は
神
宝
を
納
め
て
お
く
と
い
う
機
能
が
あ
り
、
背
面
の
扉
は
そ
の
出

し
入
れ
を
行
う
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
本
殿
の
身
舎
の
背
面

柱
筋
に
は
、
そ
の
背
後
の
庇
で
あ
る
神
宝
庫
と
を
間
仕
切
る
厳
重
な
板
壁
が
存
し
て

お
り
、
同
じ
四
面
庇
平
面
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
を
開
放
と
す
る
石
上
神
宮
拝
殿
と
は

全
く
空
間
構
造
が
相
違
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。な
お
、

厳
島
神
社
本
殿
の
正
面
に
扉
が
な
い
こ
と
は
、
そ
の
身
舎
の
内
部
に
六
基
の
玉
殿
を

奉
安
し
て
い
る
か
ら
で
、
海
上
に
本
殿
を
建
て
る
必
要
上
か
ら
、
本
来
の
本
殿
を
玉

殿
と
し
て
、
巨
大
な
本
殿
の
内
に
包
含
さ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

（
（（
（

。

　四
面
庇
系
平
面
を
も
つ
多
く
の
神
社
本
殿
の
う
ち
、
そ
の
背
面
庇
を
神
宝
な
ど
の

収
納
場
所
と
し
た
と
推
定
さ
れ
る
例
に
は
、
両
流
造
の
厳
島
神
社
・
気
比
神
宮
・
気

多
神
社
（
石
川
県
羽
咋
市
）・
入
母
屋
造
の
御
上
神
社
・
新
田
神
社
（
鹿
児
島
県
川

内
市
）・
霧
島
神
宮
（
鹿
児
島
県
霧
島
町
）・
切
妻
造
で
背
面
庇
付
の
香
取
神
宮
正
神

殿
（
鎌
倉
時
代
に
廃
絶
）
な
ど
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
平
安
時
代
後
期
に
多
く
の
神
宝

の
調
献
を
受
け
た
諸
国
一
宮
な
ど
の
特
に
社
格
の
高
い
神
社
に
ほ
ぼ
限
ら
れ
る
。
そ

の
成
立
は
、
平
安
時
代
後
期
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

❻
本
殿
形
式
の
起
源
に
つ
い
て
の
試
案

　（一
）
仮
設
本
殿
の
常
設
化
説
に
対
す
る
批
判

　神
が
殿
内
に
常
在
す
る
も
の
と
し
て
祭
祀
を
行
う
常
設
の
本
殿
の
成
立
に
つ
い
て

は
、
毎
年
の
祭
礼
（
農
耕
儀
礼
）
に
際
し
て
仮
設
の
本
殿
を
建
て
て
い
た
も
の
が
後

に
常
設
化
し
た
も
の
と
す
る
説
が
広
く
支
持
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
の
証
と
し

て
、
春
日
大
社
で
毎
年
十
二
月
に
行
わ
れ
て
い
る
摂
社
若
宮
神
社
の
御
祭
に
お
い

て
、
若
宮
神
社
本
殿
か
ら
御
旅
所
へ
の
神
幸
が
な
さ
れ
る
が
、
そ
の
御
旅
所
が
皮
付

き
の
丸
太
の
掘
立
柱
に
草
葺
の
仮
設
建
築
で
あ
っ
て
、
仮
設
本
殿
の
古
例
を
残
す
も

の
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る

（
（（
（

。
し
か
し
、
こ
の
建
築
は
神
幸
の
た
め
の
御
旅
所
で

あ
っ
て
本
殿
で
は
な
い
。
神
幸
と
い
う
祭
祀
儀
式
は
常
設
の
本
殿
が
成
立
し
、
そ
こ

に
神
が
常
在
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
必
要
に
応
じ
て
発
生
し
た
も
の
と
考
え
る
べ

き
で
あ
っ
て
、
こ
の
例
を
も
っ
て
仮
設
本
殿
の
頃
の
名
残
と
す
る
こ
と
に
は
賛
同
で

き
な
い
。
な
お
、
こ
の
御
旅
所
は
春
日
造
の
原
初
の
よ
う
な
建
築
で
あ
る
が
、
土
台

を
も
た
ず
、
掘
立
柱
と
す
る
点
で
春
日
造
と
相
違
す
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
祭
礼

時
の
み
の
仮
設
建
築
で
あ
っ
て
耐
久
性
を
必
要
と
し
な
い
た
め
と
筆
者
は
考
え
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
例
を
も
っ
て
神
幸
の
た
め
の
神
輿
（
土
台
を
も
つ
春
日
造
と
類
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満
宮
本
殿
や
気
比
神
宮
本
殿
に
も
そ
の
背
後
に
は
神
奈
備
が
な
い
。
す
な
わ
ち
、
太

田
が
言
う
よ
う
な
特
殊
な
本
殿
形
式
の
神
社
に
は
、
そ
も
そ
も
背
後
に
神
奈
備
な
ど

存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

　（三
）
四
面
庇
系
本
殿
の
起
源

　太
田
は
厳
島
神
社
や
御
上
神
社
の
よ
う
な
四
面
庇
系
の
平
面
を
も
つ
本
殿
が
拝
殿

か
ら
転
化
し
た
も
の
と
し
て
、
入
母
屋
造
本
殿
の
成
立
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
。
井

上
充
夫
の
研
究
に
よ
る
と
、
拝
殿
に
は
妻
入
の
舞
殿
の
系
統
の
も
の
と
平
入
の
礼
殿

の
系
統
の
も
の
が
あ
る

（
（（
（

。
厳
島
神
社
本
殿
が
拝
殿
か
ら
転
化
し
た
と
い
う
な
ら
、
そ

の
拝
殿
は
平
入
の
礼
殿
の
系
統
で
あ
ろ
う
が
、
礼
殿
は
神
仏
習
合
の
著
し
い
神
社
に

見
ら
れ
、
神
奈
備
を
有
す
る
よ
う
な
上
代
以
来
の
神
社
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ

る
。
平
入
の
礼
殿
系
の
拝
殿
が
一
般
的
な
神
社
へ
普
及
す
る
の
は
、
拝
殿
の
語
が
文

献
上
で
多
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
十
二
世
紀
頃
に
下
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
仁

安
三
年
（
一
一
六
八
）
に
は
現
在
見
る
よ
う
な
規
模
形
式
の
本
殿
・
拝
殿
・
舞
殿

（
現
、
祓
殿
）
を
建
て
並
べ
て
い
た
こ
と
が
文
献
上
で
確
認
さ
れ
る
厳
島
神
社
に
お

い
て
は
、
そ
の
本
殿
が
拝
殿
か
ら
転
化
し
た
も
の
と
す
る
に
は
、
余
り
に
も
年
代
的

に
不
合
理
で
あ
ろ
う
。
拝
殿
か
ら
の
転
化
を
認
め
る
に
は
、
厳
島
に
お
け
る
拝
殿
の

創
建
は
相
当
に
古
く
に
遡
ら
ざ
る
を
得
な
い
。そ
れ
が
年
代
を
経
て
本
殿
に
転
化
し
、

さ
ら
に
別
に
拝
殿
が
新
設
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　さ
て
、
厳
島
神
社
や
御
上
神
社
の
四
面
庇
系
の
本
殿
は
、
太
田
が
不
要
と
言
っ
た

そ
の
背
面
庇
に
は
神
宝
を
納
め
て
お
く
と
い
う
機
能
が
あ
り
、
背
面
の
扉
は
そ
の
出

し
入
れ
を
行
う
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
本
殿
の
身
舎
の
背
面

柱
筋
に
は
、
そ
の
背
後
の
庇
で
あ
る
神
宝
庫
と
を
間
仕
切
る
厳
重
な
板
壁
が
存
し
て

お
り
、
同
じ
四
面
庇
平
面
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
を
開
放
と
す
る
石
上
神
宮
拝
殿
と
は

全
く
空
間
構
造
が
相
違
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。な
お
、

厳
島
神
社
本
殿
の
正
面
に
扉
が
な
い
こ
と
は
、
そ
の
身
舎
の
内
部
に
六
基
の
玉
殿
を

奉
安
し
て
い
る
か
ら
で
、
海
上
に
本
殿
を
建
て
る
必
要
上
か
ら
、
本
来
の
本
殿
を
玉

殿
と
し
て
、
巨
大
な
本
殿
の
内
に
包
含
さ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

（
（（
（

。

　四
面
庇
系
平
面
を
も
つ
多
く
の
神
社
本
殿
の
う
ち
、
そ
の
背
面
庇
を
神
宝
な
ど
の

収
納
場
所
と
し
た
と
推
定
さ
れ
る
例
に
は
、
両
流
造
の
厳
島
神
社
・
気
比
神
宮
・
気

多
神
社
（
石
川
県
羽
咋
市
）・
入
母
屋
造
の
御
上
神
社
・
新
田
神
社
（
鹿
児
島
県
川

内
市
）・
霧
島
神
宮
（
鹿
児
島
県
霧
島
町
）・
切
妻
造
で
背
面
庇
付
の
香
取
神
宮
正
神

殿
（
鎌
倉
時
代
に
廃
絶
）
な
ど
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
平
安
時
代
後
期
に
多
く
の
神
宝

の
調
献
を
受
け
た
諸
国
一
宮
な
ど
の
特
に
社
格
の
高
い
神
社
に
ほ
ぼ
限
ら
れ
る
。
そ

の
成
立
は
、
平
安
時
代
後
期
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

❻
本
殿
形
式
の
起
源
に
つ
い
て
の
試
案

　（一
）
仮
設
本
殿
の
常
設
化
説
に
対
す
る
批
判

　神
が
殿
内
に
常
在
す
る
も
の
と
し
て
祭
祀
を
行
う
常
設
の
本
殿
の
成
立
に
つ
い
て

は
、
毎
年
の
祭
礼
（
農
耕
儀
礼
）
に
際
し
て
仮
設
の
本
殿
を
建
て
て
い
た
も
の
が
後

に
常
設
化
し
た
も
の
と
す
る
説
が
広
く
支
持
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
の
証
と
し

て
、
春
日
大
社
で
毎
年
十
二
月
に
行
わ
れ
て
い
る
摂
社
若
宮
神
社
の
御
祭
に
お
い

て
、
若
宮
神
社
本
殿
か
ら
御
旅
所
へ
の
神
幸
が
な
さ
れ
る
が
、
そ
の
御
旅
所
が
皮
付

き
の
丸
太
の
掘
立
柱
に
草
葺
の
仮
設
建
築
で
あ
っ
て
、
仮
設
本
殿
の
古
例
を
残
す
も

の
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る

（
（（
（

。
し
か
し
、
こ
の
建
築
は
神
幸
の
た
め
の
御
旅
所
で

あ
っ
て
本
殿
で
は
な
い
。
神
幸
と
い
う
祭
祀
儀
式
は
常
設
の
本
殿
が
成
立
し
、
そ
こ

に
神
が
常
在
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
必
要
に
応
じ
て
発
生
し
た
も
の
と
考
え
る
べ

き
で
あ
っ
て
、
こ
の
例
を
も
っ
て
仮
設
本
殿
の
頃
の
名
残
と
す
る
こ
と
に
は
賛
同
で

き
な
い
。
な
お
、
こ
の
御
旅
所
は
春
日
造
の
原
初
の
よ
う
な
建
築
で
あ
る
が
、
土
台

を
も
た
ず
、
掘
立
柱
と
す
る
点
で
春
日
造
と
相
違
す
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
祭
礼

時
の
み
の
仮
設
建
築
で
あ
っ
て
耐
久
性
を
必
要
と
し
な
い
た
め
と
筆
者
は
考
え
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
例
を
も
っ
て
神
幸
の
た
め
の
神
輿
（
土
台
を
も
つ
春
日
造
と
類
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似
す
る
）
を
仮
設
本
殿
の
一
つ
の
祖
型
と
み
る
考
え
方
に
も
賛
同
で
き
な
い
。

　ま
た
、『
日
本
書
紀
』
に
見
え
る
神
功
皇
后
が
筑
紫
小
山
田
に
設
け
た
臨
時
の
斎

宮
や
、
天
王
即
位
儀
礼
の
際
に
設
け
ら
れ
る
大
嘗
宮
正
殿
（
住
吉
造
と
の
平
面
の
類

似
が
注
目
さ
れ
て
い
る
）
は
、
仮
設
の
本
殿
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る

（
（（
（

。
神
功
皇
后

が
入
っ
た
斎
宮
や
天
皇
が
入
る
大
嘗
宮
正
殿
は
、
天
皇
で
あ
れ
神
話
上
の
皇
后
で
あ

れ
、
人
が
入
っ
て
神
と
交
渉
を
も
つ
空
間
で
あ
っ
て
、
神
の
専
有
空
間
で
あ
る
後
世

の
神
社
本
殿
と
は
明
ら
か
に
異
質
の
空
間
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
が
一
時
的
な
仮

設
で
簡
略
な
建
築
で
あ
る
か
ら
に
は
、
常
設
で
本
格
的
な
建
築
で
あ
る
本
殿
と
は
、

同
一
視
す
る
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
。
仮
設
の
本
殿
が
時
代
を
経
て
や
が
て
常
設
化

し
た
と
い
う
よ
り
、
仮
設
の
斎
宮
や
大
嘗
宮
正
殿
な
ど
の
原
初
的
な
意
匠
を
参
考
に

し
て
、
常
設
の
本
殿
が
あ
る
時
期
に
突
如
と
し
て
創
造
さ
れ
た
と
考
え
た
方
が
よ
い

と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
大
嘗
宮
正
殿
の
よ
う
な
原
初
的
な
仮
設
本
殿
が
後
に
常
設
化

し
て
住
吉
大
社
本
殿
に
な
っ
た
と
い
う
よ
り
、
あ
る
時
期
ま
で
本
殿
を
も
た
な
か
っ

た
住
吉
大
社
に
本
殿
を
創
建
す
る
に
当
た
り
、
大
嘗
宮
正
殿
の
意
匠
を
応
用
し
た
も

の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　常
設
の
本
殿
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
丸
山
茂
の
意
見
が
傾
聴
さ
れ
る
。
天
武
期
に

お
け
る
官
社
制
の
創
始
に
よ
っ
て
、
在
地
首
長
が
神
と
一
体
化
す
る
儀
礼
を
行
う

「
祭
殿
」
を
破
却
さ
せ
、
本
殿
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
「
神
に
仕
え
る
」
神
社
が
出

現
し
た
と
す
る
も
の
で
あ
る

（
（（
（

。
こ
こ
に
い
う
「
祭
殿
」
は
「
卑
弥
呼
に
代
表
さ
れ
る

よ
う
な
、
神
霊
や
精
霊
を
招
き
寄
せ
て
直
接
に
指
示
を
仰
ぐ
た
め
の
建
造
物
」
で
あ

る
。
仮
設
の
本
殿
の
時
期
を
経
ず
に
常
設
の
本
殿
が
成
立
す
る
一
つ
の
契
機
を
説
明

す
る
も
の
と
し
て
賛
同
し
た
い
。
た
だ
し
、
こ
の
官
社
制
の
創
始
と
い
う
こ
と
だ
け

に
よ
っ
て
常
設
の
本
殿
の
成
立
を
す
べ
て
説
明
で
き
る
も
の
で
は
な
い
が
、
上
代
に

遡
る
本
殿
形
式
で
あ
る
住
吉
造
・
大
鳥
造
、
あ
る
い
は
日
前
国
懸
神
宮
や
生
島
足
島

神
社
な
ど
の
特
殊
な
本
殿
形
式
に
つ
い
て
は
該
当
す
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
ま
た
、

天
武
朝
の
頃
、
す
な
わ
ち
七
世
紀
後
半
に
お
い
て
、
外
来
の
神
が
常
在
す
る
仏
教
建

築
の
刺
激
を
受
け
て
、
そ
れ
で
い
な
が
ら
仏
教
建
築
の
造
形
に
厳
し
く
対
抗
し
て
、

神
明
造
と
い
う
常
設
の
本
殿
が
朝
廷
に
創
始
さ
れ
た

（
（（
（

と
す
れ
ば
、
全
国
各
地
の
首
長

も
独
自
の
本
殿
形
式
の
常
設
本
殿
を
こ
ぞ
っ
て
創
始
し
た
と
想
像
す
る
に
難
く
な

く
、
丸
山
の
言
う
よ
う
な
強
制
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　（二
）
上
代
の
本
殿
の
空
間
構
造

　建
築
史
の
分
野
で
は
神
明
造
と
大
社
造
を
こ
れ
ま
で
上
代
に
遡
る
本
殿
形
式
と
し

て
同
列
に
扱
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
妥
当
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
両
者
は
本
殿
の
外
回

り
の
形
式
、内
部
の
空
間
構
造
（
神
と
人
の
場
の
あ
り
方
や
そ
れ
に
伴
う
祭
祀
形
態
）

が
根
本
的
に
相
違
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　神
明
造
と
大
社
造
は
、
と
も
に
切
妻
造
の
高
床
造
で
あ
り
、
他
の
社
寺
建
築
で
は

用
い
ら
れ
な
い
棟
持
柱
を
有
し
、
造
形
が
極
め
て
古
式
す
な
わ
ち
完
全
な
る
非
仏
教

建
築
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
共
通
点
が
多
い
。
大
き
な
相
違
点
と
し
て
は
、
平
入
と
妻

入
の
別
と
、
大
社
造
の
神
座
が
横
向
き
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な

い
。
し
か
し
、
そ
の
神
座
の
形
式
に
つ
い
て
注
目
し
て
み
る
と
、
両
者
に
は
大
き
な

違
い
が
あ
る
。

　神
明
造
で
は
本
殿
の
中
央
に
御
床
が
置
か
れ
、
そ
の
上
に
神
が
座
す
と
考
え
ら
れ

る
。
御
床
は
上
部
に
小
さ
な
天
井
が
あ
り
、
周
囲
に
帳
を
垂
ら
し
た
も
の
で
あ
っ
た

ら
し
い

（
（（
（

。
本
殿
内
部
は
遷
宮
を
終
え
る
と
神
主
と
い
え
ど
も
参
入
で
き
ず
、
御
床
は

も
と
よ
り
本
殿
内
部
全
域
が
完
全
に
神
の
専
有
空
間
で
あ
る
。

　そ
れ
に
対
し
て
大
社
造
で
は
、
本
殿
の
奥
の
片
側
（
出
雲
大
社
で
は
向
か
っ
て
右

奥
、
神
魂
神
社
で
は
左
奥
）
に
寄
せ
て
一
間
社
切
妻
造
の
内
殿
（
小
内
殿
）
を
横
向

き
に
安
置
し
、
い
わ
ば
小
型
の
本
殿
で
あ
る
内
殿
の
中
が
神
座
で
あ
る
。
出
雲
大
社

本
殿
の
内
殿
は
、
文
献
上
は
長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
ま
で
は
遡
る

（
（（
（

。
さ
ら
に
出
雲

大
社
で
は
、
向
か
っ
て
左
奥
の
壁
際
に
五
間
社
片
流
造
の
客
座
を
設
け
る
。
本
殿
内

に
は
神
主
が
参
入
し
て
、
内
殿
に
対
し
て
殿
内
祭
祀
を
行
い
、
御
供
（
神
饌
）
を
奉

る
。
客
座
は
御
供
相
嘗
の
五
神
の
神
座
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
本
殿
の
中
は
神
の
専
有

空
間
で
は
な
く
、
本
殿
内
に
置
か
れ
た
内
殿
の
中
の
み
が
神
の
専
有
空
間
な
の
で
あ
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る
。
同
様
に
神
魂
神
社
本
殿
内
で
は
か
つ
て
出
雲
国
造
家
の
後
継
の
儀
式
（
火
継
）

が
行
わ
れ
て
お
り
、
神
の
専
有
空
間
と
は
な
ら
な
い

（
（（
（

。

　神
明
造
と
大
社
造
の
本
殿
内
部
に
お
け
る
神
の
専
有
空
間
の
設
け
方
に
注
目
し
た

空
間
構
造
の
相
違
は
、
本
殿
の
外
観
に
も
強
く
現
れ
て
い
る
。
本
殿
内
部
を
す
べ
て

神
の
専
有
空
間
と
す
る
神
明
造
で
は
、本
殿
の
外
回
り
は
極
め
て
閉
鎖
的
で
あ
っ
て
、

正
面
中
央
間
を
板
扉
と
し
、
そ
の
他
の
柱
間
は
す
べ
て
板
壁
で
あ
る
。
厳
重
に
神
の

専
有
空
間
を
区
画
し
、
俗
界
と
は
視
覚
的
に
も
隔
離
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
本
殿
に

安
置
し
た
内
殿
の
中
の
み
を
神
の
専
有
空
間
と
す
る
大
社
造
で
は
、
本
殿
の
正
面
向

か
っ
て
左
柱
間
を
蔀
と
し
、
開
放
的
に
設
え
て
い
る
。
本
殿
内
部
が
神
の
専
有
空
間

で
は
な
く
、
人
が
入
る
空
間
で
あ
る
た
め
に
機
能
的
に
生
じ
た
手
法
で
あ
る
が
、
視

覚
的
に
も
人
が
入
る
こ
と
を
表
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　神
に
対
す
る
御
供
の
奉
献
も
、
神
明
造
で
は
本
殿
外
で
行
わ
れ
る
が

（
（（
（

、
大
社
造
で

は
本
殿
内
で
行
わ
れ
る
。
ま
た
出
雲
大
社
で
は
多
く
の
神
事
で
本
殿
内
に
神
主
が
参

入
す
る
。
祭
祀
形
態
は
本
殿
に
人
が
入
る
入
ら
な
い
で
大
き
く
相
違
す
る
。

　そ
う
し
た
観
点
で
、
身
舎
だ
け
か
ら
成
る
上
代
の
本
殿
形
式
を
見
る
と
、
神
明
造

は
本
殿
の
内
部
全
体
が
神
の
専
有
空
間
で
あ
り
、
大
社
造
や
日
前
国
懸
神
宮
本
殿
・

生
島
足
島
神
社
本
殿
な
ど
は
内
殿
を
有
し
、
内
殿
の
中
の
み
を
神
の
専
有
空
間
と
す

る
（
（（
（

。
前
者
を
朝
廷
が
創
始
し
た
本
殿
形
式
と
し
、
後
者
を
地
方
の
在
地
首
長
が
創
始

し
た
独
自
の
形
式
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
住
吉
造
で
は
、
住
吉
大
社
本
殿

内
陣
に
神
主
が
参
入
し
て
祭
礼
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り

（
（（
（

、
内
殿
は
な

い
も
の
の
、
そ
れ
に
準
じ
る
本
殿
形
式
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

　な
お
、
流
造
や
春
日
造
で
は
、
そ
の
古
式
を
守
る
賀
茂
別
雷
神
社
・
賀
茂
御
祖
神

社
・
春
日
大
社
の
本
殿
の
身
舎
は
神
の
専
有
空
間
で
あ
っ
て
神
主
が
参
入
す
る
こ
と

は
な
く
、
神
明
造
と
同
じ
系
統
の
本
殿
形
式
と
考
え
ら
れ
る
。
年
代
が
下
降
す
る
た

め
、
神
の
専
有
空
間
で
あ
る
身
舎
に
対
し
て
、
人
が
入
る
庇
（
向
拝
）
を
外
部
に
付

加
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
土
台
を
持
つ
こ
と
か
ら
神
輿
を
起
源
と
し
、
神
明

造
や
大
社
造
に
先
行
す
る
本
殿
形
式
で
あ
る
と
す
る
意
見
に
は
全
く
賛
成
で
き
な

い
。
む
し
ろ
官
社
制
を
含
め
た
神
社
の
諸
制
度
や
慣
行
に
よ
っ
て
、
神
社
本
殿
の
普

遍
的
形
式
と
し
て
広
く
普
及
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　（三
）
祭
殿
の
本
殿
化

　こ
れ
ま
で
筆
者
は
、
考
古
学
者
に
よ
っ
て
近
年
提
唱
さ
れ
て
き
た
「
祭
殿
」
あ
る

い
は
祭
祀
用
の
建
築
と
神
社
本
殿
と
は
、
全
く
性
格
を
異
に
し
た
建
築
で
あ
っ
て
、

祭
殿
等
の
系
統
は
早
く
に
断
絶
し
、
そ
れ
と
は
無
関
係
に
七
世
紀
後
半
に
本
殿
が
成

立
し
た
も
の
と
考
え
て
き
た

（
（（
（

。
し
か
し
、
大
社
造
本
殿
の
内
部
に
神
座
で
あ
る
内
殿

が
安
置
さ
れ
、
そ
こ
に
神
の
専
有
空
間
が
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
れ
ば
、

大
社
造
が
古
墳
時
代
や
飛
鳥
時
代
の
祭
殿
の
系
統
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
る
可
能
性

も
否
定
で
き
な
い
。
本
殿
の
成
立
以
前
に
お
い
て
は
、
祭
殿
の
中
に
在
地
の
首
長
が

入
り
、
そ
こ
で
神
の
降
臨
を
迎
え
て
祭
祀
儀
礼
を
行
っ
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
。
年

代
が
降
っ
て
神
明
造
な
ど
の
本
殿
が
成
立
し
た
時
に
そ
の
影
響
、
あ
る
い
は
官
社
制

創
始
に
よ
る
朝
廷
の
意
向
を
受
け
て
、
出
雲
地
方
で
は
祭
殿
の
中
に
本
殿
を
内
殿
と

し
て
創
建
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
社
造
が
成
立
し
た
と
見
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ

う
。　そ

の
よ
う
に
考
え
る
時
、
内
殿
を
も
つ
本
殿
形
式
で
あ
る
大
社
造
・
日
前
国
懸
神

宮
・
生
島
足
島
神
社
の
本
殿
は
、
す
べ
て
本
殿
内
部
に
神
主
が
参
入
し
て
祭
礼
を
行

う
こ
と
、
そ
し
て
内
殿
が
本
殿
の
中
央
に
正
面
向
き
に
安
置
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

正
面
入
口
か
ら
見
て
奥
側
に
し
か
も
横
向
き
に
安
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ

る
。
寝
殿
造
を
は
じ
め
日
本
の
住
宅
建
築
は
平
入
で
あ
っ
て
も
内
部
空
間
を
横
向
き

に
使
う
の
は
、
は
る
か
上
代
の
祭
殿
と
同
源
と
み
な
し
て
も
よ
く
、
日
本
の
古
く
か

ら
の
住
文
化
を
継
承
し
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
に
対
し
て
、
神
明
造
が
仏

教
建
築
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
も
の
す
れ
ば
、
神
座
は
本
殿
中
央
に
正
面
向
き

に
置
か
れ
て
し
か
る
べ
き
で
、
本
殿
内
に
人
が
参
入
し
な
い
の
も
、
当
時
の
寺
院
金

堂
に
は
人
が
参
入
し
な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
と
共
通
す
る
と
言
え
る
。

　し
か
し
、
祭
殿
か
ら
本
殿
に
転
化
し
た
本
殿
形
式
が
あ
っ
た
と
認
め
た
と
し
て
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る
。
同
様
に
神
魂
神
社
本
殿
内
で
は
か
つ
て
出
雲
国
造
家
の
後
継
の
儀
式
（
火
継
）

が
行
わ
れ
て
お
り
、
神
の
専
有
空
間
と
は
な
ら
な
い

（
（（
（

。

　神
明
造
と
大
社
造
の
本
殿
内
部
に
お
け
る
神
の
専
有
空
間
の
設
け
方
に
注
目
し
た

空
間
構
造
の
相
違
は
、
本
殿
の
外
観
に
も
強
く
現
れ
て
い
る
。
本
殿
内
部
を
す
べ
て

神
の
専
有
空
間
と
す
る
神
明
造
で
は
、本
殿
の
外
回
り
は
極
め
て
閉
鎖
的
で
あ
っ
て
、

正
面
中
央
間
を
板
扉
と
し
、
そ
の
他
の
柱
間
は
す
べ
て
板
壁
で
あ
る
。
厳
重
に
神
の

専
有
空
間
を
区
画
し
、
俗
界
と
は
視
覚
的
に
も
隔
離
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
本
殿
に

安
置
し
た
内
殿
の
中
の
み
を
神
の
専
有
空
間
と
す
る
大
社
造
で
は
、
本
殿
の
正
面
向

か
っ
て
左
柱
間
を
蔀
と
し
、
開
放
的
に
設
え
て
い
る
。
本
殿
内
部
が
神
の
専
有
空
間

で
は
な
く
、
人
が
入
る
空
間
で
あ
る
た
め
に
機
能
的
に
生
じ
た
手
法
で
あ
る
が
、
視

覚
的
に
も
人
が
入
る
こ
と
を
表
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　神
に
対
す
る
御
供
の
奉
献
も
、
神
明
造
で
は
本
殿
外
で
行
わ
れ
る
が

（
（（
（

、
大
社
造
で

は
本
殿
内
で
行
わ
れ
る
。
ま
た
出
雲
大
社
で
は
多
く
の
神
事
で
本
殿
内
に
神
主
が
参

入
す
る
。
祭
祀
形
態
は
本
殿
に
人
が
入
る
入
ら
な
い
で
大
き
く
相
違
す
る
。

　そ
う
し
た
観
点
で
、
身
舎
だ
け
か
ら
成
る
上
代
の
本
殿
形
式
を
見
る
と
、
神
明
造

は
本
殿
の
内
部
全
体
が
神
の
専
有
空
間
で
あ
り
、
大
社
造
や
日
前
国
懸
神
宮
本
殿
・

生
島
足
島
神
社
本
殿
な
ど
は
内
殿
を
有
し
、
内
殿
の
中
の
み
を
神
の
専
有
空
間
と
す

る
（
（（
（

。
前
者
を
朝
廷
が
創
始
し
た
本
殿
形
式
と
し
、
後
者
を
地
方
の
在
地
首
長
が
創
始

し
た
独
自
の
形
式
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
住
吉
造
で
は
、
住
吉
大
社
本
殿

内
陣
に
神
主
が
参
入
し
て
祭
礼
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り

（
（（
（

、
内
殿
は
な

い
も
の
の
、
そ
れ
に
準
じ
る
本
殿
形
式
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

　な
お
、
流
造
や
春
日
造
で
は
、
そ
の
古
式
を
守
る
賀
茂
別
雷
神
社
・
賀
茂
御
祖
神

社
・
春
日
大
社
の
本
殿
の
身
舎
は
神
の
専
有
空
間
で
あ
っ
て
神
主
が
参
入
す
る
こ
と

は
な
く
、
神
明
造
と
同
じ
系
統
の
本
殿
形
式
と
考
え
ら
れ
る
。
年
代
が
下
降
す
る
た

め
、
神
の
専
有
空
間
で
あ
る
身
舎
に
対
し
て
、
人
が
入
る
庇
（
向
拝
）
を
外
部
に
付

加
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
土
台
を
持
つ
こ
と
か
ら
神
輿
を
起
源
と
し
、
神
明

造
や
大
社
造
に
先
行
す
る
本
殿
形
式
で
あ
る
と
す
る
意
見
に
は
全
く
賛
成
で
き
な

い
。
む
し
ろ
官
社
制
を
含
め
た
神
社
の
諸
制
度
や
慣
行
に
よ
っ
て
、
神
社
本
殿
の
普

遍
的
形
式
と
し
て
広
く
普
及
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　（三
）
祭
殿
の
本
殿
化

　こ
れ
ま
で
筆
者
は
、
考
古
学
者
に
よ
っ
て
近
年
提
唱
さ
れ
て
き
た
「
祭
殿
」
あ
る

い
は
祭
祀
用
の
建
築
と
神
社
本
殿
と
は
、
全
く
性
格
を
異
に
し
た
建
築
で
あ
っ
て
、

祭
殿
等
の
系
統
は
早
く
に
断
絶
し
、
そ
れ
と
は
無
関
係
に
七
世
紀
後
半
に
本
殿
が
成

立
し
た
も
の
と
考
え
て
き
た

（
（（
（

。
し
か
し
、
大
社
造
本
殿
の
内
部
に
神
座
で
あ
る
内
殿

が
安
置
さ
れ
、
そ
こ
に
神
の
専
有
空
間
が
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
れ
ば
、

大
社
造
が
古
墳
時
代
や
飛
鳥
時
代
の
祭
殿
の
系
統
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
る
可
能
性

も
否
定
で
き
な
い
。
本
殿
の
成
立
以
前
に
お
い
て
は
、
祭
殿
の
中
に
在
地
の
首
長
が

入
り
、
そ
こ
で
神
の
降
臨
を
迎
え
て
祭
祀
儀
礼
を
行
っ
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
。
年

代
が
降
っ
て
神
明
造
な
ど
の
本
殿
が
成
立
し
た
時
に
そ
の
影
響
、
あ
る
い
は
官
社
制

創
始
に
よ
る
朝
廷
の
意
向
を
受
け
て
、
出
雲
地
方
で
は
祭
殿
の
中
に
本
殿
を
内
殿
と

し
て
創
建
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
社
造
が
成
立
し
た
と
見
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ

う
。　そ

の
よ
う
に
考
え
る
時
、
内
殿
を
も
つ
本
殿
形
式
で
あ
る
大
社
造
・
日
前
国
懸
神

宮
・
生
島
足
島
神
社
の
本
殿
は
、
す
べ
て
本
殿
内
部
に
神
主
が
参
入
し
て
祭
礼
を
行

う
こ
と
、
そ
し
て
内
殿
が
本
殿
の
中
央
に
正
面
向
き
に
安
置
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

正
面
入
口
か
ら
見
て
奥
側
に
し
か
も
横
向
き
に
安
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ

る
。
寝
殿
造
を
は
じ
め
日
本
の
住
宅
建
築
は
平
入
で
あ
っ
て
も
内
部
空
間
を
横
向
き

に
使
う
の
は
、
は
る
か
上
代
の
祭
殿
と
同
源
と
み
な
し
て
も
よ
く
、
日
本
の
古
く
か

ら
の
住
文
化
を
継
承
し
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
に
対
し
て
、
神
明
造
が
仏

教
建
築
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
も
の
す
れ
ば
、
神
座
は
本
殿
中
央
に
正
面
向
き

に
置
か
れ
て
し
か
る
べ
き
で
、
本
殿
内
に
人
が
参
入
し
な
い
の
も
、
当
時
の
寺
院
金

堂
に
は
人
が
参
入
し
な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
と
共
通
す
る
と
言
え
る
。

　し
か
し
、
祭
殿
か
ら
本
殿
に
転
化
し
た
本
殿
形
式
が
あ
っ
た
と
認
め
た
と
し
て
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も
、
内
殿
を
も
つ
本
殿
と
祭
殿
と
で
は
、
神
が
常
在
す
る
か
否
か
の
大
き
な
差
異
が

存
在
す
る
。
内
殿
の
創
始
は
建
築
の
性
格
上
の
一
大
変
革
で
あ
っ
て
、
そ
の
外
観
が

類
似
し
て
い
た
と
し
て
も
、
内
殿
の
創
始
以
前
の
祭
殿
を
神
社
本
殿
と
同
列
に
扱
う

べ
き
で
は
な
い
。

　（四
）
本
殿
内
へ
の
人
の
参
入

　神
の
専
有
空
間
を
も
つ
建
築
を
本
殿
と
定
義
す
る
時
、
そ
の
身
舎
内
に
内
殿
を
も

つ
本
殿
形
式
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
専
有
空
間
は
当
初
か
ら
本
殿
内
の
一
部
に
限
定
さ

れ
て
お
り
、
開
放
的
な
身
舎
を
有
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
神
明
造
は
身
舎
す
な

わ
ち
本
殿
全
体
が
神
の
専
有
空
間
で
あ
り
、
流
造
や
春
日
造
で
は
神
の
専
有
空
間
で

あ
る
そ
の
閉
鎖
的
な
身
舎
の
前
面
に
、
人
が
参
入
す
る
吹
き
放
ち
の
庇
（
向
拝
）
を

付
加
し
た
も
の
で
あ
る
。

　先
述
し
た
両
流
造
や
入
母
屋
造
、
あ
る
い
は
日
吉
造
な
ど
身
舎
の
周
囲
に
二
面
や

四
面
、
あ
る
い
は
三
面
の
庇
を
設
け
た
本
殿
で
は
、
身
舎
を
神
の
専
有
空
間
と
し
、

増
設
さ
れ
た
庇
は
人
の
入
る
空
間
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
背
面
の
庇
に
つ
い
て
は
神

宝
を
収
め
る
空
間
と
す
る
本
殿
も
あ
り
、
そ
う
し
た
形
式
は
諸
国
一
宮
な
ど
特
に
有

力
な
神
社
に
見
ら
れ
、
平
安
時
代
後
期
に
成
立
し
た
新
式
の
大
型
本
殿
で
あ
る
。
な

お
、
両
流
造
の
厳
島
神
社
本
殿
は
仁
安
三
年
（
一
一
六
八
）
頃
に
成
立
し
た
新
式
の

本
殿
形
式
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
内
部
に
内
殿
で
あ
る
玉
殿
を
六
基
収
め

て
お
り
、
神
の
専
有
空
間
は
玉
殿
の
内
部
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
成
立
年
代
が
大
社

造
な
ど
の
内
殿
を
も
つ
本
殿
形
式
よ
り
か
な
り
下
降
し
、
も
ち
ろ
ん
祭
殿
の
系
統
で

も
な
い
が
、
内
殿
を
も
つ
形
式
と
し
て
成
立
し
た
点
は
共
通
す
る
と
言
え
る
。

　鎌
倉
時
代
後
期
に
な
る
と
、
流
造
本
殿
の
身
舎
の
内
部
を
二
室
に
区
画
し
て
内
陣

と
内
々
陣
に
分
け
、
そ
の
内
々
陣
の
み
を
神
の
専
有
空
間
と
し
、
内
陣
へ
は
人
が
参

入
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
閉
鎖
的
で
あ
っ
た
身
舎
の
正
面
に
蔀
を
設
け

て
、
開
放
的
な
外
観
に
改
め
、
内
々
陣
に
板
扉
を
設
け
て
閉
鎖
性
を
保
つ
よ
う
に
も

な
っ
た
。
年
代
の
下
降
と
と
も
に
神
の
専
有
空
間
が
限
定
、
あ
る
い
は
縮
小
さ
れ
、

人
の
入
る
空
間
が
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た
と
言
え
る
。
そ
の
一
方
で
、
吉
備
津
造
や
祇

園
造
の
よ
う
に
、
神
の
専
有
空
間
の
規
模
を
間
口
三
間
に
保
っ
た
ま
ま
、
人
が
入
る

空
間
を
そ
の
周
囲
に
次
々
と
増
設
付
加
し
て
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
巨
大
本
殿
も

平
安
時
代
後
期
か
ら
鎌
倉
時
代
初
頭
に
か
け
て
出
現
し
て
い
る
。

❼
結
語

　神
社
に
は
多
様
な
本
殿
形
式
が
あ
る
。
そ
れ
を
分
類
し
た
り
、
そ
の
起
源
を
論
じ

た
り
し
た
先
学
の
研
究
に
つ
い
て
、
批
判
を
加
え
て
き
た
。
神
社
本
殿
の
起
源
に
つ

い
て
は
十
分
な
文
献
史
料
が
な
く
、
そ
れ
を
補
完
す
る
考
古
学
的
成
果
も
遺
構
の
性

格
の
解
釈
に
幅
を
生
じ
て
決
定
的
な
も
の
と
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
本
稿
に
て
示

し
た
よ
う
に
神
社
本
殿
形
式
の
起
源
に
関
す
る
従
来
の
説
は
、
到
底
に
容
認
で
き
る

も
の
で
は
な
い
。

　本
稿
で
示
し
た
新
た
な
意
見
も
、
同
様
に
直
ち
に
は
容
認
し
て
も
ら
え
る
と
は
思

わ
な
い
が
、
寺
院
の
仏
堂
に
比
べ
て
、
神
社
本
殿
形
式
は
多
様
で
あ
り
、
そ
の
多
様

性
こ
そ
神
社
本
殿
形
式
の
起
源
の
特
徴
を
物
語
っ
て
い
る
も
の
と
言
い
た
い
。
上
代

に
遡
る
本
殿
形
式
に
つ
い
て
は
、
朝
廷
と
各
地
方
の
在
地
の
首
長
が
創
始
し
た
独
自

の
本
殿
建
築
の
多
様
性
が
現
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
彼
ら
が
設
け

て
い
た
祭
殿
の
外
観
を
踏
襲
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
平
安
時
代
後
期
に
な
る

と
、
諸
国
一
宮
な
ど
特
に
有
力
な
神
社
に
お
い
て
、
他
社
を
圧
倒
す
る
五
間
社
以
上

の
規
模
や
、
他
に
は
見
ら
れ
な
い
一
社
独
特
の
平
面
形
式
と
外
観
を
有
す
る
も
の
が

多
数
出
現
し
た
。
そ
れ
ら
は
他
社
を
超
え
る
社
格
の
高
さ
を
誇
示
す
る
も
の
と
も
言

え
、
本
殿
形
式
の
多
様
性
を
増
す
も
の
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
先
に
示
し
た
特
別
な
本

殿
形
式
を
も
つ
神
社
に
は
諸
国
一
宮
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
そ
れ
を
表
し
て

い
る
。
そ
の
一
方
で
、
中
世
の
地
方
の
神
社
に
お
い
て
は
、
三
間
社
流
造
や
一
間
社

春
日
造
と
い
っ
た
普
遍
的
な
本
殿
形
式
が
流
行
し
た
が
、
神
と
人
の
空
間
の
専
有
の

仕
方
に
つ
い
て
の
空
間
構
造
に
様
々
な
変
化
が
生
じ
、
外
観
に
も
そ
れ
が
波
及
し
て
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い
っ
た
も
の
と
言
え
る
。

　そ
し
て
、
本
殿
形
式
の
分
類
や
起
源
を
論
じ
る
際
に
は
、
神
の
専
有
空
間
と
人
の

参
入
す
る
空
間
と
の
関
わ
り
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
と
結
論
づ
け
た
い
。

註（
（
）

　伊
東
忠
太
「
日
本
神
社
建
築
の
発
達
」
一
九
〇
一
年
、（『
日
本
建
築
の
研
究
』
上
、
龍
吟
社
、

一
九
三
七
年
、
再
掲
）

（
（
）

　今
日
の
出
雲
大
社
本
殿
の
姿
は
、
江
戸
時
代
の
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
の
造
替
時
に
、
そ

れ
ま
で
の
本
殿
に
あ
っ
た
組
物
・
彫
刻
・
彩
色
な
ど
を
排
除
し
て
造
ら
れ
た
擬
古
作
で
あ
っ

て
、
古
来
の
本
殿
の
姿
を
正
確
に
伝
え
る
も
の
で
は
な
い
。
詳
し
く
は
、
三
浦
正
幸
「
出
雲
大

社
本
殿
」（『
日
本
建
築
史
基
礎
資
料
集
成
』
一
、
社
殿
Ⅰ
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
九
八

年
）
参
照
。

（
（
）

　鶴
林
寺
（
兵
庫
県
加
古
川
市
）
行
者
堂
な
ど

（
（
）

　谷
重
雄
「
春
日
造
の
名
称
に
関
連
し
て
」『
建
築
史
』
一
の
五
、
一
九
三
九
年
九
月

（
（
）

　文
化
庁
編
『
国
宝
・
重
要
文
化
財
建
造
物
目
録
』
第
一
法
規
出
版
、
一
九
九
〇
年

（
（
）

　稲
垣
榮
三
『
神
社
と
霊
廟
』
小
学
館
、
一
九
七
一
年

（
（
）

　太
田
博
太
郎
「
入
母
屋
造
本
殿
の
成
立
」
『
日
本
歴
史
』
二
三
六
号
、
一
九
六
八
年
一
月
、

（『
社
寺
建
築
の
研
究
』
日
本
建
築
史
論
集
Ⅲ
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
に
再
掲
）

（
（
）

　三
浦
正
幸
『
四
面
庇
系
平
面
の
神
社
本
殿
の
研
究
』
私
家
版
、
一
九
八
六
年

（
（
）

　切
妻
造
と
入
母
屋
造
に
は
そ
れ
ぞ
れ
平
入
と
妻
入
が
あ
る
が
、
大
多
数
は
平
入
で
あ
る
の

で
、「
平
入
」
の
表
記
は
省
略
し
、
妻
入
の
も
の
の
み
特
記
し
て
い
る
。

（
（0
）

　宮
沢
智
士
「
中
世
神
社
本
殿
の
形
式
分
類
と
そ
の
地
域
的
分
布
（
下
）」『
日
本
建
築
学
会
論

文
報
告
集
』
第
一
五
二
号
、
一
九
六
八
年
一
〇
月

（
（（
）

　二
棟
の
春
日
造
を
連
棟
に
し
た
平
野
神
社
本
殿
（
京
都
市
）
は
比
翼
春
日
造
、
五
棟
の
流
造

を
連
棟
に
し
た
住
吉
神
社
本
殿
（
山
口
県
下
関
市
）
や
三
棟
の
流
造
を
連
棟
に
し
た
筥
崎
宮
本

殿
（
福
岡
市
）
は
、
単
に
流
造
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
二
棟
の
大
社
造
を
連
棟
に
し
た

美
保
神
社
本
殿
（
島
根
県
美
保
関
町
）
は
美
保
造
と
呼
ば
れ
る
が
、
比
翼
大
社
造
と
表
記
さ
れ

て
い
る
。

（
（（
）

　宮
沢
智
士
は
既
に
こ
の
点
を
指
摘
し
て
い
る
が
、「
流
造
と
両
流
造
の
区
別
は
外
観
の
み
で

な
く
、
平
面
形
式
な
ど
も
考
え
あ
わ
せ
て
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
だ
け
で
、

具
体
的
な
考
え
は
示
し
て
い
な
い
。
実
際
に
は
先
述
し
た
よ
う
に
平
面
形
式
で
は
区
別
で
き
な

い
。
宮
沢
智
士
「
中
世
神
社
本
殿
の
形
式
分
類
と
そ
の
地
域
的
分
布
（
上
）」『
日
本
建
築
学
会

論
文
報
告
集
』
第
一
五
一
号
、
一
九
六
八
年
九
月
。

（
（（
）

　美
園
一
号
墳
（
大
阪
府
）
や
登
山
一
号
墳
（
神
奈
川
県
）
な
ど
の
古
墳
出
土
の
家
形
埴
輪
の

数
例
が
知
ら
れ
て
い
る
。

（
（（
）

　稲
垣
榮
三
「
概
説
」『
日
本
建
築
史
基
礎
資
料
集
成
』
一
、
社
殿
Ⅰ
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、

一
九
九
八
年

（
（（
）

　稲
垣
榮
三
前
掲
書
。
註
（
参
照
。
た
だ
し
、
前
述
し
た
一
部
の
土
間
造
の
本
殿
の
造
形
は
他

に
普
及
し
な
か
っ
た
と
付
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
（（
）  

太
田
博
太
郎
「
原
始
住
居
の
復
原
に
つ
い
て
」『
考
古
学
雑
誌
』
四
五
の
二
、一
九
五
九
年
、

（「
日
本
建
築
の
歴
史
と
伝
統
」『
日
本
建
築
の
特
質
』
日
本
建
築
史
論
集
Ⅰ
、
岩
波
書
店
、

一
九
八
三
年
、
再
掲
）

（
（（
）

　福
山
敏
男
に
よ
る
と
、
八
坂
神
社
本
殿
の
現
在
の
形
式
（
い
わ
ゆ
る
祇
園
造
の
こ
と
）
は
久

安
四
年
（
一
一
四
八
）
の
再
建
時
ま
で
は
確
実
に
遡
り
、
さ
ら
に
基
本
的
な
形
式
は
延
久
三
年

（
一
〇
七
一
）
の
再
建
時
ま
で
遡
る
と
い
う
（
福
山
敏
男
「
八
坂
神
社
本
殿
の
形
式
」『
建
築
史
』

第
四
巻
第
一
号
、
一
九
四
二
年
、『
日
本
建
築
史
の
研
究
』
一
九
四
三
年
に
再
掲
）
の
で
、
入

母
屋
造
屋
根
も
そ
の
頃
ま
で
は
遡
る
。
ま
た
福
山
に
よ
る
と
、
北
野
天
満
宮
の
権
現
造
社
殿
の

石
の
間
の
成
立
は
平
安
末
期
に
遡
る
と
い
う
（
福
山
敏
男
「
石
の
間
」『
建
築
史
』
第
二
巻
第

一
号
、
一
九
四
〇
年
、「
北
野
天
満
宮
の
石
の
間
」『
日
本
建
築
史
研
究
（
続
編
）』
墨
水
書
房
、

一
九
七
一
年
に
再
掲
）
の
で
、
本
殿
の
入
母
屋
造
も
そ
の
頃
ま
で
は
遡
る
。
な
お
、
現
存
す
る

御
上
神
社
拝
殿
は
、
旧
本
殿
を
転
用
し
た
も
の
で
、
平
安
時
代
建
立
と
さ
れ
て
、
入
母
屋
造
本

殿
の
現
存
最
古
の
遺
構
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
部
材
の
経
年
変
化
か
ら
す
る
と
、
鎌
倉
時
代

末
以
降
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
（（
）

　奈
良
時
代
の
創
建
で
あ
る
唐
招
提
寺
で
は
、
金
堂
を
寄
棟
造
、
講
堂
を
入
母
屋
造
（
平
城
宮

朝
集
殿
で
あ
っ
た
時
は
格
下
の
切
妻
造
で
、講
堂
と
し
て
移
築
さ
れ
た
時
に
入
母
屋
造
に
改
造
）

と
す
る
。
東
大
寺
大
仏
殿
や
興
福
寺
の
三
棟
の
金
堂
も
中
世
の
絵
画
で
は
入
母
屋
造
で
は
な
く

寄
棟
造
に
描
か
れ
て
お
り
、
講
堂
を
入
母
屋
造
と
す
る
。
そ
れ
は
奈
良
時
代
の
創
建
時
の
形
式

を
再
現
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
中
国
の
唐
代
の
建
築
の
現
存
例
で
は
、
規
模
が
大
き
く

格
式
の
高
い
仏
光
寺
東
大
殿
（
山
西
省
五
台
山
）
は
寄
棟
造
、
規
模
が
小
さ
く
格
式
が
下
が
る

南
禅
寺
大
殿
（
同
）
は
入
母
屋
造
で
あ
る
。

（
（（
）

　鎌
倉
時
代
以
降
で
は
、
全
国
の
主
要
な
密
教
本
堂
は
圧
倒
的
に
入
母
屋
造
の
例
が
多
く
、
寄

棟
造
の
例
は
規
模
が
正
面
三
間
と
小
さ
い
も
の
や
、
組
物
が
簡
略
な
も
の
が
多
い
。
ま
た
、
一

般
的
に
高
級
な
造
り
の
禅
宗
仏
殿
は
、
後
世
の
改
造
例
を
除
い
て
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
も
の
が
入

母
屋
造
で
あ
る
。
江
戸
時
代
前
期
で
は
教
王
護
国
寺
金
堂
（
京
都
市
）
や
延
暦
寺
根
本
中
堂
と

い
っ
た
平
安
時
代
以
来
の
伝
統
を
持
つ
重
要
な
仏
堂
を
入
母
屋
造
で
再
建
し
て
い
る
。
な
お
、

東
大
寺
大
仏
殿
は
江
戸
時
代
中
期
に
寄
棟
造
で
再
建
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
大
仏
殿
と
い
う

特
別
な
大
建
築
で
あ
る
た
め
大
き
な
入
母
屋
破
風
を
造
る
と
風
雨
に
傷
み
や
す
い
こ
と
を
考

慮
し
た
も
の
と
言
え
る
。
そ
れ
以
前
に
豊
臣
秀
頼
が
建
立
し
た
方
広
寺
大
仏
殿
（
京
都
市
）
が

寄
棟
造
で
あ
っ
た
の
も
同
じ
理
由
で
あ
ろ
う
。

（
（0
）

　寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
に
寺
社
に
出
さ
れ
た
法
度
で
は
、「
梁
行
京
間
三
間
を
限
べ
し
」
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い
っ
た
も
の
と
言
え
る
。

　そ
し
て
、
本
殿
形
式
の
分
類
や
起
源
を
論
じ
る
際
に
は
、
神
の
専
有
空
間
と
人
の

参
入
す
る
空
間
と
の
関
わ
り
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
と
結
論
づ
け
た
い
。

註（
（
）

　伊
東
忠
太
「
日
本
神
社
建
築
の
発
達
」
一
九
〇
一
年
、（『
日
本
建
築
の
研
究
』
上
、
龍
吟
社
、

一
九
三
七
年
、
再
掲
）

（
（
）

　今
日
の
出
雲
大
社
本
殿
の
姿
は
、
江
戸
時
代
の
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
の
造
替
時
に
、
そ

れ
ま
で
の
本
殿
に
あ
っ
た
組
物
・
彫
刻
・
彩
色
な
ど
を
排
除
し
て
造
ら
れ
た
擬
古
作
で
あ
っ

て
、
古
来
の
本
殿
の
姿
を
正
確
に
伝
え
る
も
の
で
は
な
い
。
詳
し
く
は
、
三
浦
正
幸
「
出
雲
大

社
本
殿
」（『
日
本
建
築
史
基
礎
資
料
集
成
』
一
、
社
殿
Ⅰ
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
九
八

年
）
参
照
。

（
（
）

　鶴
林
寺
（
兵
庫
県
加
古
川
市
）
行
者
堂
な
ど

（
（
）

　谷
重
雄
「
春
日
造
の
名
称
に
関
連
し
て
」『
建
築
史
』
一
の
五
、
一
九
三
九
年
九
月

（
（
）

　文
化
庁
編
『
国
宝
・
重
要
文
化
財
建
造
物
目
録
』
第
一
法
規
出
版
、
一
九
九
〇
年

（
（
）

　稲
垣
榮
三
『
神
社
と
霊
廟
』
小
学
館
、
一
九
七
一
年

（
（
）

　太
田
博
太
郎
「
入
母
屋
造
本
殿
の
成
立
」
『
日
本
歴
史
』
二
三
六
号
、
一
九
六
八
年
一
月
、

（『
社
寺
建
築
の
研
究
』
日
本
建
築
史
論
集
Ⅲ
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
に
再
掲
）

（
（
）

　三
浦
正
幸
『
四
面
庇
系
平
面
の
神
社
本
殿
の
研
究
』
私
家
版
、
一
九
八
六
年

（
（
）

　切
妻
造
と
入
母
屋
造
に
は
そ
れ
ぞ
れ
平
入
と
妻
入
が
あ
る
が
、
大
多
数
は
平
入
で
あ
る
の

で
、「
平
入
」
の
表
記
は
省
略
し
、
妻
入
の
も
の
の
み
特
記
し
て
い
る
。

（
（0
）

　宮
沢
智
士
「
中
世
神
社
本
殿
の
形
式
分
類
と
そ
の
地
域
的
分
布
（
下
）」『
日
本
建
築
学
会
論

文
報
告
集
』
第
一
五
二
号
、
一
九
六
八
年
一
〇
月

（
（（
）

　二
棟
の
春
日
造
を
連
棟
に
し
た
平
野
神
社
本
殿
（
京
都
市
）
は
比
翼
春
日
造
、
五
棟
の
流
造

を
連
棟
に
し
た
住
吉
神
社
本
殿
（
山
口
県
下
関
市
）
や
三
棟
の
流
造
を
連
棟
に
し
た
筥
崎
宮
本

殿
（
福
岡
市
）
は
、
単
に
流
造
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
二
棟
の
大
社
造
を
連
棟
に
し
た

美
保
神
社
本
殿
（
島
根
県
美
保
関
町
）
は
美
保
造
と
呼
ば
れ
る
が
、
比
翼
大
社
造
と
表
記
さ
れ

て
い
る
。

（
（（
）

　宮
沢
智
士
は
既
に
こ
の
点
を
指
摘
し
て
い
る
が
、「
流
造
と
両
流
造
の
区
別
は
外
観
の
み
で

な
く
、
平
面
形
式
な
ど
も
考
え
あ
わ
せ
て
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
だ
け
で
、

具
体
的
な
考
え
は
示
し
て
い
な
い
。
実
際
に
は
先
述
し
た
よ
う
に
平
面
形
式
で
は
区
別
で
き
な

い
。
宮
沢
智
士
「
中
世
神
社
本
殿
の
形
式
分
類
と
そ
の
地
域
的
分
布
（
上
）」『
日
本
建
築
学
会

論
文
報
告
集
』
第
一
五
一
号
、
一
九
六
八
年
九
月
。

（
（（
）

　美
園
一
号
墳
（
大
阪
府
）
や
登
山
一
号
墳
（
神
奈
川
県
）
な
ど
の
古
墳
出
土
の
家
形
埴
輪
の

数
例
が
知
ら
れ
て
い
る
。

（
（（
）

　稲
垣
榮
三
「
概
説
」『
日
本
建
築
史
基
礎
資
料
集
成
』
一
、
社
殿
Ⅰ
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、

一
九
九
八
年

（
（（
）

　稲
垣
榮
三
前
掲
書
。
註
（
参
照
。
た
だ
し
、
前
述
し
た
一
部
の
土
間
造
の
本
殿
の
造
形
は
他

に
普
及
し
な
か
っ
た
と
付
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
（（
）  

太
田
博
太
郎
「
原
始
住
居
の
復
原
に
つ
い
て
」『
考
古
学
雑
誌
』
四
五
の
二
、一
九
五
九
年
、

（「
日
本
建
築
の
歴
史
と
伝
統
」『
日
本
建
築
の
特
質
』
日
本
建
築
史
論
集
Ⅰ
、
岩
波
書
店
、

一
九
八
三
年
、
再
掲
）

（
（（
）

　福
山
敏
男
に
よ
る
と
、
八
坂
神
社
本
殿
の
現
在
の
形
式
（
い
わ
ゆ
る
祇
園
造
の
こ
と
）
は
久

安
四
年
（
一
一
四
八
）
の
再
建
時
ま
で
は
確
実
に
遡
り
、
さ
ら
に
基
本
的
な
形
式
は
延
久
三
年

（
一
〇
七
一
）
の
再
建
時
ま
で
遡
る
と
い
う
（
福
山
敏
男
「
八
坂
神
社
本
殿
の
形
式
」『
建
築
史
』

第
四
巻
第
一
号
、
一
九
四
二
年
、『
日
本
建
築
史
の
研
究
』
一
九
四
三
年
に
再
掲
）
の
で
、
入

母
屋
造
屋
根
も
そ
の
頃
ま
で
は
遡
る
。
ま
た
福
山
に
よ
る
と
、
北
野
天
満
宮
の
権
現
造
社
殿
の

石
の
間
の
成
立
は
平
安
末
期
に
遡
る
と
い
う
（
福
山
敏
男
「
石
の
間
」『
建
築
史
』
第
二
巻
第

一
号
、
一
九
四
〇
年
、「
北
野
天
満
宮
の
石
の
間
」『
日
本
建
築
史
研
究
（
続
編
）』
墨
水
書
房
、

一
九
七
一
年
に
再
掲
）
の
で
、
本
殿
の
入
母
屋
造
も
そ
の
頃
ま
で
は
遡
る
。
な
お
、
現
存
す
る

御
上
神
社
拝
殿
は
、
旧
本
殿
を
転
用
し
た
も
の
で
、
平
安
時
代
建
立
と
さ
れ
て
、
入
母
屋
造
本

殿
の
現
存
最
古
の
遺
構
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
部
材
の
経
年
変
化
か
ら
す
る
と
、
鎌
倉
時
代

末
以
降
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
（（
）

　奈
良
時
代
の
創
建
で
あ
る
唐
招
提
寺
で
は
、
金
堂
を
寄
棟
造
、
講
堂
を
入
母
屋
造
（
平
城
宮

朝
集
殿
で
あ
っ
た
時
は
格
下
の
切
妻
造
で
、講
堂
と
し
て
移
築
さ
れ
た
時
に
入
母
屋
造
に
改
造
）

と
す
る
。
東
大
寺
大
仏
殿
や
興
福
寺
の
三
棟
の
金
堂
も
中
世
の
絵
画
で
は
入
母
屋
造
で
は
な
く

寄
棟
造
に
描
か
れ
て
お
り
、
講
堂
を
入
母
屋
造
と
す
る
。
そ
れ
は
奈
良
時
代
の
創
建
時
の
形
式

を
再
現
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
中
国
の
唐
代
の
建
築
の
現
存
例
で
は
、
規
模
が
大
き
く

格
式
の
高
い
仏
光
寺
東
大
殿
（
山
西
省
五
台
山
）
は
寄
棟
造
、
規
模
が
小
さ
く
格
式
が
下
が
る

南
禅
寺
大
殿
（
同
）
は
入
母
屋
造
で
あ
る
。

（
（（
）

　鎌
倉
時
代
以
降
で
は
、
全
国
の
主
要
な
密
教
本
堂
は
圧
倒
的
に
入
母
屋
造
の
例
が
多
く
、
寄

棟
造
の
例
は
規
模
が
正
面
三
間
と
小
さ
い
も
の
や
、
組
物
が
簡
略
な
も
の
が
多
い
。
ま
た
、
一

般
的
に
高
級
な
造
り
の
禅
宗
仏
殿
は
、
後
世
の
改
造
例
を
除
い
て
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
も
の
が
入

母
屋
造
で
あ
る
。
江
戸
時
代
前
期
で
は
教
王
護
国
寺
金
堂
（
京
都
市
）
や
延
暦
寺
根
本
中
堂
と

い
っ
た
平
安
時
代
以
来
の
伝
統
を
持
つ
重
要
な
仏
堂
を
入
母
屋
造
で
再
建
し
て
い
る
。
な
お
、

東
大
寺
大
仏
殿
は
江
戸
時
代
中
期
に
寄
棟
造
で
再
建
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
大
仏
殿
と
い
う

特
別
な
大
建
築
で
あ
る
た
め
大
き
な
入
母
屋
破
風
を
造
る
と
風
雨
に
傷
み
や
す
い
こ
と
を
考

慮
し
た
も
の
と
言
え
る
。
そ
れ
以
前
に
豊
臣
秀
頼
が
建
立
し
た
方
広
寺
大
仏
殿
（
京
都
市
）
が

寄
棟
造
で
あ
っ
た
の
も
同
じ
理
由
で
あ
ろ
う
。

（
（0
）

　寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
に
寺
社
に
出
さ
れ
た
法
度
で
は
、「
梁
行
京
間
三
間
を
限
べ
し
」
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と
と
も
に
「
小
棟
作
た
る
べ
し
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
（『
江
戸
幕
府
御
触
書
寛
保
集
成
』

一
一
七
七
号
）。
特
に
浄
土
真
宗
や
日
蓮
宗
寺
院
な
ど
の
本
堂
に
対
し
て
は
、
こ
の
規
制
は
強

か
っ
た
ら
し
く
、
例
え
ば
長
州
藩
領
で
は
浄
土
真
宗
本
堂
の
ほ
と
ん
ど
は
寄
棟
造
で
あ
っ
た
。

『
山
口
県
の
近
世
社
寺
建
築
』（
山
口
県
教
育
委
員
会
、
一
九
七
九
年
）
参
照
。
広
島
藩
領
で
も

国
前
寺
（
広
島
市
）
や
妙
正
寺
（
三
原
市
）
な
ど
の
日
蓮
宗
本
堂
は
御
触
書
の
規
制
を
受
け
て

寄
棟
造
と
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
（（
）

　関
野
貞
「
日
本
建
築
史
」『
日
本
の
建
築
と
芸
術
』
岩
波
書
店
、
一
九
四
〇
年
（
関
野
貞
が

生
前
に
記
し
た
論
稿
を
後
に
編
集
し
た
も
の
）
な
ど

（
（（
）

　註
（（
と
同
じ
。

（
（（
）

　稲
垣
榮
三
前
掲
書
。
註
（
参
照
。
櫻
井
敏
雄
『
伊
勢
と
日
光
』（
名
宝
日
本
の
美
術
十
八
、

小
学
館
、
一
九
八
二
年
）
は
、
稲
垣
説
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
（（
）

　神
社
に
は
古
く
は
本
殿
が
な
く
、
毎
年
の
祭
に
際
し
仮
設
の
本
殿
を
造
っ
て
神
を
迎
え
、
祭

が
終
わ
る
と
そ
れ
を
取
り
壊
し
て
い
た
が
、
そ
の
仮
設
の
本
殿
が
恒
久
化
し
て
神
社
本
殿
が
成

立
し
た
と
い
う
説
は
、
現
在
も
幅
広
く
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
建
築
史
家
で
は
、
福
山
敏
男
（『
神

社
建
築
』
小
山
書
店
、
一
九
四
九
年
、「
神
社
建
築
概
説
」『
神
社
建
築
の
研
究
』
福
山
敏
男
著

作
集
四
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
八
四
年
、
再
掲
）、
太
田
博
太
郎
（
前
掲
論
文
、
註
（
）

と
い
っ
た
大
家
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
が
、
仮
設
の
本
殿
が
存
在
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
論
考

は
な
い
。

（
（（
）

　三
橋
健
の
教
示
に
よ
る
。

　
　
　『

万
葉
集
』
四
〇
五

　
　
　春

日
野
に
粟
蒔
け
り
せ
ば
鹿
待
ち
に
継
ぎ
て
行
か
ま
し
を
社
し
留
む
る

　
　
　『

同
』
一
三
七
八

　
　
　木

綿
（
ユ
ウ
）
か
け
て
斎
く
こ
の
神
社
（
モ
リ
）
越
さ
ぬ
べ
く
思
ほ
ゆ
る
か
も
恋
の
繁
き
に

（
（（
）

　黒
田
曻
義
は
す
で
に
戦
前
に
お
い
て
、春
日
大
社
と
そ
の
本
殿
の
成
立
が
同
時
と
し
て
い
る
。

黒
田
曻
義
『
春
日
大
社
建
築
史
論
』（
綜
芸
舎
、
一
九
七
八
年
）
参
照
。

（
（（
）

　三
浦
正
幸
「
出
雲
大
社
本
殿
」（『
日
本
建
築
史
基
礎
資
料
集
成
』
一
、
社
殿
Ⅰ
、
中
央
公
論

美
術
出
版
、
一
九
九
八
年
）
の
註
（（
を
参
照
。

（
（（
）

　太
田
博
太
郎
前
掲
論
文
。
註
（
参
照
。

（
（（
）

　河
合
正
治
は
、
正
安
二
年
（
一
三
〇
〇
）
の
「
伊
郡
伎
島
社
（
厳
島
神
社
）
未
造
殿
舎
造
営

料
言
上
状
案
」（
大
願
寺
文
書
一
号
、『
広
島
県
史
』
古
代
・
中
世
資
料
編
所
収
）
を
根
拠
に
し
て
、

そ
の
頃
ま
で
は
弥
山
水
精
寺
な
ど
の
厳
島
の
寺
院
は
対
岸
に
存
在
し
、
厳
島
神
社
の
神
官
や
社

僧
た
ち
も
対
岸
に
居
住
し
、
島
内
は
無
人
で
あ
っ
た
と
し
た
（『
新
修
広
島
市
史
』
第
四
巻
第

二
章
第
二
節
）。
こ
れ
に
よ
り
厳
島
自
体
が
神
体
で
あ
る
と
す
る
説
が
一
般
化
し
た
が
、
当
該

文
書
の
単
な
る
解
釈
の
間
違
い
で
あ
っ
て
、
そ
の
説
は
成
立
し
な
い
（
三
浦
正
幸
「
厳
島
の
弥

山
水
精
寺
」『
日
本
建
築
学
会
中
国
支
部
研
究
報
告
集
』
第
十
一
巻
一
号
、
一
九
八
三
年
）。
な

お
、
近
年
の
厳
島
に
お
け
る
発
掘
成
果
な
ど
に
よ
り
、
無
人
島
説
は
完
全
に
否
定
さ
れ
、
厳
島

自
体
を
神
体
と
す
る
説
は
論
拠
を
全
く
失
し
た
。

（
（0
）

　『
御
上
神
社
文
書
』
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
影
写
本

（
（（
）

　井
上
充
夫
「
拝
殿
の
起
源
に
つ
い
て
」『
日
本
建
築
学
会
論
文
報
告
集
』
第
六
十
二
号
、

一
九
五
九
年

（
（（
）

　三
浦
正
幸
「
厳
島
神
社
の
本
殿
」『
建
築
史
学
』
第
四
号
、
一
九
八
五
年

（
（（
）

　稲
垣
榮
三
『
古
代
の
神
社
建
築
』
日
本
の
美
術
八
一
号
、
至
文
堂
、
一
九
七
三
年

（
（（
）

　福
山
敏
男
前
掲
書
（
註
（（
参
照
）。
稲
垣
榮
三
前
掲
書
（
註
（（
参
照
）。

（
（（
）

　丸
山
茂
「
神
社
建
築
の
形
成
過
程
に
お
け
る
官
社
制
の
意
義
に
つ
い
て
」『
神
社
建
築
史
論

―
古
代
王
権
権
と
祭
祀
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
一
年

（
（（
）

　井
上
寛
司
は
こ
う
し
た
考
え
に
対
し
て
、
官
社
制
と
し
て
神
社
が
成
立
し
た
こ
と
を
重
視
し

て
い
る
。
井
上
寛
司
『
日
本
の
神
社
と
「
神
道
」』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
六
年

（
（（
）

　伊
勢
神
宮
内
宮
正
殿
で
は
、
古
く
は
神
座
は
御
床
と
出
坐
に
分
か
れ
て
い
た
が
、
外
宮
正
殿

で
は
一
つ
の
御
床
で
あ
っ
た
。
丸
山
茂
「
伊
勢
神
宮
再
考
―
主
に
外
宮
正
殿
と
延
暦
儀
式
帳
に

つ
い
て
」（
丸
山
茂
前
掲
書
所
収
、
註
（（
）
参
照
。

（
（（
）

　『
左
経
記
』
長
元
四
年
十
月
十
七
日
条
に
「
此
社
中
以
七
宝
作
宝
殿
」
と
あ
っ
て
、
七
宝
で

作
っ
た
宝
殿
す
な
わ
ち
内
殿
が
当
時
の
本
殿
の
中
に
安
置
し
て
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
、
全
国
の

神
社
の
う
ち
で
本
殿
内
に
内
殿
を
安
置
し
た
文
献
上
の
初
見
例
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
（（
）

　三
浦
正
幸
「
神
魂
神
社
本
殿
」（
前
掲
書
所
収
。
註
（（
）

（
（0
）

　伊
勢
神
宮
で
は
、
内
宮
の
神
に
対
す
る
献
饌
は
外
宮
の
御
饌
殿
に
お
い
て
行
わ
れ
る
と
さ
れ

る
。

（
（（
）

　日
前
国
懸
神
宮
の
現
在
の
本
殿
は
入
母
屋
造
平
入
で
、そ
の
内
部
を
左
右
二
室
に
区
画
す
る
。

内
部
は
二
室
と
も
土
間
と
し
、
そ
の
向
か
っ
て
左
奥
室
に
内
殿
を
置
く
。
古
く
は
切
妻
造
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
本
殿
形
式
成
立
は
上
代
に
遡
る
と
思
わ
れ
る
。
生
島
足
島
神
社
本

殿
は
切
妻
造
平
入
で
、
内
部
を
土
間
と
し
、
向
か
っ
て
左
寄
り
に
内
殿
（
御
諸
）
を
横
向
き
に

置
く
。
三
浦
正
幸
「
信
濃
の
生
島
足
島
神
社
本
殿
」『
日
本
建
築
学
会
中
国
支
部
研
究
報
告
集
』

第
十
四
巻
、
一
九
八
八
年
三
月
。

（
（（
）

　稲
垣
榮
三
前
掲
書
。
註
（（
参
照
。

（
（（
）

　丸
山
茂
は
古
墳
時
代
以
前
の
祭
殿
の
存
在
に
つ
い
て
否
定
的
な
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
丸
山

茂
「
近
年
の
「
祭
殿
（
神
殿
）
説
に
つ
い
て
―
主
と
し
て
宮
本
長
二
郎
説
に
対
す
る
検
討
」（
丸

山
茂
前
掲
書
所
収
、
註
（（
）。
な
お
、
祭
殿
と
神
殿
（
本
稿
で
定
義
し
た
よ
う
な
狭
義
の
神
社

本
殿
の
こ
と
で
は
な
く
、
学
際
的
に
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
広
義
あ
る
い

は
曖
昧
な
意
味
で
の
本
殿
）
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
近
年
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ

て
い
る
が
、
そ
れ
に
関
し
て
は
、
錦
田
剛
志
「「
古
代
神
殿
論
」
を
め
ぐ
る
近
年
の
研
究
動
向

（
上
）
―
考
古
資
料
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
」（
皇
學
館
大
學
神
道
研
究
所
所
報
、
第
六
十
三
号
、

二
〇
〇
二
年
七
月
）、
同
「
同
（
下
）」（
同
六
十
四
号
、
二
〇
〇
三
年
二
月
）
に
紹
介
さ
れ
て

い
る
の
で
、
そ
れ
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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［神社本殿の分類と起源］……三浦正幸

（
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
客
員
教
授
）

（
二
〇
〇
八
年
六
月
一
七
日
受
理
、
二
〇
〇
八
年
七
月
二
九
日
審
査
終
了
）
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［神社本殿の分類と起源］……三浦正幸

（
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
客
員
教
授
）

（
二
〇
〇
八
年
六
月
一
七
日
受
理
、
二
〇
〇
八
年
七
月
二
九
日
審
査
終
了
）
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図1　神明造（伊勢神宮正殿）図2　大社造（神魂神社本殿）
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［神社本殿の分類と起源］……三浦正幸

図4　春日造（春日大社本殿） 図3　流造（小槻大社本殿）
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［神社本殿の分類と起源］……三浦正幸

図4　春日造（春日大社本殿） 図3　流造（小槻大社本殿）

104

国立歴史民俗博物館研究報告
第148集　2008年 12月

図5　住吉造（住吉大社本殿）図6　八幡造（宇佐神宮本殿）



105
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図7　入母屋造（御上神社本殿）図8　祇園造（八坂神社本殿）
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図7　入母屋造（御上神社本殿）図8　祇園造（八坂神社本殿）

106

国立歴史民俗博物館研究報告
第148集　2008年 12月

図9　両流造（厳島神社本殿）
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図10　両流造（宗像大社辺津宮本殿）図11　両流造（松尾大社本殿）
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図10　両流造（宗像大社辺津宮本殿）図11　両流造（松尾大社本殿）
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Types of Shrine Honden and their Origin

MIURA Masayuki 

Shrine honden (main sanctuaries) are smaller than the butsudo (Buddha halls) of temples and the inside of a 

honden is not used very much. However, one feature of honden is that they vary in style and external appearance. 

Architectural history divides these diverse styles into different categories and explains their origins. Descriptions 

of the size and styles of honden that are designated cultural properties are mainly classified mechanically 

according to differences in the style of roof, as is done for temple buildings, and the mixing in of some honden 

styles unique to shrines is both inconsistent and inappropriate.

This paper re-examines current classification of styles, and proposes to correct some, especially the ryonagare-

style. According to Eizo Inagaki, there are three main styles of honden, those with a ground sill, those with a 

central pillar, and those consisting of two rooms. Inagaki’s classifications enjoy broad support across different 

academic fields. However, the author is critical of Inagaki’s contentions and does not accept that kasuga-style 

and nagare-style honden with a ground sill changed from being temporary structures like a mikoshi, which were 

portable, to being permanent structures, or that shinmei-style and taisha-style shrines have the same origin 

because they have central pillars. A ground sill is a structural member that is necessary to stabilize a small 

structure, and does not date from the period of temporary honden, but originated in permanent honden that were 

of similar origin to those of the shinmei-style. Furthermore, with regard to Inagaki’s opinion that both the shinmei-

style and taisha-style were influenced by Buddhist architecture and were created to counter the Buddhist style, 

the author believes that the shinmei-style was created by the imperial court in the latter part of the 7th century 

and that the taisha-style was created by local chiefs. Given the definition of a honden as a “building with exclusive 

space for the permanently present kami,” and also that the entire interior of a shinmei-style honden is exclusive 

space for the kami and that in a honden of the taisha-style only the inner sanctuary inside constitutes this 

exclusive space, the author shows that both are completely different in origin and that it is possible that the latter 

was derived from saiden (an early religious building).

The author also criticizes Hirotaro Ohta’s theory that honden in the irimoya-style evolved from haiden 

(worship halls) for shintaisan (mountains which are believed to be kami’s body). In the author’s opinion, irimoya-

style honden came into being in the late Heian period when ichinomiya and other important shrines were built in 

each province. As honden that were much bigger than other shrines, they had a storehouse for the many sacred 

treasures given to the shrine in addition to the exclusive space for the kami.

In conclusion, when discussing the categories and origins of styles of honden, it is necessary to pay attention 

to the relationship between space that is exclusive to the kami and space that is used by people.


