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史
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［
論
文
要
旨
］

　本
稿
で
は
、
筆
者
が
か
つ
て
提
起
し
た
「
二
十
二
社
・
一

い
ち
の
み
や宮

制
（
王お

う
じ
ょ
う
ち
ん
じ
ゅ

城
鎮
守
・
国く

に
ち
ん
じ
ゅ

鎮
守
制
）」
に

対
す
る
批
判
と
し
て
提
起
さ
れ
た
諸
氏
へ
の
反
批
判
と
い
う
観
点
か
ら
、
①
中
世
後
期
長な

が
と門

国
一
宮

制
の
変
質
・
解
体
過
程
を
史
料
に
基
づ
い
て
具
体
的
に
論
じ
る
と
と
も
に
、
②
中
世
諸
国
一
宮
制
の

成
立
か
ら
解
体
に
至
る
過
程
の
概
要
を
示
す
こ
と
を
通
し
て
、
中
世
諸
国
一
宮
制
の
歴
史
的
な
構
造

と
特
質
と
は
何
か
に
つ
い
て
論
じ
た
。
そ
の
結
果
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
点
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と

考
え
る
。（
1
）
長
門
国
の
場
合
、
守し

ゅ
ご護

大
内
氏
に
よ
る
国こ

く
が衙

権
力
機
構
の
掌
握
と
再
編
成
に
と
も

な
っ
て
、
一
宮
制
の
あ
り
方
は
大
き
く
変
化
し
、
一
宮
中
心
の
祭
礼
構
造
か
ら
府ふ

ち
ゅ
う
に
の
み
や

中
二
宮
を
中
心
と

す
る
一
・
二
宮
両
社
合
同
の
祭
礼
構
造
へ
の
転
換
、
及
び
国
衙
権
力
を
代
表
し
て
祭
礼
の
執
行
に
当

た
る
神し

ん
じ
ぎ
ょ
う
じ
た
け
ひ
さ

事
行
事
武
久
氏
の
登
場
と
い
う
形
で
、
そ
れ
は
現
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。（
2
）
守
護
大
内

氏
の
戦

せ
ん
ご
く
だ
い
み
ょ
う

国
大
名
化
と
戦
国
大
名
毛も

う
り利

氏
の
登
場
に
と
も
な
っ
て
、
長
門
国
一
宮
制
は
解
体
期
を
迎
え

る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
れ
は
国
家
的
神
社
制
度
の
一
環
を
構
成
す
る
国
鎮
守
の
解
体
と
し
て
評
価
で

き
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
中
世
諸
国
一
宮
制
の
歴
史
的
な
本
質
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。（
3
）
こ
れ
を
、
他
の
諸
国
の
事
例
と
合
わ
せ
考
え
る
と
き
、
中
世
諸
国
一
宮
制
が
国
家

的
神
社
制
度
と
し
て
の
本
質
を
持
つ
こ
と
は
疑
う
余
地
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
中
世
国
家
論
の
観

点
を
正
し
く
組
み
込
ん
だ
一
宮
制
分
析
が
今
後
の
重
要
な
課
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。

は
じ
め
に
―
問
題
の
所
在
と
課
題
の
設
定
―

❶
中
世
後
期
長
門
国
一
宮
制
の
構
造
と
特
質

❷
中
世
諸
国
一
宮
制
の
歴
史
的
性
格
と
構
造
的
特
質

む
す
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は
じ
め
に
―
問
題
の
所
在
と
課
題
の
設
定
―

  

近
年
、
中
世
諸
国
一
宮
制
の
理
解
を
め
ぐ
る
議
論
が
よ
う
や
く
活
発
と
な
っ
て
き

た
。
筆
者
が
提
起
し
た
、中
世
に
お
け
る
「
国
家
的
神
社
制
度
と
し
て
の
二
十
二
社
・

一
宮
制
（
＝
王
城
鎮
守
・
国
鎮
守
制
）」
と
い
う
問
題
の
捉
え
方

（
1
（

に
対
す
る
極
め
て

本
質
的
で
踏
み
込
ん
だ
批
判
が
具
体
的
、
か
つ
積
極
的
な
形
で
提
起
さ
れ
た
こ
と
に

よ
る
。
一
宮
研
究
会
編
『
中
世
諸
国
一
宮
制
の
歴
史
的
展
開
』
下

（
2
（

に
収
め
ら
れ
た
岡

田
荘
司

（
3
（

・
井
原
今
朝
男

（
（
（

両
氏
の
論
考
、
及
び
上
島
享
氏
の
一
連
の
研
究

（
（
（

な
ど
が
そ

れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
氏
の
研
究
に
対
す
る
筆
者
の
見
解
は
、
す
で
に
『
中
世
諸

国
一
宮
制
の
歴
史
的
展
開
』
上
の
「
中
世
一
宮
制
研
究
の
現
状
と
課
題
―
発
刊
に
当

た
っ
て
―
」
及
び
拙
著
『
日
本
の
神
社
と
「
神
道

（
（
（

」』
の
附
論
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
ご
く
簡
単
に
そ
の
概
要
を
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
議
論
を
よ
り
生

産
的
で
実
り
あ
る
も
の
と
し
、
中
世
諸
国
一
宮
制
の
解
明
に
向
け
い
っ
そ
う
大
き
く

前
進
す
る
た
め
に
は
、
単
な
る
理
論
的
な
い
し
表
面
的
な
反
論
や
反
批
判
に
止
ま
ら

ず
、
筆
者
自
身
の
見
解
を
具
体
的
な
歴
史
分
析
を
通
し
て
、
実
証
的
な
形
で
対
置
す

る
こ
と
が
強
く
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
批
判
が
提
起

さ
れ
て
く
る
背
景
に
、
筆
者
が
専
ら
中
世
諸
国
一
宮
制
の
成
立
期
に
焦
点
を
合
わ
せ

て
検
討
を
進
め
て
い
て
、
鎌
倉
末
・
南
北
朝
期
以
後
に
お
け
る
変
質
・
解
体
過
程
、

あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
含
む
諸
国
一
宮
制
の
歴
史
的
な
実
態
や
全
体
像
を
必
ず
し
も
十

分
に
ト
ー
タ
ル
な
形
で
示
し
得
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
も
あ
る

（
（
（

と
考
え
ら
れ
る
。

  

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
拙
稿
に
対
す
る
こ
れ
ら
の
批
判
に
答
え
る
観
点
か
ら
、
主
に

中
世
後
期
の
一
宮
制
に
つ
い
て
の
筆
者
の
見
解
を
具
体
的
か
つ
実
証
的
な
形
で
提
示

す
る
と
と
も
に
、
筆
者
の
考
え
る
中
世
諸
国
一
宮
制
の
歴
史
的
な
構
造
と
特
質
を
、

可
能
な
限
り
筆
者
の
見
解
に
対
す
る
諸
氏
の
批
判
と
切
り
結
ぶ
形
で
提
示
し
直
す
よ

う
心
掛
け
た
い
と
考
え
る
。

  

こ
こ
で
、
予
め
諸
氏
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
て
い
る
筆
者
に
対
す
る
批
判
の
要
点
を

摘
記
す
れ
ば
、
そ
れ
は
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　一
、「
二
十
二
社
制
」
と
「
諸
国
一
宮
制
」
と
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
原
理
と
方
向

　
　性

の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
「
二
十
二
社
・
一
宮
制
」
な
ど
と
い

　
　う

形
で
一
つ
に
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、「
諸
国
一
宮
制
」

　
　は

各
国
ご
と
の
多
様
性
を
持
っ
て
成
立
し
て
お
り
、
統
一
的
な
国
家
的
神
社
制

　
　度

と
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
岡
田
氏
）。

　二
、
諸
国
一
宮
制
は
中
央
政
府
が
主
導
権
を
持
つ
集
権
的
な
制
度
で
は
な
く
、
受

　
　領

層
の
役
割
こ
そ
が
重
要
で
、
受
領
に
よ
る
国
内
寺
社
の
統
括
と
い
う
観
点
か

　
　ら

「
受
領
の
恣
意
」
に
基
づ
い
て
設
定
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、

　
　国

家
的
な
神
社
制
度
と
は
い
え
な
い
（
上
島
氏
）。

　三
、
中
世
国
衙
に
よ
る
国
内
寺
社
経
営
・
掌
握
の
基
本
構
造
は
民
衆
統
合
儀
礼
の

　
　執

行
体
制
と
し
て
の
「
国
衙
寺
社
体
制
」
と
捉
え
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
諸

　
　国

一
宮
や
惣
社
の
み
を
国
司
と
関
係
す
る
特
殊
神
社
と
捉
え
る
「
諸
国
一
宮
・

　
　惣

社
制
」
な
ど
と
い
う
問
題
の
捉
え
方
は
正
し
く
な
い
。
そ
し
て
、
モ
ン
ゴ
ル

　
　襲

来
に
と
も
な
う
弘
安
七
・
八
年
の
国
分
寺
・
一
宮
・
惣
社
興
行
令
を
契
機
と

　
　し

て
、
府
中
と
惣
社
・
国
分
寺
が
一
体
化
・
特
殊
化
す
る
形
で
「
国
衙
寺
社
体

　
　制

」
の
再
編
成
が
進
め
ら
れ
、
そ
れ
が
室
町
期
に
ま
で
及
ん
だ
と
い
う
の
が
実

　
　際

の
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
た
「
諸
国
一
宮
・
惣
社
制
」
と
い
う
捉
え
方

　
　で

は
問
題
の
本
質
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
井
原
氏
）。

  

こ
れ
ら
三
氏
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
諸
論
点
は
、
榎
原
雅
治
氏
が
提
起
し
た
中
世

後
期
に
お
け
る
荘
郷
鎮
守
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
成
立
と
い
う
問
題

（
（
（

な
ど
と
も
関
わ
っ

て
、
い
ず
れ
も
中
世
諸
国
一
宮
制
の
理
解
の
根
幹
に
関
わ
る
極
め
て
重
要
な
問
題
だ

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
諸
論
点
の
す
べ
て
に
的
確
な
対

案
を
提
示
す
る
こ
と
は
、こ
の
小
論
の
よ
く
な
し
得
る
と
こ
ろ
と
は
考
え
が
た
い
が
、

中
世
長
門
国
一
宮
制
の
分
析
を
一
つ
の
手
掛
か
り
と
し
な
が
ら
、
で
き
る
だ
け
具
体

的
な
形
で
筆
者
の
見
解
を
提
示
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
こ
の
課
題
に
応
え
る
よ
う
努

め
る
こ
と
と
し
た
い
。
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そ
の
際
、
な
ぜ
長
門
国
を
素
材
と
す
る
の
か
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
差
し
当
た

り
次
の
三
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
第
一
は
、
鎌
倉
後
期
か
ら
南
北

朝
・
室
町
・
戦
国
期
に
至
る
中
世
後
期
の
一
・
二
宮
関
係
史
料
が
比
較
的
多
く
残
さ

れ
て
い
て
、
全
国
的
な
視
点
に
立
っ
て
み
て
も
、
中
世
後
期
一
宮
制
の
歴
史
的
実
態

を
分
析
す
る
上
に
一
定
の
有
利
な
条
件
を
備
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。
第
二

に
、
井
原
氏
も
ま
た
長
門
国
の
事
例
を
用
い
て
考
察
を
進
め
て
い
て
、
井
原
氏
と
切

り
結
ぶ
形
で
議
論
が
展
開
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。
そ
し
て
第
三
に
、
筆
者
自

身
前
稿

（
（
（

に
お
い
て
中
世
前
期
を
中
心
に
長
門
国
一
宮
制
の
考
察
を
試
み
た
と
こ
ろ

で
、
前
稿
に
つ
な
げ
る
形
で
中
世
後
期
の
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
中
世
の
全

体
に
つ
い
て
の
見
通
し
を
得
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　以
下
、
第
一
章
に
お
い
て
中
世
後
期
に
お
け
る
長
門
国
一
宮
制
の
歴
史
的
特
徴
、

第
二
章
に
お
い
て
そ
れ
を
踏
ま
え
た
中
世
諸
国
一
宮
制
の
全
体
的
な
構
造
と
特
質
に

つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。
な
お
、
こ
の
問
題
は
、
筆
者
が
中
世
諸
国
一

宮
制
を
顕
密
体
制
に
対
応
す
る
国
家
的
な
神
社
制
度
と
捉
え
て
い
る
こ
と
に
も
示
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
黒
田
俊
雄
氏

（
（（
（

が
提
起
し
た
権
門
体
制
論
や
顕
密
体
制
論
そ
の
も

の
が
抱
え
て
い
る
弱
点
や
問
題
点
と
も
密
接
に
関
わ
り
合
っ
て
い
る
。
こ
の
小
論
で

そ
こ
ま
で
踏
み
込
む
こ
と
は
こ
れ
ま
た
困
難
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か

し
こ
の
点
を
措
い
て
問
題
の
本
質
に
迫
る
こ
と
も
ま
た
不
可
能
と
考
え
ら
れ
る
と
こ

ろ
か
ら
、
そ
の
点
を
も
視
野
に
入
れ
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

❶
中
世
後
期
長
門
国
一
宮
制
の
構
造
と
特
質

　第
一
節

　神
事
行
事
武
久
氏
と
そ
の
歴
史
的
性
格

  

筆
者
は
前
稿
に
お
い
て
長
門
国
一
宮
制
に
関
す
る
若
干
の
検
討
を
試
み
、
お
よ
そ

以
下
の
よ
う
な
点
を
指
摘
し
た
。

　一
、
中
世
の
長
門
国
で
は
一
宮
が
住
吉
神
社
、
二
宮
が
神
功
皇
后
宮
（
古
代
及
び

　
　近

世
以
後
の
忌
宮
神
社
）
で
、
三
宮
以
下
は
存
在
し
な
い
。

　二
、
他
の
諸
国
と
同
じ
く
、
十
一
世
紀
末
・
十
二
世
紀
初
頭
に
成
立
す
る
長
門
国

　
　一

宮
制
（「
一
宮
」
の
史
料
初
見
は
嘉
承
二
年
〈
一
一
〇
七
〉）
の
顕
著
な
特
徴

　
　の

一
つ
は
、
一
宮
住
吉
神
社
の
祭
神
が
「
仲
哀
天
皇
」、
二
宮
の
祭
神
が
「
神

　
　功

皇
后
」
と
い
う
夫
婦
神
で
、
一
・
二
宮
両
社
が
一
体
と
な
っ
て
機
能
す
る
と

　
　さ

れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
え
る
。

　三
、
中
世
の
長
門
国
で
は
、
こ
の
一
・
二
宮
の
祭
神
と
関
わ
っ
て
、
長
門
国
独
自

　
　の

中
世
神
話
が
創
出
さ
れ
、
長
門
の
国
名
の
由
来
で
あ
る
穴
門
の
旧
都
＝
豊
浦

　
　宮

を
造
営
し
た
と
さ
れ
る
「
仲
哀
天
皇
」
の
復
権
が
図
ら
れ
る
と
と
も
に
、
長

　
　門

は
「
神
功
皇
后
」
が
「
仲
哀
天
皇
」
の
協
力
を
得
て
外
敵
か
ら
「
日
本
」
を

　
　守

っ
た
防
衛
拠
点
＝
「
神
国
」
日
本
の
本
州
へ
の
玄
関
口
の
守
り
手
と
し
て
、

　
　と

り
わ
け
重
要
な
位
置
を
占
め
る
も
の
と
さ
れ
た
。

四
、
成
立
期
に
お
け
る
長
門
国
一
宮
制
の
い
ま
一
つ
の
大
き
な
特
徴
は
、
国
鎮
守

で
あ
る
一
・
二
宮
の
神
事
・
祭
礼
料
の
主
要
部
分
が
長
門
国
衙
か
ら
の
支
弁
、

な
い
し
国
衙
在
庁
官
人
に
直
接
負
担
さ
せ
る
と
い
う
原
則
の
上
に
立
っ
て
い
た

こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
と
も
関
わ
っ
て
、
中
世
後
期
に
は
国
衙
官
人

と
し
て
一
・
二
宮
祭
礼
の
執
行
全
般
に
責
任
を
負
う
「
神
事
行
事
」
武
久
氏
が

登
場
し
、
後
に
そ
れ
が
「
勅
使
家
」
と
称
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。

　五
、
こ
の
神
事
行
事
武
久
氏
の
登
場
は
中
世
前
期
か
ら
後
期
へ
の
移
行
に
と
も
な

　
　う

長
門
国
一
宮
制
の
変
質
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
は
守

　
　護

大
内
氏
に
よ
る
長
門
国
支
配
の
成
立
・
展
開
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
っ
た

　
　こ

と
が
推
察
さ
れ
る
。

六
、
中
世
前
期
か
ら
後
期
へ
の
移
行
に
と
も
な
う
長
門
国
一
宮
制
の
変
質
と
い
う

点
で
、
い
ま
一
つ
最
も
注
目
さ
れ
る
は
、
従
来
の
一
宮
を
中
心
と
す
る
祭
礼
構

造
か
ら
一
・
二
宮
両
社
の
対
等
性
を
踏
ま
え
た
一
・
二
宮
両
社
が
一
体
と
な
っ

た
祭
礼
構
造
、
そ
し
て
長
門
府
中
と
そ
こ
に
位
置
す
る
二
宮
や
惣
社
を
中
心
と

す
る
祭
礼
構
造
へ
と
転
換
し
た
こ
と
に
あ
り
、
神
事
行
事
武
久
氏
の
登
場
と
い
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そ
の
際
、
な
ぜ
長
門
国
を
素
材
と
す
る
の
か
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
差
し
当
た

り
次
の
三
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
第
一
は
、
鎌
倉
後
期
か
ら
南
北

朝
・
室
町
・
戦
国
期
に
至
る
中
世
後
期
の
一
・
二
宮
関
係
史
料
が
比
較
的
多
く
残
さ

れ
て
い
て
、
全
国
的
な
視
点
に
立
っ
て
み
て
も
、
中
世
後
期
一
宮
制
の
歴
史
的
実
態

を
分
析
す
る
上
に
一
定
の
有
利
な
条
件
を
備
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。
第
二

に
、
井
原
氏
も
ま
た
長
門
国
の
事
例
を
用
い
て
考
察
を
進
め
て
い
て
、
井
原
氏
と
切

り
結
ぶ
形
で
議
論
が
展
開
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。
そ
し
て
第
三
に
、
筆
者
自

身
前
稿

（
（
（

に
お
い
て
中
世
前
期
を
中
心
に
長
門
国
一
宮
制
の
考
察
を
試
み
た
と
こ
ろ

で
、
前
稿
に
つ
な
げ
る
形
で
中
世
後
期
の
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
中
世
の
全

体
に
つ
い
て
の
見
通
し
を
得
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　以
下
、
第
一
章
に
お
い
て
中
世
後
期
に
お
け
る
長
門
国
一
宮
制
の
歴
史
的
特
徴
、

第
二
章
に
お
い
て
そ
れ
を
踏
ま
え
た
中
世
諸
国
一
宮
制
の
全
体
的
な
構
造
と
特
質
に

つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。
な
お
、
こ
の
問
題
は
、
筆
者
が
中
世
諸
国
一

宮
制
を
顕
密
体
制
に
対
応
す
る
国
家
的
な
神
社
制
度
と
捉
え
て
い
る
こ
と
に
も
示
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
黒
田
俊
雄
氏

（
（（
（

が
提
起
し
た
権
門
体
制
論
や
顕
密
体
制
論
そ
の
も

の
が
抱
え
て
い
る
弱
点
や
問
題
点
と
も
密
接
に
関
わ
り
合
っ
て
い
る
。
こ
の
小
論
で

そ
こ
ま
で
踏
み
込
む
こ
と
は
こ
れ
ま
た
困
難
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か

し
こ
の
点
を
措
い
て
問
題
の
本
質
に
迫
る
こ
と
も
ま
た
不
可
能
と
考
え
ら
れ
る
と
こ

ろ
か
ら
、
そ
の
点
を
も
視
野
に
入
れ
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

❶
中
世
後
期
長
門
国
一
宮
制
の
構
造
と
特
質

　第
一
節

　神
事
行
事
武
久
氏
と
そ
の
歴
史
的
性
格

  

筆
者
は
前
稿
に
お
い
て
長
門
国
一
宮
制
に
関
す
る
若
干
の
検
討
を
試
み
、
お
よ
そ

以
下
の
よ
う
な
点
を
指
摘
し
た
。

　一
、
中
世
の
長
門
国
で
は
一
宮
が
住
吉
神
社
、
二
宮
が
神
功
皇
后
宮
（
古
代
及
び

　
　近

世
以
後
の
忌
宮
神
社
）
で
、
三
宮
以
下
は
存
在
し
な
い
。

　二
、
他
の
諸
国
と
同
じ
く
、
十
一
世
紀
末
・
十
二
世
紀
初
頭
に
成
立
す
る
長
門
国

　
　一

宮
制
（「
一
宮
」
の
史
料
初
見
は
嘉
承
二
年
〈
一
一
〇
七
〉）
の
顕
著
な
特
徴

　
　の

一
つ
は
、
一
宮
住
吉
神
社
の
祭
神
が
「
仲
哀
天
皇
」、
二
宮
の
祭
神
が
「
神

　
　功

皇
后
」
と
い
う
夫
婦
神
で
、
一
・
二
宮
両
社
が
一
体
と
な
っ
て
機
能
す
る
と

　
　さ

れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
え
る
。

　三
、
中
世
の
長
門
国
で
は
、
こ
の
一
・
二
宮
の
祭
神
と
関
わ
っ
て
、
長
門
国
独
自

　
　の

中
世
神
話
が
創
出
さ
れ
、
長
門
の
国
名
の
由
来
で
あ
る
穴
門
の
旧
都
＝
豊
浦

　
　宮

を
造
営
し
た
と
さ
れ
る
「
仲
哀
天
皇
」
の
復
権
が
図
ら
れ
る
と
と
も
に
、
長

　
　門

は
「
神
功
皇
后
」
が
「
仲
哀
天
皇
」
の
協
力
を
得
て
外
敵
か
ら
「
日
本
」
を

　
　守

っ
た
防
衛
拠
点
＝
「
神
国
」
日
本
の
本
州
へ
の
玄
関
口
の
守
り
手
と
し
て
、

　
　と

り
わ
け
重
要
な
位
置
を
占
め
る
も
の
と
さ
れ
た
。

四
、
成
立
期
に
お
け
る
長
門
国
一
宮
制
の
い
ま
一
つ
の
大
き
な
特
徴
は
、
国
鎮
守

で
あ
る
一
・
二
宮
の
神
事
・
祭
礼
料
の
主
要
部
分
が
長
門
国
衙
か
ら
の
支
弁
、

な
い
し
国
衙
在
庁
官
人
に
直
接
負
担
さ
せ
る
と
い
う
原
則
の
上
に
立
っ
て
い
た

こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
と
も
関
わ
っ
て
、
中
世
後
期
に
は
国
衙
官
人

と
し
て
一
・
二
宮
祭
礼
の
執
行
全
般
に
責
任
を
負
う
「
神
事
行
事
」
武
久
氏
が

登
場
し
、
後
に
そ
れ
が
「
勅
使
家
」
と
称
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。

　五
、
こ
の
神
事
行
事
武
久
氏
の
登
場
は
中
世
前
期
か
ら
後
期
へ
の
移
行
に
と
も
な

　
　う

長
門
国
一
宮
制
の
変
質
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
は
守

　
　護

大
内
氏
に
よ
る
長
門
国
支
配
の
成
立
・
展
開
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
っ
た

　
　こ

と
が
推
察
さ
れ
る
。

六
、
中
世
前
期
か
ら
後
期
へ
の
移
行
に
と
も
な
う
長
門
国
一
宮
制
の
変
質
と
い
う

点
で
、
い
ま
一
つ
最
も
注
目
さ
れ
る
は
、
従
来
の
一
宮
を
中
心
と
す
る
祭
礼
構

造
か
ら
一
・
二
宮
両
社
の
対
等
性
を
踏
ま
え
た
一
・
二
宮
両
社
が
一
体
と
な
っ

た
祭
礼
構
造
、
そ
し
て
長
門
府
中
と
そ
こ
に
位
置
す
る
二
宮
や
惣
社
を
中
心
と

す
る
祭
礼
構
造
へ
と
転
換
し
た
こ
と
に
あ
り
、
神
事
行
事
武
久
氏
の
登
場
と
い
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う
の
も
こ
の
こ
と
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

　七
、
守
護
大
内
氏
の
も
と
で
整
え
ら
れ
た
府
中
・
二
宮
を
中
心
と
す
る
長
門
国
一

　
　宮

制
の
祭
礼
構
造
そ
の
も
の
は
、
大
内
氏
が
滅
亡
し
た
後
の
毛
利
氏
の
時
代
、

　
　さ

ら
に
は
近
世
に
至
る
ま
で
基
本
的
に
維
持
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
し
か

　
　し

長
門
の
国
鎮
守
と
い
う
本
来
の
一
宮
制
と
し
て
の
機
能
を
担
っ
た
の
は
大
内

　
　氏

の
滅
亡
ま
で
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
毛
利
氏
時
代
は
そ
の
解
体
期
と
し
て
捉
え

　
　る

べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

  

以
上
、
前
稿
で
は
紙
数
の
制
約
も
あ
っ
て
、
中
世
前
期
か
ら
後
期
へ
の
移
行
と
そ

れ
に
と
も
な
う
一
宮
制
の
変
質
（
と
く
に
右
の
（
五
）
～
（
七
））
に
関
し
て
は
、

ご
く
結
論
的
な
形
で
そ
の
要
点
の
み
を
示
す
に
止
ま
り
、
具
体
的
で
踏
み
込
ん
だ
考

察
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
以
下
本
章
で
は
（
五
）
～
（
七
）

の
三
点
を
中
心
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
中
世
後
期
に
お
け
る
長
門
国
一
宮

制
の
変
質
・
解
体
と
そ
の
歴
史
的
性
格
や
特
徴
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

本
節
で
は
ま
ず
神
事
行
事
武
久
氏
に
つ
い
て
考
え
る
。

　後
に
「
神
事
行
事
」・「
勅
使
家

（
（（
（

」
な
ど
と
称
さ
れ
た
武
久
氏
の
本
姓
は
藤
原
氏

で
、
永
富
名
を
知
行
し
た
と
こ
ろ
か
ら
永
富
氏
を
、
さ
ら
に
武
久
名
を
知
行
し
た
と

こ
ろ
か
ら
武
久
氏
を
称
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
永
富
姓
が
国
衙
領

の
永
富
名
に
由
来
す
る
こ
と
は
、
建
武
二
年
（
一
三
三
五
）
正
月
二
十
六
日
大
介
藤

原
季
道
軍
忠
状

（
（（
（

に
「
当
国
永
富
名
地
頭
大
介
季
道
」
と
見
え
る
こ
と
、
ま
た
文
永
十

年
（
一
二
七
三
）
十
一
月
の
永
富
季
隆
譲
状

（
（（
（

に
「
永
富
地
頭
藤
原
季
隆
」
と
見
え
る

こ
と
な
ど
か
ら
こ
れ
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
永
富
名
の
所
在
地
は
現

状
で
は
不
明
で
、
今
後
の
検
討
に
委
ね
ざ
る
を
得
な
い
。

　こ
の
藤
原
氏
が
「
永
富
氏
」
と
し
て
見
え
る
最
初
は
先
述
し
た
文
永
十
年
の
永
富

季
隆
譲
状
で
、
永
富
地
頭
藤
原
季
隆
が
同
九
年
四
月
十
一
日
の
大
破
風
に
よ
る
十
六

堂
一
宇
の
失
火
に
よ
り
永
富
時
永
の
相
伝
証
文
も
焼
失
し
た
と
し
て
、
新
券
を
以
て

惣
地
頭
職
を
大
掾
藤
原
朝
臣
季
通
に
譲
渡
し
て
い
る
。
こ
の
永
富
氏
は
、
惣
領
地
頭

を
相
伝
し
た
季
通
が
「
大
掾
藤
原
朝
臣
」
を
名
乗
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
う
か
が

わ
れ
る
よ
う
に
、
長
門
国
衙
の
在
庁
官
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
例
え

ば
、
仁
治
三
年
（
一
二
四
三
）
六
月
の
長
門
国
留
守
所
補
任
状

（
（（
（

に
よ
る
と
、
こ
こ
に

署
名
し
た
目
代
以
外
の
在
庁
官
人
は
権
介
藤
原
朝
臣
・
介
藤
原
朝
臣
・
大
掾
藤
原
朝

臣
（
三
名
）・
大
掾
源
朝
臣
・
大
掾
大
中
臣
朝
臣
・
大
掾
橘
朝
臣
・
大
掾
秦
宿
祢
の

計
九
人
で
構
成
さ
れ
て
い
て
、そ
の
中
に
大
掾
藤
原
朝
臣
が
三
名
も
含
ま
れ
て
い
る
。

恐
ら
く
、
永
富
氏
も
そ
の
う
ち
の
一
人
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　こ
れ
に
対
し
「
武
久
（
名
）」
の
史
料
初
見
は
嘉
禎
四
年
（
一
二
三
八
）
六
月

十
五
日
の
長
門
国
留
守
所
下
文

（
（（
（

で
、
去
月
二
十
七
日
の
国
宣
に
基
づ
き
、
阿
弥
陀
寺

免
田
の
う
ち
関
松
分
一
町
二
段
を
改
め
て
恒
武
・
武
久
（
名
）
か
ら
引
き
募
る
よ
う

命
じ
て
い
る
。
武
久
名
は
武
久
川
下
流
の
沖
積
平
野
に
あ
っ
た
国
衙
領
の
名
で
豊
東

郡
に
属
し

（
（（
（

、
後
に
永
富
氏
の
所
領
と
な
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
武
久
氏
の
名
前
も
生
ま
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　永
富
氏
は
、
文
永
十
一
年
四
月
十
一
日
の
守
護
（
二
階
堂
行
忠
？
）
遵
行
状

（
（（
（

で

は
「
守
護
代
」
と
し
て
見
え
、
国
衙
在
庁
官
人
で
あ
る
と
同
時
に
守
護
代
で
も
あ
っ

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
永
富
氏
は
、
弘
安
九
年
（
一
二
八
六
）
十
月
二
十
九
日

の
将
軍
家
政
所
下
文

（
（（
（

で
は
「
上
野
介
」
と
し
て
見
え
、
永
仁
三
年
（
一
二
九
五
）
八

月
五
日
の
関
東
御
教
書

（
（（
（

で
は
永
富
上
野
介
（
季
隆
）
が
「
一
・
二
宮
御
斎
神
事
」
は

本
朝
専
一
の
政
だ
と
し
て
、
旧
例
に
従
い
、
怠
慢
な
く
沙
汰
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
て

い
る
。
現
在
に
ま
で
続
く
、
一
・
二
宮
両
社
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
祭
礼
の
一
つ
で

あ
る
「
御
斎
神
事
」
が
い
つ
成
立
し
た
の
か
は
明
確
で
な
い
が
（
こ
の
神
事
そ
の
も

の
が
少
な
く
と
も
一
宮
制
の
成
立
期
ま
で
遡
る
の
は
疑
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
）、

そ
れ
が
幕
府
の
関
与
す
る
「
一
・
二
宮
御
斎
神
事
」
と
い
う
形
に
整
え
ら
れ
、
こ
れ

に
永
富
氏
が
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
鎌
倉
後
期
の
モ
ン
ゴ
ル
襲
来
以
後
の
こ

と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　そ
の
理
由
と
し
て
は
差
し
当
た
り
次
の
三
点
が
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
第

一
に
、
永
富
氏
に
対
し
て
「
一
・
二
宮
御
斎
神
事
」
の
厳
重
な
執
行
を
命
じ
て
い
る

の
が
長
門
国
司
や
国
衙
で
は
な
く
鎌
倉
幕
府
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
一
宮
の
祭
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礼
内
容
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
鎌
倉
幕
府
が
直
接
関
与
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
モ
ン

ゴ
ル
の
襲
来
を
契
機
と
し
て
鎌
倉
幕
府
が
諸
国
一
宮
・
国
分
寺
な
ど
に
異
国
降
伏
祈

祷
を
命
じ
る

（
（（
（

よ
う
に
な
っ
て
以
後
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、

「
一
・
二
宮
御
斎
神
事
」
と
称
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
・
二
宮
両
社
が
対
等
に
位

置
づ
け
ら
れ
た
神
事
で
あ
る
こ
と
。
一
・
二
宮
両
社
が
文
字
通
り
対
等
な
存
在
と
し

て
連
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
南
北
朝
期
以
後
の
こ
と
で
あ
る
が

（
（（
（

、
そ
れ
は
二
宮

の
祭
神
＝
「
神
宮
皇
后
」
の
神
威
浮
上
に
よ
る
も
の
で
、
そ
の
契
機
と
し
て
は
や
は

り
モ
ン
ゴ
ル
襲
来
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
に
、
永
富
氏
が
「
上

野
介
」
な
ど
と
い
う
受
領
号
を
称
す
る
よ
う
に
な
る
の
も
、
こ
れ
ま
た
先
述
の
よ
う

に
モ
ン
ゴ
ル
襲
来
後
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

　こ
の
よ
う
に
、
国
衙
在
庁
官
人
兼
幕
府
御
家
人
で
守
護
代
を
も
勤
め
る
ほ
ど
の
勢

力
を
持
つ
永
富
氏
が
こ
の
職
務
を
勤
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
鎌
倉
後
期
に
お
け

る
「
一
・
二
宮
御
斎
神
事
」
そ
の
も
の
の
再
編
・
整
備
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ

と
が
推
定
さ
れ
、
そ
れ
は
現
在
に
ま
で
繋
が
る
「
一
・
二
宮
御
斎
神
事
」
の
本
格

的
な
成
立
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
永
富
氏
は
、
建
武
二
年

（
一
三
三
五
）
正
月
二
十
六
日
の
大
介
藤
原
季
道
軍
忠
状

（
（（
（

で
は
初
め
て
「
大
介
」
を

称
し
て
い
て
、
永
富
氏
の
地
位
は
さ
ら
に
上
昇
し
、
安
定
し
て
い
っ
た
こ
と
が
う
か

が
わ
れ
る
。

　一
方
、
武
久
氏
に
関
し
て
み
る
と
、
永
富
（
藤
原
）
氏
が
武
久
名
の
知
行
を
認
め

ら
れ
た
こ
と
が
史
料
的
に
確
認
で
き
る
最
初
は
正
安
二
年
（
一
三
〇
〇
）
十
一
月
五

日
の
法
眼
安
堵
状

（
（（
（

で
、
武
久
太
郎
新
掾
が
初
め
て
武
久
氏
を
名
乗
っ
て
い
る
。
こ
の

武
久
太
郎
新
掾
は
「
永
富
系
図

（
（（
（

」
な
ど
が
指
摘
す
る
よ
う
に
永
富
忠
季
の
こ
と
と
考

え
ら
れ
、
永
富
名
地
頭
の
永
富
氏
と
は
別
の
系
統
に
属
し
て
い
て
、
こ
の
後
南
北
朝

初
期
に
か
け
て
季
道
―
季
有
・
季
親
（
永
富
名
地
頭
系
永
富
氏
）
と
、
忠
季
―
季
幸

（
武
久
名
地
頭
系
永
富
〈
武
久
〉
氏
）
と
い
う
二
つ
の
系
統
が
併
存
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
但
し
、
両
者
は
と
も
に
守
護
厚
東
氏
の
守
護
代
を
勤
め
る
な
ど
、
そ
の
政
治
的

地
位
に
さ
し
て
大
き
な
違
い
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　し
か
し
、
延
文
元
年
（
一
三
五
六
）
十
一
月
二
十
七
日
の
（
長
門
国
守
護
）
厚
東

武
直
書
下

（
（（
（

で
、
武
久
四
郎
（
季
幸
）
が
武
久
名
は
「
根
本
地
頭
在
庁
」
だ
と
し
て
、

先
例
に
任
せ
武
役
を
勤
め
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
の
を
機
に
、
こ
れ
以
後
永
富
名
地
頭

系
永
富
氏
は
史
料
上
か
ら
姿
を
消
し
、
代
わ
っ
て
武
久
名
地
頭
系
永
富
（
武
久
）
氏

が
専
ら
活
躍
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
同
年
（
正
平
十
一
・
延
文
元
）
の
大

内
氏
の
長
門
進
出
、
延
文
三
年
正
月
二
日
の
守
護
厚
東
義
武
の
敗
走
、
そ
し
て
正
平

十
三
年
（
一
三
五
八
）
六
月
二
十
三
日
の
大
内
弘
世
の
長
門
国
守
護
職
就
任
（
後
述

の
よ
う
に
、
大
内
弘
世
が
室
町
幕
府
か
ら
長
門
国
守
護
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
は
貞

治
二
年
の
こ
と
で
あ
る
）
な
ど

（
（（
（

の
時
代
の
大
き
な
転
換
と
連
動
す
る
も
の
で
も
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
大
内
氏
時
代
以
後
、
永
富
氏
は
専
ら
武
久
氏
と
し
て
活
躍
す
る

こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　こ
の
武
久
氏
は
、
貞
治
二
年
（
一
三
六
三
）
十
一
月
四
日
の
大
内
氏
奉
行
人
連

署
奉
書

（
（（
（

で
は
「
武
久
大
介
」、
ま
た
貞
治
五
年
三
月
二
十
六
日
と
年
未
詳
七
月
十
日

の
二
通
の
大
内
氏
奉
行
人
奉
書

（
（（
（

で
は
と
も
に
「
武
久
介
」
と
呼
ば
れ
、
永
和
元
年

（
一
三
七
五
）
六
月
十
七
日
の
室
町
幕
府
御
教
書

（
（（
（

で
も
「
永
富
武
久
介
」
と
呼
ば
れ

て
い
て
、
長
門
国
衙
権
力
を
代
表
す
る
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
。

　こ
う
し
た
変
化
、
す
な
わ
ち
永
富
氏
か
ら
武
久
氏
へ
の
転
換
と
、
武
久
大
介
・
武

久
介
な
ど
の
呼
称
の
成
立
は
、
守
護
大
内
氏
に
よ
る
長
門
国
支
配
の
成
立
、
さ
ら
に

い
え
ば
守
護
権
力
に
よ
る
国
衙
機
能
を
も
吸
収
し
た
長
門
国
支
配
体
制
の
成
立
と
密

接
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
。
そ
れ
が
何
で
あ
っ
た
の
か
を
具
体
的
な

形
で
示
す
の
が
、
武
久
氏
が
「
神
事
行
事
」
職
と
し
て
史
料
上
に
初
見
す
る
応
永

三
十
年
（
一
四
一
三
）
二
月
六
日
の
武
久
季
道
譲
状

（
（（
（

で
あ
る
。

　
　譲

渡

　藤
原
道
祖
次
郎
丸
季
安
所

　
　
　長

州
豊
東
南
条
武
久
名
惣
地
頭
職
并
神
役
国
役
等
事

右
、
惣
領
職
次
在
庁
役
者
季
道
重
代
相
伝
所
也
、
然
之
間
相
二
副
代
々
公
験
・                 

同
証
状
等
一
、
嫡
子
道
祖
次
郎
丸
季
安
永
代
譲
与
者
也
、
事
書
一
通
別
紙

在之

四                
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礼
内
容
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
鎌
倉
幕
府
が
直
接
関
与
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
モ
ン

ゴ
ル
の
襲
来
を
契
機
と
し
て
鎌
倉
幕
府
が
諸
国
一
宮
・
国
分
寺
な
ど
に
異
国
降
伏
祈

祷
を
命
じ
る

（
（（
（

よ
う
に
な
っ
て
以
後
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、

「
一
・
二
宮
御
斎
神
事
」
と
称
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
・
二
宮
両
社
が
対
等
に
位

置
づ
け
ら
れ
た
神
事
で
あ
る
こ
と
。
一
・
二
宮
両
社
が
文
字
通
り
対
等
な
存
在
と
し

て
連
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
南
北
朝
期
以
後
の
こ
と
で
あ
る
が

（
（（
（

、
そ
れ
は
二
宮

の
祭
神
＝
「
神
宮
皇
后
」
の
神
威
浮
上
に
よ
る
も
の
で
、
そ
の
契
機
と
し
て
は
や
は

り
モ
ン
ゴ
ル
襲
来
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
に
、
永
富
氏
が
「
上

野
介
」
な
ど
と
い
う
受
領
号
を
称
す
る
よ
う
に
な
る
の
も
、
こ
れ
ま
た
先
述
の
よ
う

に
モ
ン
ゴ
ル
襲
来
後
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

　こ
の
よ
う
に
、
国
衙
在
庁
官
人
兼
幕
府
御
家
人
で
守
護
代
を
も
勤
め
る
ほ
ど
の
勢

力
を
持
つ
永
富
氏
が
こ
の
職
務
を
勤
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
鎌
倉
後
期
に
お
け

る
「
一
・
二
宮
御
斎
神
事
」
そ
の
も
の
の
再
編
・
整
備
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ

と
が
推
定
さ
れ
、
そ
れ
は
現
在
に
ま
で
繋
が
る
「
一
・
二
宮
御
斎
神
事
」
の
本
格

的
な
成
立
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
永
富
氏
は
、
建
武
二
年

（
一
三
三
五
）
正
月
二
十
六
日
の
大
介
藤
原
季
道
軍
忠
状

（
（（
（

で
は
初
め
て
「
大
介
」
を

称
し
て
い
て
、
永
富
氏
の
地
位
は
さ
ら
に
上
昇
し
、
安
定
し
て
い
っ
た
こ
と
が
う
か

が
わ
れ
る
。

　一
方
、
武
久
氏
に
関
し
て
み
る
と
、
永
富
（
藤
原
）
氏
が
武
久
名
の
知
行
を
認
め

ら
れ
た
こ
と
が
史
料
的
に
確
認
で
き
る
最
初
は
正
安
二
年
（
一
三
〇
〇
）
十
一
月
五

日
の
法
眼
安
堵
状

（
（（
（

で
、
武
久
太
郎
新
掾
が
初
め
て
武
久
氏
を
名
乗
っ
て
い
る
。
こ
の

武
久
太
郎
新
掾
は
「
永
富
系
図

（
（（
（

」
な
ど
が
指
摘
す
る
よ
う
に
永
富
忠
季
の
こ
と
と
考

え
ら
れ
、
永
富
名
地
頭
の
永
富
氏
と
は
別
の
系
統
に
属
し
て
い
て
、
こ
の
後
南
北
朝

初
期
に
か
け
て
季
道
―
季
有
・
季
親
（
永
富
名
地
頭
系
永
富
氏
）
と
、
忠
季
―
季
幸

（
武
久
名
地
頭
系
永
富
〈
武
久
〉
氏
）
と
い
う
二
つ
の
系
統
が
併
存
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
但
し
、
両
者
は
と
も
に
守
護
厚
東
氏
の
守
護
代
を
勤
め
る
な
ど
、
そ
の
政
治
的

地
位
に
さ
し
て
大
き
な
違
い
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　し
か
し
、
延
文
元
年
（
一
三
五
六
）
十
一
月
二
十
七
日
の
（
長
門
国
守
護
）
厚
東

武
直
書
下

（
（（
（

で
、
武
久
四
郎
（
季
幸
）
が
武
久
名
は
「
根
本
地
頭
在
庁
」
だ
と
し
て
、

先
例
に
任
せ
武
役
を
勤
め
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
の
を
機
に
、
こ
れ
以
後
永
富
名
地
頭

系
永
富
氏
は
史
料
上
か
ら
姿
を
消
し
、
代
わ
っ
て
武
久
名
地
頭
系
永
富
（
武
久
）
氏

が
専
ら
活
躍
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
同
年
（
正
平
十
一
・
延
文
元
）
の
大

内
氏
の
長
門
進
出
、
延
文
三
年
正
月
二
日
の
守
護
厚
東
義
武
の
敗
走
、
そ
し
て
正
平

十
三
年
（
一
三
五
八
）
六
月
二
十
三
日
の
大
内
弘
世
の
長
門
国
守
護
職
就
任
（
後
述

の
よ
う
に
、
大
内
弘
世
が
室
町
幕
府
か
ら
長
門
国
守
護
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
は
貞

治
二
年
の
こ
と
で
あ
る
）
な
ど

（
（（
（

の
時
代
の
大
き
な
転
換
と
連
動
す
る
も
の
で
も
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
大
内
氏
時
代
以
後
、
永
富
氏
は
専
ら
武
久
氏
と
し
て
活
躍
す
る

こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　こ
の
武
久
氏
は
、
貞
治
二
年
（
一
三
六
三
）
十
一
月
四
日
の
大
内
氏
奉
行
人
連

署
奉
書

（
（（
（

で
は
「
武
久
大
介
」、
ま
た
貞
治
五
年
三
月
二
十
六
日
と
年
未
詳
七
月
十
日

の
二
通
の
大
内
氏
奉
行
人
奉
書

（
（（
（

で
は
と
も
に
「
武
久
介
」
と
呼
ば
れ
、
永
和
元
年

（
一
三
七
五
）
六
月
十
七
日
の
室
町
幕
府
御
教
書

（
（（
（

で
も
「
永
富
武
久
介
」
と
呼
ば
れ

て
い
て
、
長
門
国
衙
権
力
を
代
表
す
る
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
。

　こ
う
し
た
変
化
、
す
な
わ
ち
永
富
氏
か
ら
武
久
氏
へ
の
転
換
と
、
武
久
大
介
・
武

久
介
な
ど
の
呼
称
の
成
立
は
、
守
護
大
内
氏
に
よ
る
長
門
国
支
配
の
成
立
、
さ
ら
に

い
え
ば
守
護
権
力
に
よ
る
国
衙
機
能
を
も
吸
収
し
た
長
門
国
支
配
体
制
の
成
立
と
密

接
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
。
そ
れ
が
何
で
あ
っ
た
の
か
を
具
体
的
な

形
で
示
す
の
が
、
武
久
氏
が
「
神
事
行
事
」
職
と
し
て
史
料
上
に
初
見
す
る
応
永

三
十
年
（
一
四
一
三
）
二
月
六
日
の
武
久
季
道
譲
状

（
（（
（

で
あ
る
。

　
　譲

渡

　藤
原
道
祖
次
郎
丸
季
安
所

　
　
　長

州
豊
東
南
条
武
久
名
惣
地
頭
職
并
神
役
国
役
等
事

右
、
惣
領
職
次
在
庁
役
者
季
道
重
代
相
伝
所
也
、
然
之
間
相
二
副
代
々
公
験
・                 

同
証
状
等
一
、
嫡
子
道
祖
次
郎
丸
季
安
永
代
譲
与
者
也
、
事
書
一
通
別
紙

在之

四                
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分
一
・
六
分
一
公
役
、
同
地
下
祭
以
下
事
、
為
二
武
久
名
之
内
之
事
一
間
、
在

庁
職
神
事
行
事
并
調
所
・
細
工
所
等
得
分
仁
不
レ
可
レ
混
二
諸
役
一
候
也
、
子
細

事
書
在
レ
之
、
無
二
他
妨
一
知
二
行
之
一
、
名
役
殊
者
国
役
無
二
懈
怠
一
任
二
先
例
一

令
レ
勤
二
仕
之
一
、
至
二
子
孫
一
領
掌
不
レ
可
レ
有
二
相
違
一
者
也
、
仍
為
二
後
証
一
譲

状
如
レ
件
、

　
　
　
　応

永
参
十
年

癸卯
二
月
六
日

　
　
　
　
　領

主
介
藤
原
季
道
（
花
押
）

　こ
の
史
料
に
は
い
く
つ
か
の
注
目
す
べ
き
論
点
が
含
ま
れ
て
い
る
。そ
の
第
一
は
、

季
道
が
嫡
子
道
祖
次
郎
丸
季
安
に
譲
渡
し
た
の
が
「
武
久
名
惣
地
頭
職
」
で
あ
っ
て
、

永
富
名
で
は
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
季
道
は
永
富
名
地
頭
系
永
富
氏
で
は
な
く
武
久

名
地
頭
系
永
富
（
武
久
）
氏
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る

（
（（
（

。
第
二
に
、
季
道
が
「
武
久
名

惣
地
頭
職
」
と
は
別
に
「
神
役
国
役
等
」
を
嫡
子
季
安
に
合
わ
せ
譲
渡
し
て
お
り
、

そ
れ
が
「
在
庁
職
神
事
行
事
并
調
所
・
細
工
所
等
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も

知
ら
れ
る
よ
う
に
、
国
衙
在
庁
官
人
と
し
て
の
職
掌
に
他
な
ら
な
い
こ
と
。
そ
し
て

第
三
に
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
が
「
在
庁
職
神
事
行
事
」
と
「
調
所
・
細
工
所
等
」

の
二
つ
か
ら
な
り
、
そ
れ
が
「
神
役
・
国
役
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
（
こ
の
場
合

の
「
在
庁
職
」
は
「
神
事
行
事
」
と
「
調
所
・
細
工
所
等
」
の
両
者
を
含
む
と
も
考

え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
差
し
当
た
り
「
神
事
行
事
」
の
み
に
関
わ
る
も
の
と
し
て

お
く
）、
す
な
わ
ち
、
武
久
氏
が
守
護
大
内
氏
か
ら
そ
の
職
掌
と
し
て
認
め
ら
れ
た

の
が
「
神
事
行
事
」
と
い
う
「
神
役
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
「
国
役
」
と
し
て
の
「
調
所
・
細
工
所
等
」
と
い
う
の
も
、
も
ち
ろ
ん
中
世
前

期
長
門
国
衙
権
力
機
構
の
調
所
・
細
工
所
に
系
譜
を
引
く
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
そ

れ
は
調
所
・
細
工
所
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
、
国
衙
祭
祀
を
担
う
、
そ
の
限
り
で
の

職
掌
で
あ
っ
て
、「
神
事
行
事
」
と
一
体
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　ま
た
、
武
久
氏
の
こ
う
し
た
職
掌
の
確
定
や
明
確
化
に
と
も
な
っ
っ
て
、
武
久
名

の
性
格
も
変
質
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
応
永
三
十
年
十
月
十
六
日
の
顕
阿
打
渡

状
（
（（
（

に
お
い
て
、「
当
国
一
・
二
両
社
惣
神
事
行
事
兼
大
夫
介
知
行
分
御
神
役
領
、
武

久
名
并
所
々
法
会
饗
田
・
大
給
田
之
内
沽
却
地
」
が
武
久
兵
庫
助
（
季
道
）
に
打
ち

渡
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
武
久
名
は
従
来

の
よ
う
な
武
久
氏
の
単
な
る
私
的
な
所
領
で
は
な
く
、
武
久
氏
が
神
事
行
事
を
勤
め

る
、
そ
の
た
め
の
財
政
的
基
盤
と
し
て
公
的
な
所
領
の
意
味
（
＝
神
役
領
と
し
て
の

武
久
名
）
を
帯
び
る
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
武
久
介
」
の
呼
称
の

成
立
と
い
う
の
も
こ
う
し
た
こ
と
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。

　で
は
、
武
久
氏
が
担
う
こ
と
と
な
っ
た
「
在
庁
役
＝
神
事
行
事
」
と
し
て
の
職
務

内
容
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
ま
と
ま
っ
た
形
で
記
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
比
較
的
そ
の
内
容
が
よ
く
分
か
る
事
例
と
し
て
注
目
さ
れ

る
の
は
、
文
明
十
三
年
（
一
四
八
一
）
四
月
の
長
州
八
社
五
堂
御
神
事
国
衙
衆
出
仕

注
文

（
（（
（

で
あ
る
。
こ
の
文
書
は
、
神
事
行
事
武
久
図
書
尉
季
栄
が
作
成
し
二
宮
（
大
宮

司
）
宛
に
提
出
し
た
も
の
で
、
正
月
一
日
か
ら
十
二
月
十
三
日
に
至
る
、
一
・
二
宮

以
下
の
諸
社
で
執
り
行
わ
れ
る
年
中
行
事
（
祭
礼
）
に
国
衙
や
国
衙
衆
が
そ
れ
ぞ
れ

何
時
、
ど
の
よ
う
な
形
で
関
わ
る
の
か
が
詳
細
に
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
中

で
、「
神
事
行
事
武
久
」
は
二
ヶ
所
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
二
宮
で
行
わ

れ
る
正
月
七
日
の
白
馬
節
会
に
お
い
て
、
御
馬
七
匹
の
う
ち
の
三
番
（
一
番
は
国
衙

目
代
、
二
番
は
守
護
代
、
四
番
以
下
は
国
衙
領
の
名
）
を
勤
め
る
と
い
う
も
の
、
い

ま
一
つ
は
、
十
二
月
十
三
日
の
御
斎
神
事
の
際
の
衣
絹
九
匹
や
綿
そ
の
他
色
々
の
買

物
代
を
国
方
か
ら
受
け
取
り
、
買
い
整
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
（
（（
（

。
前
者
は
国
衙
官
人
と
し
て
の
神
事
そ
の
も
の
へ
の
参
加
、
そ
し
て
後
者
は
神
事

の
た
め
の
準
備
＝
二
宮
祭
礼
の
条
件
整
備
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　同
様
の
こ
と
は
文
明
十
三
年
六
月
に
一
宮
大
宮
司
賀
田
貞
国
が
作
成
し
た
一
宮
御

神
事
年
中
記
録
注
進
状
写

（
（（
（

で
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
八
月
十
五

日
に
お
け
る
府
中
二
宮
へ
の
一
宮
の
神
輿
渡
御
に
際
し
、
一
番
両
社
市
渡
、
二
番
相

撲
、
三
番
楽
頭
に
続
い
て
、
四
番
に
「
御
神
事
奉
行
」
の
出
仕
（
五
番
は
流
鏑
馬
十

番
）
が
あ
り
、
ま
た
十
二
月
十
二
日
の
項
に
は
「
御
衣
之
絹
自
二
国
衙
一
神
事
奉
行

方
請
二
取
申
之
一
、至
二
十
四
日
夜
一
、御
衣
色
々
仕
立
申
、彼
間
国
衙
ヨ
リ
所
課
在
レ
之
」
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と
見
え
る
。
二
宮
の
場
合
と
同
様
、
一
宮
の
神
事
そ
の
も
の
へ
の
参
加
と
御
斎
神
事

の
た
め
の
準
備
＝
一
宮
祭
礼
の
条
件
整
備
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
要
す
る
に
、
こ

れ
は
先
述
し
た
応
永
三
十
年
の
顕
阿
打
渡
状
で
武
久
氏
が
「
当
国
一
・
二
両
社
惣
神

事
行
事
兼
大
夫
介
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
武
久

氏
が
国
衙
在
庁
官
人
と
し
て
一
・
二
宮
両
社
で
行
わ
れ
る
国
鎮
守
と
し
て
の
公
的
な

祭
礼
全
般
の
ス
ム
ー
ズ
な
遂
行
に
責
任
を
負
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ

り
、
文
明
十
三
年
に
武
久
季
栄
が
長
州
八
社
五
堂
御
神
事
国
衙
衆
出
仕
注
文
を
作
成

し
た
と
い
う
の
も
、
武
久
氏
の
そ
う
し
た
地
位
と
権
限
に
基
づ
く
も
の
に
他
な
ら
な

か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　と
こ
ろ
で
、
武
久
氏
が
担
っ
た
「
神
事
行
事
」
と
い
う
こ
の
職
務
の
呼
称
は
中
世

長
門
国
に
特
有
の
も
の
で
、
他
の
諸
国
に
は
ま
っ
た
く
そ
の
類
例
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
職
務
内
容
そ
の
も
の
は
多
く
の
国
に
お
い
て
共
通
し
て

認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
、
む
し
ろ
諸
国
に
共
通
の
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
諸

国
一
宮
の
祭
礼
と
国
衙
と
の
関
係
を
一
般
的
な
形
で
整
理
す
れ
ば
、
そ
れ
は
お
よ
そ

次
の
三
つ
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う

（
（（
（

。

　そ
の
第
一
は
、
一
宮
の
祭
礼
費
用
の
国
衙
に
よ
る
支
弁
な
い
し
補
償
で
、
一
般
的

に
は
①
国
衙
に
よ
る
祭
礼
料
田
（
免
田
な
ど
）
の
一
宮
へ
の
寄
進
や
、
②
国
衙
領
へ

の
祭
礼
料
の
賦
課
と
徴
収
、
③
一
国
平
均
役
に
よ
る
祭
礼
費
用
の
調
達
、
あ
る
い
は

④
在
庁
官
人
自
身
に
よ
る
負
担
な
ど
の
多
様
な
形
態
が
あ
り
、
し
か
も
多
く
は
そ
れ

ら
の
組
合
せ
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
長
門
の

場
合
に
つ
い
て
い
う
と
、
他
の
諸
国
の
場
合
と
同
じ
く
一
部
に
①
や
②
な
ど
が
想
定

さ
れ
る
が
、
む
し
ろ
④
を
そ
の
基
本
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
他
の
諸

国
と
は
異
な
る
大
き
な
特
徴
が
あ
っ
た
。
前
稿
で
も
引
用
し
た
次
の
史
料
か
ら
、
こ

れ
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　（

花
押
）

長
門
国
二
宮
神
事
料
内
国
衙
下
行
物
等
事
、毎
年
沙
二
汰
渡
其
足
一
条
有
二
事
煩
一

之
間
、
及
二
神
事
違
乱
一
之
由
社
家
依
レ
令
レ
申
、
以
二
山
井
別
符
正
税
一
、
宛
二
一

年
中
之
下
行
物
一
、
所
レ
被
レ
付
二
社
家
一
也
、
但
御
更
衣
并
八
月
一
日
鎮
祭
以
下

之
在
庁
役
等
者
、
如
レ
元
可
レ
有
二
其
沙
汰
一
也
、
向
後
止
二
国
衙
之
使
一
、
社
家

致
二
其
沙
汰
一
、
可
レ
全
二
神
用
一
之
由
、
可
レ
被
レ
下
二
知
大
宮
司
一
者
、
国
宣
如
レ

此
、
仍
執
達
如
レ
件
、

　
　
　建

武
元
年
七
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　左

近
将
監
（
花
押
）

　
　謹

上

　越
前
法
橋
御
房（

（（
（

文
中
に
見
え
る
「
在
庁
役
」
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
第
二
は
一

宮
祭
礼
へ
の
国
衙
の
参
加
で
あ
っ
て
、
こ
れ
も
一
般
的
に
は
①
国
司
（
目
代
）・
在

庁
官
人
な
ど
が
一
宮
神
事
に
「
参
列
」
す
る
場
合
と
、
②
在
庁
官
人
な
ど
が
神
事
そ

の
も
の
を
神
官
・
社
僧
な
ど
と
共
同
で
執
り
行
う
場
合
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
具
体
的

な
内
容
は
、
こ
れ
ま
た
国
に
よ
っ
て
極
め
て
多
様
で
、
①
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
次

の
三
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
っ
た

（
（（
（

。

　第
一
類
型
…
年
中
行
事
の
う
ち
の
特
定
の
大
祭
に
国
衙
か
ら
使
者
（
在
庁
官
人
）

　
　が

派
遣
さ
れ
る
も
の
（
下
総
香
取
社
の
三
月
神
幸
祭
、
常
陸
鹿
島
社
の
七
月
大

　
　祭

、
陸
奥
塩
竃
社
の
七
月
大
祭
な
ど
）。

  

第
二
類
型
…
春
と
秋
・
冬
ご
ろ
の
年
二
度
、
国
衙
か
ら
使
者
（
目
代
・
在
庁
官
人

　
　な

ど
）
が
定
期
的
に
派
遣
さ
れ
る
も
の
（
駿
河
浅
間
社
、
信
濃
諏
訪
社
、
越
後

　
　弥

彦
社
、
安
芸
厳
島
社
、
肥
後
阿
蘇
社
な
ど
）。

  

第
三
類
型
…
年
間
何
度
と
な
く
、
多
数
の
祭
礼
に
国
衙
か
ら
使
者
が
派
遣
さ
れ
る

　
　も

の
（
摂
津
住
吉
社
、
美
濃
南
宮
社
、
長
門
住
吉
・
神
功
皇
后
社
、
筑
前
住
吉

　
　社

、
豊
後
由
原
社
な
ど
）。

　②
に
関
し
て
は
、
諸
国
一
宮
に
ほ
ぼ
共
通
し
て
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
が
、
史
料
的
に
確
認
で
き
る
と
く
に
顕
著
な
事
例
と
し
て
、
出
雲
杵
築
社
三
月

会
、
淡
路
伊
奘
諾
社
・
伊
奘
冉
社
、
長
門
住
吉
・
神
功
皇
后
社
、
伊
予
大
山
祇
社
、

筑
前
住
吉
社
、
豊
前
宇
佐
宮
、
豊
後
由
原
社
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　第
三
は
、
以
上
の
よ
う
な
直
接
的
な
形
で
は
な
く
、
い
わ
ば
間
接
的
な
関
与
と
い

う
べ
き
も
の
で
、
神
官
・
社
僧
の
活
動
や
年
中
行
事
の
遂
行
を
支
え
る
た
め
の
社
領



199

［中世諸国一宮制の歴史的構造と特質］……井上寛司

と
見
え
る
。
二
宮
の
場
合
と
同
様
、
一
宮
の
神
事
そ
の
も
の
へ
の
参
加
と
御
斎
神
事

の
た
め
の
準
備
＝
一
宮
祭
礼
の
条
件
整
備
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
要
す
る
に
、
こ

れ
は
先
述
し
た
応
永
三
十
年
の
顕
阿
打
渡
状
で
武
久
氏
が
「
当
国
一
・
二
両
社
惣
神

事
行
事
兼
大
夫
介
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
武
久

氏
が
国
衙
在
庁
官
人
と
し
て
一
・
二
宮
両
社
で
行
わ
れ
る
国
鎮
守
と
し
て
の
公
的
な

祭
礼
全
般
の
ス
ム
ー
ズ
な
遂
行
に
責
任
を
負
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ

り
、
文
明
十
三
年
に
武
久
季
栄
が
長
州
八
社
五
堂
御
神
事
国
衙
衆
出
仕
注
文
を
作
成

し
た
と
い
う
の
も
、
武
久
氏
の
そ
う
し
た
地
位
と
権
限
に
基
づ
く
も
の
に
他
な
ら
な

か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　と
こ
ろ
で
、
武
久
氏
が
担
っ
た
「
神
事
行
事
」
と
い
う
こ
の
職
務
の
呼
称
は
中
世

長
門
国
に
特
有
の
も
の
で
、
他
の
諸
国
に
は
ま
っ
た
く
そ
の
類
例
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
職
務
内
容
そ
の
も
の
は
多
く
の
国
に
お
い
て
共
通
し
て

認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
、
む
し
ろ
諸
国
に
共
通
の
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
諸

国
一
宮
の
祭
礼
と
国
衙
と
の
関
係
を
一
般
的
な
形
で
整
理
す
れ
ば
、
そ
れ
は
お
よ
そ

次
の
三
つ
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う

（
（（
（

。

　そ
の
第
一
は
、
一
宮
の
祭
礼
費
用
の
国
衙
に
よ
る
支
弁
な
い
し
補
償
で
、
一
般
的

に
は
①
国
衙
に
よ
る
祭
礼
料
田
（
免
田
な
ど
）
の
一
宮
へ
の
寄
進
や
、
②
国
衙
領
へ

の
祭
礼
料
の
賦
課
と
徴
収
、
③
一
国
平
均
役
に
よ
る
祭
礼
費
用
の
調
達
、
あ
る
い
は

④
在
庁
官
人
自
身
に
よ
る
負
担
な
ど
の
多
様
な
形
態
が
あ
り
、
し
か
も
多
く
は
そ
れ

ら
の
組
合
せ
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
長
門
の

場
合
に
つ
い
て
い
う
と
、
他
の
諸
国
の
場
合
と
同
じ
く
一
部
に
①
や
②
な
ど
が
想
定

さ
れ
る
が
、
む
し
ろ
④
を
そ
の
基
本
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
他
の
諸

国
と
は
異
な
る
大
き
な
特
徴
が
あ
っ
た
。
前
稿
で
も
引
用
し
た
次
の
史
料
か
ら
、
こ

れ
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　（

花
押
）

長
門
国
二
宮
神
事
料
内
国
衙
下
行
物
等
事
、毎
年
沙
二
汰
渡
其
足
一
条
有
二
事
煩
一

之
間
、
及
二
神
事
違
乱
一
之
由
社
家
依
レ
令
レ
申
、
以
二
山
井
別
符
正
税
一
、
宛
二
一

年
中
之
下
行
物
一
、
所
レ
被
レ
付
二
社
家
一
也
、
但
御
更
衣
并
八
月
一
日
鎮
祭
以
下

之
在
庁
役
等
者
、
如
レ
元
可
レ
有
二
其
沙
汰
一
也
、
向
後
止
二
国
衙
之
使
一
、
社
家

致
二
其
沙
汰
一
、
可
レ
全
二
神
用
一
之
由
、
可
レ
被
レ
下
二
知
大
宮
司
一
者
、
国
宣
如
レ

此
、
仍
執
達
如
レ
件
、

　
　
　建

武
元
年
七
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　左

近
将
監
（
花
押
）

　
　謹

上

　越
前
法
橋
御
房（

（（
（

文
中
に
見
え
る
「
在
庁
役
」
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
第
二
は
一

宮
祭
礼
へ
の
国
衙
の
参
加
で
あ
っ
て
、
こ
れ
も
一
般
的
に
は
①
国
司
（
目
代
）・
在

庁
官
人
な
ど
が
一
宮
神
事
に
「
参
列
」
す
る
場
合
と
、
②
在
庁
官
人
な
ど
が
神
事
そ

の
も
の
を
神
官
・
社
僧
な
ど
と
共
同
で
執
り
行
う
場
合
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
具
体
的

な
内
容
は
、
こ
れ
ま
た
国
に
よ
っ
て
極
め
て
多
様
で
、
①
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
次

の
三
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
っ
た

（
（（
（

。

　第
一
類
型
…
年
中
行
事
の
う
ち
の
特
定
の
大
祭
に
国
衙
か
ら
使
者
（
在
庁
官
人
）

　
　が

派
遣
さ
れ
る
も
の
（
下
総
香
取
社
の
三
月
神
幸
祭
、
常
陸
鹿
島
社
の
七
月
大

　
　祭

、
陸
奥
塩
竃
社
の
七
月
大
祭
な
ど
）。

  

第
二
類
型
…
春
と
秋
・
冬
ご
ろ
の
年
二
度
、
国
衙
か
ら
使
者
（
目
代
・
在
庁
官
人

　
　な

ど
）
が
定
期
的
に
派
遣
さ
れ
る
も
の
（
駿
河
浅
間
社
、
信
濃
諏
訪
社
、
越
後

　
　弥

彦
社
、
安
芸
厳
島
社
、
肥
後
阿
蘇
社
な
ど
）。

  

第
三
類
型
…
年
間
何
度
と
な
く
、
多
数
の
祭
礼
に
国
衙
か
ら
使
者
が
派
遣
さ
れ
る

　
　も

の
（
摂
津
住
吉
社
、
美
濃
南
宮
社
、
長
門
住
吉
・
神
功
皇
后
社
、
筑
前
住
吉

　
　社

、
豊
後
由
原
社
な
ど
）。

　②
に
関
し
て
は
、
諸
国
一
宮
に
ほ
ぼ
共
通
し
て
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
が
、
史
料
的
に
確
認
で
き
る
と
く
に
顕
著
な
事
例
と
し
て
、
出
雲
杵
築
社
三
月

会
、
淡
路
伊
奘
諾
社
・
伊
奘
冉
社
、
長
門
住
吉
・
神
功
皇
后
社
、
伊
予
大
山
祇
社
、

筑
前
住
吉
社
、
豊
前
宇
佐
宮
、
豊
後
由
原
社
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　第
三
は
、
以
上
の
よ
う
な
直
接
的
な
形
で
は
な
く
、
い
わ
ば
間
接
的
な
関
与
と
い

う
べ
き
も
の
で
、
神
官
・
社
僧
の
活
動
や
年
中
行
事
の
遂
行
を
支
え
る
た
め
の
社
領
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（
一
円
所
領
や
免
田
な
ど
）
が
国
衙
か
ら
の
寄
進
で
整
え
ら
れ
、
あ
る
い
は
楽
人
を

始
め
と
す
る
特
定
神
官
の
祭
礼
活
動
を
支
え
る
免
田
が
国
衙
の
責
任
で
設
定
さ
れ
る

な
ど
、そ
の
内
容
は
極
め
て
多
岐
に
わ
た
っ
た
。
一
国
平
均
役
に
よ
る
一
宮
の
造
営
・

遷
宮
な
ど
も
、
祭
礼
の
場
の
整
備
と
い
う
点
で
は
こ
れ
ら
と
共
通
の
性
格
を
持
つ
も

の
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
一
宮
の
祭
礼
を
妨
げ
る
種
々

の
乱
暴
狼
藉
を
排
除
し
、ス
ム
ー
ズ
な
神
事
の
遂
行
が
で
き
る
よ
う
努
め
る
こ
と
も
、

一
つ
の
重
要
な
機
能
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　以
上
の
点
を
踏
ま
え
て
、改
め
て
神
事
行
事
武
久
氏
の
職
務
内
容
を
整
理
す
る
と
、

一
部
に
第
一
の
④
や
第
二
の
①
・
②
を
勤
め
る
と
こ
ろ
も
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら

を
含
め
、
国
鎮
守
一
・
二
宮
の
祭
礼
そ
の
も
の
が
ス
ム
ー
ズ
に
遂
行
さ
れ
る
よ
う
、

国
衙
権
力
を
代
表
し
て
そ
の
執
行
に
責
任
を
負
う
と
い
う
の
が
、
そ
の
基
本
的
性
格

で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
言
葉
を
換
え
て
い
え
ば
、
国
鎮
守

と
し
て
の
公
的
な
祭
礼
執
行
の
た
め
に
国
衙
権
力
が
担
っ
て
い
た
機
能
が
神
事
行
事

武
久
氏
に
凝
縮
、
な
い
し
特
化
さ
れ
る
形
で
集
約
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
も
で
き
よ
う
。

　こ
う
し
た
特
徴
を
持
つ
神
事
行
事
の
登
場
が
、
さ
き
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
守
護

大
内
氏
に
よ
る
国
衙
権
力
機
能
を
も
吸
収
し
た
長
門
国
支
配
の
成
立
と
密
接
に
関

わ
っ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
、

節
を
改
め
て
大
内
氏
の
長
門
国
支
配
と
そ
れ
に
と
も
な
う
一
宮
制
の
変
質
、
す
な

わ
ち
中
世
後
期
長
門
国
一
宮
制
の
歴
史
的
特
質
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
と
し
た

い
。　第

二
節

　中
世
後
期
長
門
国
一
宮
制
の
歴
史
的
特
質

　観
応
の
擾
乱
以
来
、
室
町
幕
府
と
対
抗
し
な
が
ら
周
防
国
の
平
定
を
進
め
た
大
内

弘
世
は
、
正
平
十
年
（
一
三
五
五
）
頃
か
ら
隣
国
長
門
に
進
出
し
、
延
文
三
年
（
正

平
十
三
、一
三
五
八
）
正
月
に
守
護
厚
東
義
武
を
豊
前
に
敗
走
さ
せ
る
と
と
も
に
、

同
年
六
月
に
は
南
朝
方
か
ら
長
門
国
守
護
に
任
命
さ
れ
た

（
（（
（

。
但
し
、
敗
走
し
た
と
は

い
え
、厚
東
氏
の
長
門
国
に
対
す
る
影
響
力
は
そ
の
後
も
な
お
維
持
さ
れ
た
よ
う
で
、

延
文
三
年
七
月
一
日
に
は
厚
東
氏
の
奉
行
人
と
推
定
さ
れ
る
政
兼
・
信
助
の
両
名
が

長
門
国
守
護
領
内
の
田
地
三
町
と
屋
敷
一
所
を
一
宮
に
寄
進
し

（
（（
（

、
ま
た
正
平
十
九
年

（
貞
治
三
、一
三
六
四
）
六
月
十
三
日
に
は
厚
東
義
武
自
ら
二
宮
権
宮
司
に
対
し
祈
祷

の
精
誠
を
求
め
て
い
る

（
（（
（

。
し
か
し
、
正
平
二
十
三
年
（
応
安
元
、
一
三
六
八
）
十
二

月
十
三
日
の
厚
東
義
武
充
行
状

（
（（
（

を
最
後
に
義
武
・
厚
東
氏
は
史
料
上
か
ら
姿
を
消

し
、
建
武
元
年
（
一
三
三
四
）
以
来
の
守
護
厚
東
氏
の
歴
史
に
終
止
符
が
打
た
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。

　長
門
に
進
出
し
た
大
内
弘
世
は
、
正
平
十
一
年
（
一
三
五
六
）
の
九
月
二
十
日

に
二
宮
大
宮
司
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
巻
数
に
謝
意
を
表
し
、
い
ち
早
く
そ
の
加
護
を

求
め
る

（
（（
（

と
と
も
に
、
同
年
十
月
十
六
日
に
は
二
宮
座
主
に
長
州
退
治
の
祈
祷
を
要

請
（
（（
（

。
ま
た
、
翌
年
（
正
平
十
二
）
七
月
十
三
日
に
は
、
長
州
の
凶
徒
退
治
が
達
成
さ

れ
れ
ば
一
宮
の
修
造
と
臨
時
の
祭
礼
を
行
い
参
詣
す
る
と
伝
え
て
い
て

（
（（
（

、
大
内
氏
が

長
門
進
出
の
当
初
か
ら
一
・
二
宮
両
社
、
中
で
も
守
護
所
の
所
在
地
で
あ
る
府
中
二

宮
と
の
関
わ
り
を
と
り
わ
け
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
正
平
十
四

年
（
一
三
五
九
）
四
月
十
日
に
大
内
弘
世
が
二
宮
社
領
府
中
鯉
河
以
下
の
敷
地
を
二

宮
大
宮
司
に
安
堵
す
る

（
（（
（

と
と
も
に
、
同
日
付
で
大
内
氏
の
奉
行
人
が
、
府
中
二
宮
領

百
姓
等
の
犬
懸
以
下
の
公
事
を
先
例
に
従
い
免
除
す
る
と
守
護
代
に
伝
え
て
い
る
の

も
（
（（
（

、
こ
の
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

　大
内
弘
世
は
貞
治
二
年
（
一
三
六
三
）
の
春
に
わ
か
に
上
洛
し
て
幕
府
に
降
り
、

改
め
て
す
で
に
掌
握
し
て
い
た
周
防
・
長
門
両
国
の
守
護
職
に
任
じ
ら
れ

（
（（
（

、
こ
こ
に

大
内
氏
の
滅
亡
ま
で
続
く
守
護
大
内
氏
に
よ
る
防
長
両
国
支
配
が
本
格
的
に
展
開
し

て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
厚
東
氏
の
支
配
下
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
武

久
氏
に
対
し
、
大
内
氏
が
発
給
し
た
現
存
最
古
の
文
書
も
同
年
十
一
月
四
日
の
大
内

氏
奉
行
人
連
署
奉
書

（
（（
（

で
、
新
大
夫
国
清
と
権
大
宮
司
国
光
が
相
論
し
て
い
る
二
宮
祭

礼
座
敷
と
伝
供
馬
打
渡
前
後
上
下
に
関
す
る
先
規
を
、
起
請
文
を
以
て
注
進
す
る
よ

う
武
久
大
介
（
秀
幸
）
に
命
じ
て
い
る
。
こ
の
文
書
は
、
前
節
で
も
指
摘
し
た
よ
う
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に
武
久
氏
が
「
武
久
大
介
」・「
武
久
介
」
な
ど
と
し
て
見
え
る
最
初
の
も
の
で
あ
り
、

か
つ
武
久
氏
が
「
神
事
行
事
」
的
な
職
務
を
遂
行
し
た
こ
と
を
示
す
初
見
史
料
と
し

て
も
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
守
護
大
内
氏
に
よ
る
長
門
国
支
配
の
成
立
が
こ
れ
ら

の
問
題
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　中
で
も
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
の
は
、
大
内
氏
が
初
め
て
武
久
氏
と
関
係
を
持
っ

た
こ
の
貞
治
二
年
か
ら
、
史
料
上
に
「
神
事
行
事
」
の
語
が
初
め
て
現
れ
て
く
る
応

永
三
十
年
（
一
四
一
三
）
ま
で
の
間
の
武
久
氏
の
活
動
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
武
久

氏
関
係
文
書
は
さ
き
の
貞
治
二
年
の
も
の
（
仮
に
史
料
ａ
と
称
す
）
を
含
め
、
わ
ず

か
四
通
が
残
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
の
内
容
に
は
極
め
て
注
目
す
べ
き
も

の
が
あ
る
。
残
り
三
通
の
内
容
を
摘
記
す
れ
ば
、そ
れ
は
お
よ
そ
次
の
通
り
で
あ
る
。

〔
史
料
ｂ
〕

　貞
治
五
年
（
一
三
六
五
）
三
月
二
十
六
日
大
内
氏
奉
行
人
奉
書

（
（（
（

。
武
久

介
（
秀
幸
）
に
対
し
、
法
花
寺
孫
三
郎
と
左
近
太
郎
が
刀
傷
の
狼
藉
を
行
う
た

め
未
だ
神
事
が
行
え
な
い
と
し
て
、
先
例
に
従
っ
て
両
方
に
祓
え
の
沙
汰
を
致

し
、
大
小
の
神
事
を
勤
め
さ
せ
よ
、
も
し
祓
え
が
延
引
す
る
よ
う
で
あ
れ
ば
所

職
を
改
め
、
殊
な
る
沙
汰
を
行
う
と
両
狼
藉
人
に
相
触
れ
よ
と
命
じ
る
。

〔
史
料
ｃ
〕

　年
未
詳（
貞
治
五
年
こ
ろ
）七
月
十
日
大
内
氏
奉
行
人
奉
書

（
（（
（

。武
久
介（
秀

幸
）
に
対
し
、
神
事
帳
の
番
定
を
進
め
る
の
で
、
先
例
に
従
い
在
庁
官
人
中
に

催
促
せ
よ
と
命
じ
る
。

〔
史
料
ｄ
〕

　永
和
元
年
（
一
三
七
五
）
六
月
十
七
日
室
町
幕
府
御
教
書

（
（（
（

。
永
富
武
久

介
（
秀
幸
カ
）
に
対
し
、
長
門
国
分
寺
雑
掌
が
訴
え
て
い
る
二
宮
の
造
営
段
銭

を
停
止
す
る
よ
う
綸
旨
が
下
さ
れ
た
と
し
て
、
催
促
を
止
め
る
よ
う
命
じ
る
。

　こ
の
史
料
ｄ
に
続
く
武
久
氏
関
係
文
書
が
前
節
で
引
用
し
た
応
永
三
十
年
二
月
六

日
の
武
久
季
道
譲
状
で
、
こ
の
間
約
四
十
年
が
空
白
と
な
り
、
史
料
ａ
～
ｄ
と
応
永

三
十
年
武
久
季
道
譲
状
以
下
に
見
え
る
「
神
事
行
事
」
武
久
氏
と
が
ど
の
よ
う
に
つ

な
が
る
の
か
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
が
、
い
く
つ
か
の
要
因
を
重
ね
合
わ
せ
て
考
え

る
と
、
一
定
の
推
測
を
行
う
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
ま
ず
以
て
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
史
料
ａ
～
ｄ
の
時

期
と
応
永
三
十
年
武
久
季
道
譲
状
以
下
の
時
期
と
で
は
武
久
氏
の
職
務
内
容
に
大
き

な
違
い
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
史
料
ｂ
・
ｃ
に
い
う
「
神
事
」
が
一
・
二
宮

の
い
ず
れ
に
関
わ
る
事
柄
な
の
か
明
確
で
な
い
が
、
そ
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
の
は
間

違
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
、
史
料
ａ
は
二
宮
の

祭
礼
に
お
け
る
座
席
順
な
ど
の
祭
礼
の
進
め
方
に
関
わ
る
問
題
、
ｂ
は
一
・
二
宮
な

ど
の
神
事
の
妨
げ
と
な
る
狼
藉
人
の
排
除
、
ｃ
は
在
庁
官
人
か
ら
の
祭
礼
費
用
の
調

達
、
そ
し
て
ｄ
は
二
宮
の
造
営
費
用
の
徴
収
の
問
題
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
に
、
こ
こ
に
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
前
節
で
指
摘
し
た
永
仁
三
年
八
月
五
日

の
関
東
御
教
書
に
見
え
る
「
一
・
二
宮
御
斎
神
事
」、
と
く
に
更
衣
の
調
達
に
武
久

氏
が
こ
の
前
後
を
通
じ
て
引
き
続
き
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で

あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
合
わ
せ
考
え
る
と
、
武
久
氏
が
担
う
職
務
は
極
め
て
広
範
囲
に

及
び
、
そ
れ
は
前
節
で
指
摘
し
た
「
諸
国
一
宮
の
祭
礼
と
国
衙
と
の
関
係
」
の
全
般

に
及
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　こ
れ
に
対
し
、
応
永
三
十
年
の
武
久
季
道
譲
状
以
下
に
見
え
る
「
神
事
行
事
」
と

し
て
の
武
久
氏
の
職
務
内
容
は
極
め
て
限
定
的
で
、
こ
れ
ま
た
前
節
で
指
摘
し
た
よ

う
に
「
国
衙
在
庁
官
人
と
し
て
一
・
二
宮
両
社
で
行
わ
れ
る
国
鎮
守
と
し
て
の
公
的

な
祭
礼
の
ス
ム
ー
ズ
な
遂
行
に
責
任
を
負
う
」、
な
い
し
「
国
鎮
守
一
・
二
宮
の
祭

礼
そ
の
も
の
が
ス
ム
ー
ズ
に
遂
行
さ
れ
る
よ
う
、
国
衙
権
力
を
代
表
し
て
そ
の
執
行

に
責
任
を
負
う
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　問
題
は
、
前
者
か
ら
後
者
へ
の
こ
う
し
た
変
化
が
な
ぜ
生
ま
れ
た
の
か
、
い
っ
た

い
そ
れ
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

考
え
る
上
で
注
目
さ
れ
る
第
一
は
、
史
料
ｄ
か
ら
応
永
三
十
年
の
武
久
季
道
譲
状
ま

で
、
す
な
わ
ち
永
和
元
年
（
一
三
七
五
）
か
ら
応
永
三
十
年
（
一
四
一
三
）
ま
で
の

間
が
守
護
大
内
氏
に
よ
る
長
門
国
の
国
衙
機
能
の
吸
収
と
再
編
成
の
時
期
に
当
た
っ

て
い
た
こ
と
に
あ
る
。

　鎌
倉
後
期
の
モ
ン
ゴ
ル
襲
来
以
後
、
と
く
に
南
北
朝
期
に
お
け
る
守
護
厚
東
氏
の

登
場
に
と
も
な
っ
て
長
門
国
衙
の
あ
り
方
は
す
で
に
大
き
く
変
質
し
つ
つ
あ
っ
た
と
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に
武
久
氏
が
「
武
久
大
介
」・「
武
久
介
」
な
ど
と
し
て
見
え
る
最
初
の
も
の
で
あ
り
、

か
つ
武
久
氏
が
「
神
事
行
事
」
的
な
職
務
を
遂
行
し
た
こ
と
を
示
す
初
見
史
料
と
し

て
も
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
守
護
大
内
氏
に
よ
る
長
門
国
支
配
の
成
立
が
こ
れ
ら

の
問
題
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　中
で
も
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
の
は
、
大
内
氏
が
初
め
て
武
久
氏
と
関
係
を
持
っ

た
こ
の
貞
治
二
年
か
ら
、
史
料
上
に
「
神
事
行
事
」
の
語
が
初
め
て
現
れ
て
く
る
応

永
三
十
年
（
一
四
一
三
）
ま
で
の
間
の
武
久
氏
の
活
動
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
武
久

氏
関
係
文
書
は
さ
き
の
貞
治
二
年
の
も
の
（
仮
に
史
料
ａ
と
称
す
）
を
含
め
、
わ
ず

か
四
通
が
残
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
の
内
容
に
は
極
め
て
注
目
す
べ
き
も

の
が
あ
る
。
残
り
三
通
の
内
容
を
摘
記
す
れ
ば
、そ
れ
は
お
よ
そ
次
の
通
り
で
あ
る
。

〔
史
料
ｂ
〕

　貞
治
五
年
（
一
三
六
五
）
三
月
二
十
六
日
大
内
氏
奉
行
人
奉
書

（
（（
（

。
武
久

介
（
秀
幸
）
に
対
し
、
法
花
寺
孫
三
郎
と
左
近
太
郎
が
刀
傷
の
狼
藉
を
行
う
た

め
未
だ
神
事
が
行
え
な
い
と
し
て
、
先
例
に
従
っ
て
両
方
に
祓
え
の
沙
汰
を
致

し
、
大
小
の
神
事
を
勤
め
さ
せ
よ
、
も
し
祓
え
が
延
引
す
る
よ
う
で
あ
れ
ば
所

職
を
改
め
、
殊
な
る
沙
汰
を
行
う
と
両
狼
藉
人
に
相
触
れ
よ
と
命
じ
る
。

〔
史
料
ｃ
〕

　年
未
詳（
貞
治
五
年
こ
ろ
）七
月
十
日
大
内
氏
奉
行
人
奉
書

（
（（
（

。武
久
介（
秀

幸
）
に
対
し
、
神
事
帳
の
番
定
を
進
め
る
の
で
、
先
例
に
従
い
在
庁
官
人
中
に

催
促
せ
よ
と
命
じ
る
。

〔
史
料
ｄ
〕

　永
和
元
年
（
一
三
七
五
）
六
月
十
七
日
室
町
幕
府
御
教
書

（
（（
（

。
永
富
武
久

介
（
秀
幸
カ
）
に
対
し
、
長
門
国
分
寺
雑
掌
が
訴
え
て
い
る
二
宮
の
造
営
段
銭

を
停
止
す
る
よ
う
綸
旨
が
下
さ
れ
た
と
し
て
、
催
促
を
止
め
る
よ
う
命
じ
る
。

　こ
の
史
料
ｄ
に
続
く
武
久
氏
関
係
文
書
が
前
節
で
引
用
し
た
応
永
三
十
年
二
月
六

日
の
武
久
季
道
譲
状
で
、
こ
の
間
約
四
十
年
が
空
白
と
な
り
、
史
料
ａ
～
ｄ
と
応
永

三
十
年
武
久
季
道
譲
状
以
下
に
見
え
る
「
神
事
行
事
」
武
久
氏
と
が
ど
の
よ
う
に
つ

な
が
る
の
か
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
が
、
い
く
つ
か
の
要
因
を
重
ね
合
わ
せ
て
考
え

る
と
、
一
定
の
推
測
を
行
う
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
ま
ず
以
て
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
史
料
ａ
～
ｄ
の
時

期
と
応
永
三
十
年
武
久
季
道
譲
状
以
下
の
時
期
と
で
は
武
久
氏
の
職
務
内
容
に
大
き

な
違
い
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
史
料
ｂ
・
ｃ
に
い
う
「
神
事
」
が
一
・
二
宮

の
い
ず
れ
に
関
わ
る
事
柄
な
の
か
明
確
で
な
い
が
、
そ
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
の
は
間

違
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
、
史
料
ａ
は
二
宮
の

祭
礼
に
お
け
る
座
席
順
な
ど
の
祭
礼
の
進
め
方
に
関
わ
る
問
題
、
ｂ
は
一
・
二
宮
な

ど
の
神
事
の
妨
げ
と
な
る
狼
藉
人
の
排
除
、
ｃ
は
在
庁
官
人
か
ら
の
祭
礼
費
用
の
調

達
、
そ
し
て
ｄ
は
二
宮
の
造
営
費
用
の
徴
収
の
問
題
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
に
、
こ
こ
に
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
前
節
で
指
摘
し
た
永
仁
三
年
八
月
五
日

の
関
東
御
教
書
に
見
え
る
「
一
・
二
宮
御
斎
神
事
」、
と
く
に
更
衣
の
調
達
に
武
久

氏
が
こ
の
前
後
を
通
じ
て
引
き
続
き
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で

あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
合
わ
せ
考
え
る
と
、
武
久
氏
が
担
う
職
務
は
極
め
て
広
範
囲
に

及
び
、
そ
れ
は
前
節
で
指
摘
し
た
「
諸
国
一
宮
の
祭
礼
と
国
衙
と
の
関
係
」
の
全
般

に
及
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　こ
れ
に
対
し
、
応
永
三
十
年
の
武
久
季
道
譲
状
以
下
に
見
え
る
「
神
事
行
事
」
と

し
て
の
武
久
氏
の
職
務
内
容
は
極
め
て
限
定
的
で
、
こ
れ
ま
た
前
節
で
指
摘
し
た
よ

う
に
「
国
衙
在
庁
官
人
と
し
て
一
・
二
宮
両
社
で
行
わ
れ
る
国
鎮
守
と
し
て
の
公
的

な
祭
礼
の
ス
ム
ー
ズ
な
遂
行
に
責
任
を
負
う
」、
な
い
し
「
国
鎮
守
一
・
二
宮
の
祭

礼
そ
の
も
の
が
ス
ム
ー
ズ
に
遂
行
さ
れ
る
よ
う
、
国
衙
権
力
を
代
表
し
て
そ
の
執
行

に
責
任
を
負
う
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　問
題
は
、
前
者
か
ら
後
者
へ
の
こ
う
し
た
変
化
が
な
ぜ
生
ま
れ
た
の
か
、
い
っ
た

い
そ
れ
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

考
え
る
上
で
注
目
さ
れ
る
第
一
は
、
史
料
ｄ
か
ら
応
永
三
十
年
の
武
久
季
道
譲
状
ま

で
、
す
な
わ
ち
永
和
元
年
（
一
三
七
五
）
か
ら
応
永
三
十
年
（
一
四
一
三
）
ま
で
の

間
が
守
護
大
内
氏
に
よ
る
長
門
国
の
国
衙
機
能
の
吸
収
と
再
編
成
の
時
期
に
当
た
っ

て
い
た
こ
と
に
あ
る
。

　鎌
倉
後
期
の
モ
ン
ゴ
ル
襲
来
以
後
、
と
く
に
南
北
朝
期
に
お
け
る
守
護
厚
東
氏
の

登
場
に
と
も
な
っ
て
長
門
国
衙
の
あ
り
方
は
す
で
に
大
き
く
変
質
し
つ
つ
あ
っ
た
と
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考
え
ら
れ
る
が
、
守
護
大
内
氏
の
登
場
に
よ
っ
て
そ
れ
は
一
挙
に
加
速
さ
れ
、
そ
し

て
一
定
の
決
着
が
図
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
永
和
四
年
（
一
三
七
八
）
十
一
月

二
十
一
日
の
長
門
国
留
守
所
裁
許
状
写

（
（（
（

を
最
後
に
留
守
所
が
史
料
上
か
ら
姿
を
消
す

の
は
、
そ
の
最
も
象
徴
的
な
出
来
事
と
い
っ
て
よ
く
、
こ
の
前
後
を
通
じ
て
守
護
大

内
氏
に
よ
る
国
衙
機
能
の
吸
収
と
そ
の
再
編
成
が
推
進
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
画
期

を
な
す
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
一
三
七
〇
年
代
に
お
け
る
室
町
幕
府
に
よ
る
段
銭
賦

課
・
免
除
権
の
獲
得

（
（（
（

と
も
関
わ
っ
て
、
守
護
大
内
氏
が
独
自
の
段
銭
奉
行
を
設
置
し

て
段
銭
の
徴
収
に
当
た
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
長
門
に

お
け
る
大
内
氏
段
銭
奉
行
の
史
料
上
の
初
見
は
次
に
掲
げ
た
嘉
慶
二
年（
一
三
八
八
）

五
月
十
八
日
の
大
内
氏
奉
行
人
連
署
奉
書

（
（（
（

で
あ
る
。

長
門
国
符

（
府
（伊（
厳
島
（

調
嶋
大
宮
司
申
、
賀

（
山
城
国
（茂

造
替
并
公
家
進
段
銭
事
、
一
二
両
社
領

既
被
レ
成
二
御
教
書
一
、
免
許
上
者
、
八
社
同
可
レ
被
レ
閣
之
旨
、
各
訴
訟
之
、
当

社
為
二
随
一
一
之
間
、
御
沙
汰
落
居
程
者
、
可
レ
被
レ
止
二
催
促
一
之
由
候
也
、
仍

執
達
如
レ
件
、

　
　嘉

慶
二
年
五
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　沙

（
森
良
智
（

弥
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　沙

（
森
智
高
（

弥
（
花
押
）

　
　
　段

銭
奉
行
御
中

  

本
文
書
は
、
一
・
二
宮
両
社
に
止
ま
ら
ず
特
定
の
八
社
を
別
格
と
し
て
扱
う
長
門

国
八
社
五
堂
体
制
の
成
立
を
う
か
が
わ
せ
る
初
見
史
料
と
し
て
も
注
目
さ
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
点
は
後
ほ
ど
改
め
て
触
れ
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
段
銭
奉
行

の
存
在
に
注
目
し
た
い
。
さ
て
、本
文
書
の
宛
所
は
「
段
銭
奉
行
」
と
あ
る
だ
け
で
、

そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
実
態
を
持
っ
て
い
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
段
銭
の

徴
収
・
免
除
そ
の
も
の
は
す
で
に
こ
れ
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
て
、
と
く
に
注
目
さ

れ
る
の
は
、
永
徳
三
年
（
一
三
八
三
）
十
二
月
六
日

（
（（
（

と
至
徳
二
年
（
一
三
八
五
）
四

月
八
日

（
（（
（

の
二
通
の
大
内
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
に
お
い
て
、
と
も
に
伴
田
彦
次
郎
入

道
・
福
江
勘
解
由
入
道
（
盛
氏
）
の
両
名
に
対
し
二
宮
の
段
銭
徴
収
が
停
止
さ
れ
て

い
る
こ
と
、
こ
れ
に
対
し
同
じ
至
徳
二
年
四
月
八
日

（
（（
（

と
同
年
七
月
二
日

（
（（
（

の
二
通
の
大

内
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
で
は
、
と
も
に
小
野
（
伊
豆
）
入
道
に
対
し
て
一
宮
へ
の
段

銭
徴
収
が
停
止
さ
れ
、
あ
る
い
は
す
で
に
徴
収
し
た
段
銭
の
返
却
が
命
じ
ら
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
応
永
元
年
（
一
三
九
四
）

十
月
二
十
七
日
の
大
内
氏
奉
行
人
連
署
奉
書

（
（（
（

に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。伊

勢
造
営
段
銭
一
宮
領
分
事
、
任
二
御
教
書
并
度
々
奉
書
之
旨
一
、
被
レ
閣
レ
之
、

然
者
可
レ
被
レ
止
二
催
促
一
之
由
候
也
、
仍
執
達
如
レ
件
、

　
　
　
　応

永
元
年
十
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　貞

範
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　重

貞
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　道

珠
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　良

智
（
花
押
）

　
　
　
　
　豊

西
郡
段
銭
奉
行
御
中

　段
銭
奉
行
が
郡
単
位
に
置
か
れ
、
一
宮
か
ら
の
段
銭
徴
収
・
免
除
は
豊
西
郡
段
銭

奉
行
の
責
任
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
二
宮
は
一
宮
の
豊
西
郡
と

は
異
な
り
豊
東
郡
に
属
す
る
か
ら
、
豊
東
郡
段
銭
奉
行
の
管
轄
下
に
置
か
れ
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
そ
う
し
た
目
で
い
ま
一
度
さ
き
の
奉
行
人
奉
書
を
見
て
み

る
と
、
二
宮
に
関
し
て
は
伴
田
彦
次
郎
入
道
・
福
江
勘
解
由
入
道
（
盛
氏
）
の
両
名
、

そ
し
て
一
宮
に
関
し
て
は
小
野
（
伊
豆
）
入
道
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
人
物
が
段

銭
の
徴
収
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
小
野
（
伊
豆
）

入
道
は
豊
西
郡
段
銭
奉
行
、
そ
し
て
伴
田
彦
次
郎
入
道
・
福
江
勘
解
由
入
道
（
盛
氏
）

の
両
名
は
豊
東
郡
段
銭
奉
行
で
あ
り
、
従
っ
て
ま
た
大
内
氏
の
長
門
国
段
銭
奉
行
は

少
な
く
と
も
永
徳
三
年
ま
で
に
郡
単
位
で
成
立
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う

（
（（
（

。

　こ
の
う
ち
、
福
江
盛
氏
に
関
し
て
は
す
で
に
こ
れ
以
前
の
史
料
に
そ
の
存
在
が
確

認
で
き
、
永
和
四
年
四
月
十
六
日
の
大
内
氏
奉
行
人
連
署
奉
書

（
（（
（

で
は
、
福
江
左
衛
門

尉
（
盛
氏
）・
永
久
左
近
将
監
の
両
名
に
対
し
、
長
門
国
府
分
の
高
麗
渡
り
水
手
役

が
免
除
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
二
宮
近
辺
の
異
国
水
手
役
徴
収
停
止
が
命
じ
ら
れ
て
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い
る
。
ま
た
、
同
年
八
月
二
十
五
日
の
長
門
一
宮
棟
札
銘

（
（（
（

で
は
、
大
内
弘
世
が
願
主

と
な
っ
て
造
立
し
た
一
宮
住
吉
社
楼
門
の
造
営
奉
行
の
一
人
と
し
て
、
陶
山
弘
高
・

幡
生
忠
勝
と
と
も
に
「
福
江
勘
解
由
左
衛
門
尉
藤
原
盛
氏
」
が
見
え
る
。
こ
の
よ
う

に
、
福
江
盛
氏
が
一
・
二
宮
両
社
に
関
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
も
、
未
だ
こ

の
段
階
で
は
豊
東
郡
段
銭
奉
行
に
は
任
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
推
定
で
き

る
。
留
守
所
の
史
料
終
見
で
あ
る
永
和
四
年
か
ら
、
段
銭
奉
行
の
活
動
が
確
認
で
き

る
永
徳
三
年
ま
で
の
間
に
、
守
護
大
内
氏
の
長
門
国
段
銭
奉
行
は
成
立
し
た
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　と
こ
ろ
で
、
長
門
国
に
お
け
る
段
銭
の
賦
課
と
徴
収
そ
の
も
の
は
す
で
に
永
和
四

年
以
前
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
管
見
に
及
ん
だ
範
囲
で
は
あ
る
が
、
長
門
国
に
お
け

る
「
段
銭
」
の
史
料
初
見
は
応
安
六
年
（
一
三
七
三
）
十
一
月
二
十
日
の
後
円
融
天

皇
綸
旨
写

（
（（
（

で
、
造
営
段
銭
と
称
し
て
二
宮
社
が
長
門
国
分
寺
に
違
乱
を
な
す
の
を
停

止
す
る
よ
う
、西
大
寺
長
老
興
泉
上
人
に
命
が
下
さ
れ
て
い
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、

こ
の
綸
旨
か
ら
二
年
後
の
永
和
元
年
に
、
こ
の
問
題
と
関
わ
っ
て
さ
き
に
史
料
ｄ
と

し
て
紹
介
し
た
室
町
幕
府
御
教
書
が
永
富
武
久
介
に
宛
て
て
発
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
国
衙
在
庁
官
人
武
久
氏
が
国
鎮
守
二
宮
社
の
造
営
費
用
と
い
う
こ
と
で
そ

の
徴
収
に
関
わ
っ
て
い
た
一
国
平
均
役
が
、
新
た
に
「
段
銭
」
と
し
て
捉
え
返
さ
れ
、

そ
し
て
そ
の
徴
収
権
も
永
徳
三
年
頃
ま
で
に
は
武
久
氏
か
ら
郡
単
位
の
段
銭
奉
行
の

手
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　以
上
、
国
衙
権
力
機
能
の
最
も
重
要
な
一
角
を
構
成
す
る
徴
税
機
能
が
、
段
銭
奉

行
（
後
に
は
郡
奉
行
・
郡
司
な
ど
と
も
称
さ
れ
た

（
（（
（

）
と
い
う
独
自
の
新
た
な
組
織
の

編
成
を
通
じ
て
守
護
大
内
氏
権
力
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た

が
、
し
か
し
こ
う
し
た
動
き
は
徴
税
機
能
に
の
み
止
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
守
護
代
・

小
守
護
代
制
と
い
う
基
幹
的
な
地
域
支
配
権
力
機
構
の
整
備
を
通
し
て
国
衙
権
力
機

能
が
守
護
権
力
の
も
と
に
吸
収
・
再
編
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
守
護
大
内
氏
に
よ
る
国
衙
機
能
を
も
組
み
込
ん
だ
長
門
国
支
配

権
力
機
構
の
整
備
に
と
も
な
っ
て
、
か
つ
て
武
久
氏
が
国
衙
在
庁
官
人
と
し
て
担
っ

て
い
た
広
範
囲
な
機
能
（
史
料
ａ
～
ｄ
な
ど
に
示
さ
れ
る
）
の
一
部
が
削
減
・
縮
小

さ
れ
、「
国
鎮
守
一
・
二
宮
の
祭
礼
そ
の
も
の
の
ス
ム
ー
ズ
な
遂
行
」
と
い
う
、
極

め
て
限
定
さ
れ
た
内
容
を
持
つ
「
神
事
奉
行
」
へ
と
特
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　神
事
奉
行
武
久
氏
の
成
立
に
至
る
、
そ
の
職
掌
の
変
化
（
＝
特
化
）
と
再
編
成
に

つ
い
て
考
え
る
上
で
、
い
ま
一
つ
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
山
田
貴
司
氏

（
（（
（

が

提
起
し
た
「
別
奉
行
」
の
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
が
第
二
の
論
点
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

周
防
国
に
つ
い
て
分
析
を
行
っ
た
山
田
氏
は
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
点
を
指
摘
し
て

い
る
。

　一
、
室
町
幕
府
に
な
ら
っ
て
、
特
定
の
有
力
寺
社
ご
と
に
担
当
奉
行
人
を
配
置
し

　
　た

大
内
氏
の
「
別
奉
行
」
は
、
大
内
義
弘
期
の
明
徳
二
年
（
一
三
九
一
）
の
興

　
　隆

寺
か
ら
始
ま
り
、
大
内
盛
見
期
の
応
永
十
年
（
一
四
〇
三
）
前
後
に
は
周
防

　
　山

口
の
氏
寺
・
菩
提
寺
を
中
心
に
広
が
り
を
見
せ
て
い
て
、
こ
の
頃
に
制
度
的

　
　な

確
立
を
見
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　二
、
そ
の
人
的
構
成
は
大
内
氏
奉
行
人
や
守
護
代
ク
ラ
ス
の
人
物
か
ら
選
出
さ
れ

　
　て

い
て
、
奉
行
人
・
守
護
代
等
の
役
職
と
兼
務
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　三
、
別
奉
行
の
機
能
・
役
割
は
、
殺
生
の
禁
断
や
違
反
者
の
処
罰
な
ど
の
検
断
機

　
　能

に
加
え
て
、
相
互
間
の
文
書
の
伝
達
と
副
状
の
発
給
、
寺
社
の
申
請
報
告
と

　
　吹

挙
状
の
発
給
、
大
内
氏
の
意
志
施
行
と
そ
の
徹
底
な
ど
で
、
こ
れ
ら
は
本
来
、

　
　守

護
代
や
郡
代
が
有
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
各
寺
社
領
と
い
う
限
定
的
な
形

　
　で

別
奉
行
に
移
管
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　四
、
別
奉
行
設
置
の
目
的
な
い
し
背
景
と
し
て
は
、
そ
の
役
割
を
高
く
評
価
す
る

　
　各

有
力
寺
社
ご
と
に
別
奉
行
を
設
置
し
、
大
内
氏
と
寺
社
相
互
間
の
コ
ン
タ
ク

　
　ト

の
効
率
化
を
図
る
こ
と
で
そ
の
経
営
障
害
を
取
り
除
き
、
仏
神
事
の
興
隆
を

　
　図

り
、
大
内
氏
領
国
に
お
け
る
各
寺
社
の
精
神
的
・
経
済
的
・
政
治
的
・
文
化

　
　的

役
割
を
ス
ム
ー
ズ
に
発
揮
さ
せ
、
大
内
氏
の
寺
社
政
策
の
実
現
を
よ
り
有
効

　
　に

推
進
し
よ
う
と
意
図
し
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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い
る
。
ま
た
、
同
年
八
月
二
十
五
日
の
長
門
一
宮
棟
札
銘

（
（（
（

で
は
、
大
内
弘
世
が
願
主

と
な
っ
て
造
立
し
た
一
宮
住
吉
社
楼
門
の
造
営
奉
行
の
一
人
と
し
て
、
陶
山
弘
高
・

幡
生
忠
勝
と
と
も
に
「
福
江
勘
解
由
左
衛
門
尉
藤
原
盛
氏
」
が
見
え
る
。
こ
の
よ
う

に
、
福
江
盛
氏
が
一
・
二
宮
両
社
に
関
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
も
、
未
だ
こ

の
段
階
で
は
豊
東
郡
段
銭
奉
行
に
は
任
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
推
定
で
き

る
。
留
守
所
の
史
料
終
見
で
あ
る
永
和
四
年
か
ら
、
段
銭
奉
行
の
活
動
が
確
認
で
き

る
永
徳
三
年
ま
で
の
間
に
、
守
護
大
内
氏
の
長
門
国
段
銭
奉
行
は
成
立
し
た
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　と
こ
ろ
で
、
長
門
国
に
お
け
る
段
銭
の
賦
課
と
徴
収
そ
の
も
の
は
す
で
に
永
和
四

年
以
前
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
管
見
に
及
ん
だ
範
囲
で
は
あ
る
が
、
長
門
国
に
お
け

る
「
段
銭
」
の
史
料
初
見
は
応
安
六
年
（
一
三
七
三
）
十
一
月
二
十
日
の
後
円
融
天

皇
綸
旨
写

（
（（
（

で
、
造
営
段
銭
と
称
し
て
二
宮
社
が
長
門
国
分
寺
に
違
乱
を
な
す
の
を
停

止
す
る
よ
う
、西
大
寺
長
老
興
泉
上
人
に
命
が
下
さ
れ
て
い
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、

こ
の
綸
旨
か
ら
二
年
後
の
永
和
元
年
に
、
こ
の
問
題
と
関
わ
っ
て
さ
き
に
史
料
ｄ
と

し
て
紹
介
し
た
室
町
幕
府
御
教
書
が
永
富
武
久
介
に
宛
て
て
発
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
国
衙
在
庁
官
人
武
久
氏
が
国
鎮
守
二
宮
社
の
造
営
費
用
と
い
う
こ
と
で
そ

の
徴
収
に
関
わ
っ
て
い
た
一
国
平
均
役
が
、
新
た
に
「
段
銭
」
と
し
て
捉
え
返
さ
れ
、

そ
し
て
そ
の
徴
収
権
も
永
徳
三
年
頃
ま
で
に
は
武
久
氏
か
ら
郡
単
位
の
段
銭
奉
行
の

手
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　以
上
、
国
衙
権
力
機
能
の
最
も
重
要
な
一
角
を
構
成
す
る
徴
税
機
能
が
、
段
銭
奉

行
（
後
に
は
郡
奉
行
・
郡
司
な
ど
と
も
称
さ
れ
た

（
（（
（

）
と
い
う
独
自
の
新
た
な
組
織
の

編
成
を
通
じ
て
守
護
大
内
氏
権
力
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た

が
、
し
か
し
こ
う
し
た
動
き
は
徴
税
機
能
に
の
み
止
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
守
護
代
・

小
守
護
代
制
と
い
う
基
幹
的
な
地
域
支
配
権
力
機
構
の
整
備
を
通
し
て
国
衙
権
力
機

能
が
守
護
権
力
の
も
と
に
吸
収
・
再
編
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
守
護
大
内
氏
に
よ
る
国
衙
機
能
を
も
組
み
込
ん
だ
長
門
国
支
配

権
力
機
構
の
整
備
に
と
も
な
っ
て
、
か
つ
て
武
久
氏
が
国
衙
在
庁
官
人
と
し
て
担
っ

て
い
た
広
範
囲
な
機
能
（
史
料
ａ
～
ｄ
な
ど
に
示
さ
れ
る
）
の
一
部
が
削
減
・
縮
小

さ
れ
、「
国
鎮
守
一
・
二
宮
の
祭
礼
そ
の
も
の
の
ス
ム
ー
ズ
な
遂
行
」
と
い
う
、
極

め
て
限
定
さ
れ
た
内
容
を
持
つ
「
神
事
奉
行
」
へ
と
特
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　神
事
奉
行
武
久
氏
の
成
立
に
至
る
、
そ
の
職
掌
の
変
化
（
＝
特
化
）
と
再
編
成
に

つ
い
て
考
え
る
上
で
、
い
ま
一
つ
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
山
田
貴
司
氏

（
（（
（

が

提
起
し
た
「
別
奉
行
」
の
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
が
第
二
の
論
点
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

周
防
国
に
つ
い
て
分
析
を
行
っ
た
山
田
氏
は
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
点
を
指
摘
し
て

い
る
。

　一
、
室
町
幕
府
に
な
ら
っ
て
、
特
定
の
有
力
寺
社
ご
と
に
担
当
奉
行
人
を
配
置
し

　
　た

大
内
氏
の
「
別
奉
行
」
は
、
大
内
義
弘
期
の
明
徳
二
年
（
一
三
九
一
）
の
興

　
　隆

寺
か
ら
始
ま
り
、
大
内
盛
見
期
の
応
永
十
年
（
一
四
〇
三
）
前
後
に
は
周
防

　
　山

口
の
氏
寺
・
菩
提
寺
を
中
心
に
広
が
り
を
見
せ
て
い
て
、
こ
の
頃
に
制
度
的

　
　な

確
立
を
見
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　二
、
そ
の
人
的
構
成
は
大
内
氏
奉
行
人
や
守
護
代
ク
ラ
ス
の
人
物
か
ら
選
出
さ
れ

　
　て

い
て
、
奉
行
人
・
守
護
代
等
の
役
職
と
兼
務
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　三
、
別
奉
行
の
機
能
・
役
割
は
、
殺
生
の
禁
断
や
違
反
者
の
処
罰
な
ど
の
検
断
機

　
　能

に
加
え
て
、
相
互
間
の
文
書
の
伝
達
と
副
状
の
発
給
、
寺
社
の
申
請
報
告
と

　
　吹

挙
状
の
発
給
、
大
内
氏
の
意
志
施
行
と
そ
の
徹
底
な
ど
で
、
こ
れ
ら
は
本
来
、

　
　守

護
代
や
郡
代
が
有
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
各
寺
社
領
と
い
う
限
定
的
な
形

　
　で

別
奉
行
に
移
管
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　四
、
別
奉
行
設
置
の
目
的
な
い
し
背
景
と
し
て
は
、
そ
の
役
割
を
高
く
評
価
す
る

　
　各

有
力
寺
社
ご
と
に
別
奉
行
を
設
置
し
、
大
内
氏
と
寺
社
相
互
間
の
コ
ン
タ
ク

　
　ト

の
効
率
化
を
図
る
こ
と
で
そ
の
経
営
障
害
を
取
り
除
き
、
仏
神
事
の
興
隆
を

　
　図

り
、
大
内
氏
領
国
に
お
け
る
各
寺
社
の
精
神
的
・
経
済
的
・
政
治
的
・
文
化

　
　的

役
割
を
ス
ム
ー
ズ
に
発
揮
さ
せ
、
大
内
氏
の
寺
社
政
策
の
実
現
を
よ
り
有
効

　
　に

推
進
し
よ
う
と
意
図
し
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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ま
た
、
山
田
氏
の
問
題
提
起
を
受
け
止
め
な
が
ら
、
大
内
盛
見
期
の
大
内
氏
分
国

支
配
シ
ス
テ
ム
の
検
討
を
行
っ
た
藤
井
崇
氏

（
（（
（

は
、
盛
見
期
の
長
門
一
宮
政
策
と
い
う

観
点
か
ら
山
口
奉
行
人
中
村
専
阿
の
具
体
的
な
活
動
内
容
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
山
田
・
藤
井
両
氏
と
も
長
門
国
の
「
別
奉
行
」
そ
の
も
の
に
は
踏

み
込
ん
だ
検
討
を
加
え
て
お
ら
ず
、
そ
の
実
態
は
依
然
と
し
て
明
確
に
な
っ
た
と
は

い
い
が
た
い
。
史
料
的
な
制
約
も
あ
っ
て
、
そ
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は

容
易
で
な
い
が
、
両
氏
の
研
究
成
果
に
学
び
な
が
ら
い
く
つ
か
の
点
を
指
摘
し
、
今

後
の
検
討
に
備
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

　長
門
国
に
別
奉
行
が
存
在
し
た
こ
と
自
体
は
す
で
に
山
田
氏
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
し
か
し
周
防
国
と
違
っ
て
、「
寺
奉
行
」「
当
山
奉
行
」「
御
社
奉
行
」

「
寺
社
奉
行
」
な
ど
と
い
う
明
示
さ
れ
た
形
で
史
料
上
に
確
認
で
き
る
わ
け
で
は
な

い
。
山
田
氏
が
指
摘
し
た
別
奉
行
の
機
能
（
三
）
な
ど
に
照
ら
し
て
、
特
定
寺
社
を

担
当
す
る
奉
行
人
の
存
在
か
ら
こ
れ
を
推
測
す
る
方
法
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ

う
し
た
観
点
か
ら
、前
稿
で
は
応
永
～
永
享
年
間
の
中
村
専
阿
と
森
下
重
家
（
浄
蔭
）

の
二
人
が
別
奉
行
だ
と
推
定
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
理
解
は
不
十
分
で
あ
っ
て
、
藤

井
氏
が
専
阿
の
子
息
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
た
中
村
重
方
を
加
え
た
、
こ
の
三
人
を
長

門
国
の
別
奉
行
と
し
て
理
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

　山
口
奉
行
人
中
村
専
阿
が
長
門
国
の
別
奉
行
と
し
て
の
相
貌
を
持
っ
て
登
場
し
て

く
る
の
は
応
永
十
四
年
（
一
四
〇
七
）
と
推
定
さ
れ
る
年
未
詳
九
月
十
七
日
の
中
村

専
阿
書
状
写

（
（（
（

に
お
い
て
で
、
一
宮
大
宮
司
に
対
し
、
吉
母
公
文
職
が
社
家
に
返
付
さ

れ
た
こ
と
を
祝
い
、「
御
奉
書
事
者
、
任
二
先
年
例
一
、
自
二
守
護
方
一
可
レ
被
二
書
出
一

候
」
と
伝
え
て
い
る
。
本
文
書
は
、
そ
れ
ま
で
周
防
国
の
み
に
関
わ
っ
て
い
た
専
阿

が
長
門
国
と
関
わ
り
を
持
っ
た
最
初
で
あ
り
、
か
つ
山
口
奉
行
人
と
し
て
単
独
で
長

門
一
宮
に
書
状
を
出
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
但
し
、
こ
の
書
状
に
も
あ
る
よ

う
に
、
翌
日
付
で
小
守
護
代
陶
盛
長
と
推
定
さ
れ
る
治
部
少
輔
が
、
一
宮
大
宮
司
に

対
し
「
長
門
国
一
宮
領
吉
母
公
文
真
鍋
藤
五
事
、
依
レ
為
二
罪
科
仁
一
、
所
職
名
田
以

下
雖
レ
被
レ
闕
二
所
之
一
、
為
二
御
神
領
一
之
間
、
於
二
彼
所
職
名
田
等
一
者
、
任
二
先
々

法
一
、
被
レ
返
二
付
社
家
之
一
、
然
者
可
レ
被
レ
致
二
御
祈
祷
精
誠
一
之
由
候
也
、
仍
執
達

如
レ
件
」
と
の
大
内
盛
見
の
命
を
奉
じ
た
奉
書

（
（（
（

を
出
し
て
い
て
、
未
だ
別
奉
行
と
し

て
の
性
格
が
明
確
と
は
い
い
が
た
い
。

　専
阿
が
再
び
長
門
国
関
係
の
史
料
に
登
場
す
る
の
は
応
永
二
十
五
年（
一
四
一
八
）

八
月
五
日
の
大
内
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
写

（
（（
（

で
、
こ
れ
以
後
応
永
三
十
一
年

（
一
四
二
四
）
と
推
定
さ
れ
る
年
未
詳
三
月
八
日
の
中
村
専
阿
書
状
写

（
（（
（

ま
で
連
続
し

て
、
集
中
的
に
現
れ
て
く
る
。
こ
の
時
期
の
専
阿
は
実
務
担
当
の
大
内
氏
奉
行
人
と

し
て
、
ま
た
単
独
で
一
宮
及
び
二
宮

（
（（
（

に
関
わ
る
問
題
の
処
理
に
当
た
っ
て
い
て
、
こ

の
時
期
の
専
阿
が
別
奉
行
と
し
て
の
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
と
こ
ろ
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
長
門
国
の
別
奉
行
は
応
永
十
四
～
二
十
五
年
の

間
に
成
立
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
具
体
的
な
時
期
は
明
ら
か
で
な
い
が
、

藤
井
氏
が
大
内
盛
見
の
第
Ⅱ
期
（
在
京
、
一
宮
優
遇
政
策
期
）
と
し
て
区
分
し
た
応

永
十
九
年
（
一
四
一
二
）
に
一
つ
の
画
期
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　専
阿
が
退
任
し
た（

（（
（

後
、
そ
の
跡
を
襲
っ
た
の
は
森
下
重
家
（
浄
蔭

（
（（
（

）
と
中
村
重
方

の
二
人
で
、
両
名
と
も
応
永
三
十
三
年
（
一
四
二
六
）
十
二
月
三
十
日
の
大
内
氏
奉

行
人
連
署
奉
書

（
（（
（

か
ら
始
ま
っ
て
、森
下
重
家
（
浄
蔭
）
は
永
享
十
二
年
（
一
四
四
〇
）

と
推
定
さ
れ
る
年
未
詳
十
月
二
十
九
日
の
飯
田
秀
家
書
状
写

（
（（
（

、
中
村
重
方
は
永
享
九

年
（
一
四
三
七
）
七
月
二
十
四
日
の
大
内
氏
奉
行
人
連
署
奉
書

（
（（
（

ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
そ

の
活
動
の
跡
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
嘉
吉
の
変
が
起
こ
っ
た
嘉
吉
元

年
（
一
四
四
一
）
以
後
は
明
確
な
形
で
別
奉
行
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

別
奉
行
は
置
か
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、

こ
こ
で
は
差
し
当
た
り
長
門
国
の
別
奉
行
が
盛
見
の
在
京
期
（
藤
井
氏
の
い
う
第
Ⅱ

期
）
の
応
永
十
九
年
に
設
置
さ
れ
、
応
永
三
十
三
年
（
同
じ
く
藤
井
氏
の
指
摘
す
る

盛
見
の
第
Ⅲ
期
、
防
長
・
北
九
州
で
活
躍
し
た
時
期
）
か
ら
は
中
村
専
阿
に
代
わ
っ

て
森
下
重
家
（
浄
蔭
）
と
中
村
重
方
の
二
人
が
そ
の
跡
を
継
ぎ
、
次
の
大
内
氏
当
主

持
世
期
の
永
享
末
年
ま
で
存
続
し
た
と
考
え
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。
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　さ
て
、
次
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
別
奉
行
の
存
在
形
態
と
機
能
に
つ
い

て
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
ま
ず
以
て
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
、
す
で
に
指

摘
し
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
長
門
国
の
場
合
は
周
防
国
な
ど
と
違
っ
て

特
定
の
有
力
寺
社
ご
と
に
設
け
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
一
・
二
宮
両
社
を
一
括
し

て
対
象
と
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
神
事
行
事
武
久
氏
が
一
・
二
宮

両
社
の
祭
礼
全
般
の
遂
行
に
責
任
を
負
っ
て
い
た
こ
と
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、

こ
う
し
た
宗
教
構
造
や
大
内
氏
の
宗
教
政
策
（
中
世
後
期
の
長
門
国
一
宮
制
）
の
反

映
で
も
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う

（
（（
（

。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
長
門
国
の
場

合
、
一
・
二
宮
両
社
以
外
の
個
別
有
力
寺
社
を
対
象
と
す
る
別
奉
行
が
存
在
し
た
徴

証
を
見
出
し
え
な
い
こ
と
と
も
密
接
に
関
わ
っ
て
い
て
、
そ
の
点
で
周
防
国
の
場
合

と
は
そ
の
存
在
形
態
に
大
き
な
違
い
が
あ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。

　し
か
し
、
別
奉
行
が
担
っ
た
機
能
と
い
う
点
で
は
本
質
的
な
違
い
が
認
め
ら
れ

ず
、
山
田
氏
が
指
摘
し
た
「
文
書
の
伝
達
と
副
状
の
発
給
、
寺
社
の
申
請
報
告
と
吹

挙
状
の
発
給
、
大
内
氏
の
意
志
施
行
と
そ
の
徹
底
な
ど
」
が
そ
の
主
た
る
機
能
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
、
山
田
氏
の
指
摘
と
は
、
次
の
二
点
で
異
な
る
。
そ

の
一
つ
は
、
長
門
の
場
合
、
少
な
く
と
も
史
料
的
に
は
検
断
機
能
が
認
め
ら
れ
な
い

こ
と
、
二
つ
に
、
山
田
氏
は
本
来
、
守
護
代
や
郡
代
が
有
し
て
い
た
機
能
が
別
奉
行

に
移
管
さ
れ
た
と
し
て
い
て
、
確
か
に
そ
う
し
た
側
面
も
認
め
ら
れ
る
が
、
む
し
ろ

そ
の
上
位
機
関
と
し
て
機
能
し
た
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
そ
の
基
本
的
性
格
が
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
大
内
氏
当
主
の
側
近
と
し
て
直
接
大
内
氏
当
主
と

一
・
二
宮
と
を
つ
な
ぐ
パ
イ
プ
役
と
し
て
機
能
し
た
と
こ
ろ
に
、
そ
の
特
徴
が
あ
っ

た
と
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　な
お
、
前
稿
で
の
中
村
専
阿
に
続
い
て
大
内
盛
見
・
持
世
期
の
森
下
重
家
（
浄
蔭
）

に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
藤
井
氏
は
、
彼
を
別
奉
行
と
捉
え
る
こ
と
を
非
と
し
、「
特

務
奉
行
」
と
し
て
の
「
一
宮
造
営
奉
行
」
と
捉
え
る
べ
き
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

（
（（
（

。

し
か
し
、
こ
の
理
解
に
は
次
の
三
点
で
従
い
が
た
い
。
ま
ず
第
一
に
、
森
下
重
家

（
浄
蔭
）
の
活
動
内
容
に
は
確
か
に
藤
井
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
一
宮
造
営
関
係
の

も
の
も
認
め
ら
れ
る
が
、
し
か
し
正
長
二
年
（
一
四
二
九
）
三
月
二
十
一
日
の
係
争

地
の
一
宮
大
宮
司
へ
の
返
付
・
安
堵（

（（
（

や
永
享
十
一
年
（
一
四
三
九
）
十
一
月
十
九
日

の
一
・
二
宮
両
社
へ
の
段
銭
免
除
通
告
（
二
通

（
（（
（

）
な
ど
、
一
宮
の
造
営
と
は
直
接
関

係
の
な
い
種
々
の
問
題
に
も
関
わ
っ
て
い
て
、こ
れ
を
一
宮
の
み
の
、ま
し
て
や
「
造

営
奉
行
」
と
は
一
括
で
き
な
い
こ
と
。
第
二
に
、
藤
井
氏
は
森
下
重
家
（
浄
蔭
）
の

み
を
取
り
出
し
て
検
討
を
加
え
て
い
る
が
、
中
村
重
方
も
浄
蔭
と
並
ぶ
い
ま
一
人
の

奉
行
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
重
方
の
場
合
も
浄
蔭
の
場
合
と
同
様
、
一
宮
の

造
営
以
外
の
問
題
に
も
関
わ
っ
て
い
て
、
藤
井
氏
が
前
稿
で
検
討
を
行
っ
た
中
村
専

阿
の
場
合
を
含
め
、
そ
の
理
論
的
整
合
性
に
欠
け
る
こ
と
が
問
題
と
な
ろ
う
。
そ
し

て
第
三
に
、
藤
井
氏
は
浄
蔭
ら
が
「
半
永
久
的
」
に
そ
の
地
位
に
あ
っ
た
の
で
は
な

く
、「
特
殊
で
特
定
の
目
的
を
持
っ
た
実
務
を
時
限
的
に
こ
な
し
、
そ
れ
が
終
了
す

れ
ば
通
常
職
務
（
側
近
奉
行
人
…
井
上
）
に
復
す
」
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
根
拠
と

し
て
、「
い
わ
ば『
特
務
奉
行
』と
で
も
総
称
し
う
る
職
制
の
う
ち
の
一
つ
」で
あ
っ

た
と
す
る
が
、
こ
う
し
た
理
解
は
明
ら
か
に
事
実
に
反
し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
右
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
藤
井
氏
の
こ
う
し
た
理
解
は
浄
蔭
の
職
務

を
「
一
宮
の
造
営
」
に
限
定
し
た
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
た
錯
誤
と
い
う
べ
き
も
の
で

あ
っ
て
、
実
際
に
は
奉
行
人
の
一
人
と
し
て
の
職
務
を
遂
行
し
な
が
ら
、
一
・
二
宮

担
当
奉
行
と
し
て
活
躍
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
職
掌
は
中
村
専
阿
か
ら
森
下
重
家

（
浄
蔭
）・
中
村
重
方
へ
と
継
承
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
応
永
～
永
享
年
間
を
通
じ

て
継
続
的
に
維
持
さ
れ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　以
上
、
山
田
・
藤
井
両
氏
の
研
究
に
導
か
れ
な
が
ら
守
護
大
内
氏
と
一
・
二
宮
と

の
パ
イ
プ
役
と
し
て
機
能
し
た
別
奉
行
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
て
き
た
が
、
さ
き
に

も
指
摘
し
た
よ
う
に
そ
の
あ
り
方
は
周
防
に
お
け
る
有
力
寺
社
ご
と
に
設
け
ら
れ
る

そ
れ
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
て
、
果
た
し
て
こ
れ
を
「
別
奉
行
」
と
呼
ぶ
べ
き
か

ど
う
か
も
明
確
で
は
な
い
。
そ
し
て
重
要
な
こ
と
は
、
こ
う
し
た
長
門
国
に
お
け
る

特
異
な
別
奉
行
の
あ
り
方
が
周
防
国
な
ど
と
は
異
な
る
長
門
国
独
自
の
宗
教
構
造
と
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　さ
て
、
次
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
別
奉
行
の
存
在
形
態
と
機
能
に
つ
い

て
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
ま
ず
以
て
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
、
す
で
に
指

摘
し
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
長
門
国
の
場
合
は
周
防
国
な
ど
と
違
っ
て

特
定
の
有
力
寺
社
ご
と
に
設
け
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
一
・
二
宮
両
社
を
一
括
し

て
対
象
と
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
神
事
行
事
武
久
氏
が
一
・
二
宮

両
社
の
祭
礼
全
般
の
遂
行
に
責
任
を
負
っ
て
い
た
こ
と
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、

こ
う
し
た
宗
教
構
造
や
大
内
氏
の
宗
教
政
策
（
中
世
後
期
の
長
門
国
一
宮
制
）
の
反

映
で
も
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う

（
（（
（

。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
長
門
国
の
場

合
、
一
・
二
宮
両
社
以
外
の
個
別
有
力
寺
社
を
対
象
と
す
る
別
奉
行
が
存
在
し
た
徴

証
を
見
出
し
え
な
い
こ
と
と
も
密
接
に
関
わ
っ
て
い
て
、
そ
の
点
で
周
防
国
の
場
合

と
は
そ
の
存
在
形
態
に
大
き
な
違
い
が
あ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。

　し
か
し
、
別
奉
行
が
担
っ
た
機
能
と
い
う
点
で
は
本
質
的
な
違
い
が
認
め
ら
れ

ず
、
山
田
氏
が
指
摘
し
た
「
文
書
の
伝
達
と
副
状
の
発
給
、
寺
社
の
申
請
報
告
と
吹

挙
状
の
発
給
、
大
内
氏
の
意
志
施
行
と
そ
の
徹
底
な
ど
」
が
そ
の
主
た
る
機
能
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
、
山
田
氏
の
指
摘
と
は
、
次
の
二
点
で
異
な
る
。
そ

の
一
つ
は
、
長
門
の
場
合
、
少
な
く
と
も
史
料
的
に
は
検
断
機
能
が
認
め
ら
れ
な
い

こ
と
、
二
つ
に
、
山
田
氏
は
本
来
、
守
護
代
や
郡
代
が
有
し
て
い
た
機
能
が
別
奉
行

に
移
管
さ
れ
た
と
し
て
い
て
、
確
か
に
そ
う
し
た
側
面
も
認
め
ら
れ
る
が
、
む
し
ろ

そ
の
上
位
機
関
と
し
て
機
能
し
た
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
そ
の
基
本
的
性
格
が
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
大
内
氏
当
主
の
側
近
と
し
て
直
接
大
内
氏
当
主
と

一
・
二
宮
と
を
つ
な
ぐ
パ
イ
プ
役
と
し
て
機
能
し
た
と
こ
ろ
に
、
そ
の
特
徴
が
あ
っ

た
と
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　な
お
、
前
稿
で
の
中
村
専
阿
に
続
い
て
大
内
盛
見
・
持
世
期
の
森
下
重
家
（
浄
蔭
）

に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
藤
井
氏
は
、
彼
を
別
奉
行
と
捉
え
る
こ
と
を
非
と
し
、「
特

務
奉
行
」
と
し
て
の
「
一
宮
造
営
奉
行
」
と
捉
え
る
べ
き
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

（
（（
（

。

し
か
し
、
こ
の
理
解
に
は
次
の
三
点
で
従
い
が
た
い
。
ま
ず
第
一
に
、
森
下
重
家

（
浄
蔭
）
の
活
動
内
容
に
は
確
か
に
藤
井
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
一
宮
造
営
関
係
の

も
の
も
認
め
ら
れ
る
が
、
し
か
し
正
長
二
年
（
一
四
二
九
）
三
月
二
十
一
日
の
係
争

地
の
一
宮
大
宮
司
へ
の
返
付
・
安
堵（

（（
（

や
永
享
十
一
年
（
一
四
三
九
）
十
一
月
十
九
日

の
一
・
二
宮
両
社
へ
の
段
銭
免
除
通
告
（
二
通

（
（（
（

）
な
ど
、
一
宮
の
造
営
と
は
直
接
関

係
の
な
い
種
々
の
問
題
に
も
関
わ
っ
て
い
て
、こ
れ
を
一
宮
の
み
の
、ま
し
て
や
「
造

営
奉
行
」
と
は
一
括
で
き
な
い
こ
と
。
第
二
に
、
藤
井
氏
は
森
下
重
家
（
浄
蔭
）
の

み
を
取
り
出
し
て
検
討
を
加
え
て
い
る
が
、
中
村
重
方
も
浄
蔭
と
並
ぶ
い
ま
一
人
の

奉
行
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
重
方
の
場
合
も
浄
蔭
の
場
合
と
同
様
、
一
宮
の

造
営
以
外
の
問
題
に
も
関
わ
っ
て
い
て
、
藤
井
氏
が
前
稿
で
検
討
を
行
っ
た
中
村
専

阿
の
場
合
を
含
め
、
そ
の
理
論
的
整
合
性
に
欠
け
る
こ
と
が
問
題
と
な
ろ
う
。
そ
し

て
第
三
に
、
藤
井
氏
は
浄
蔭
ら
が
「
半
永
久
的
」
に
そ
の
地
位
に
あ
っ
た
の
で
は
な

く
、「
特
殊
で
特
定
の
目
的
を
持
っ
た
実
務
を
時
限
的
に
こ
な
し
、
そ
れ
が
終
了
す

れ
ば
通
常
職
務
（
側
近
奉
行
人
…
井
上
）
に
復
す
」
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
根
拠
と

し
て
、「
い
わ
ば『
特
務
奉
行
』と
で
も
総
称
し
う
る
職
制
の
う
ち
の
一
つ
」で
あ
っ

た
と
す
る
が
、
こ
う
し
た
理
解
は
明
ら
か
に
事
実
に
反
し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
右
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
藤
井
氏
の
こ
う
し
た
理
解
は
浄
蔭
の
職
務

を
「
一
宮
の
造
営
」
に
限
定
し
た
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
た
錯
誤
と
い
う
べ
き
も
の
で

あ
っ
て
、
実
際
に
は
奉
行
人
の
一
人
と
し
て
の
職
務
を
遂
行
し
な
が
ら
、
一
・
二
宮

担
当
奉
行
と
し
て
活
躍
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
職
掌
は
中
村
専
阿
か
ら
森
下
重
家

（
浄
蔭
）・
中
村
重
方
へ
と
継
承
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
応
永
～
永
享
年
間
を
通
じ

て
継
続
的
に
維
持
さ
れ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　以
上
、
山
田
・
藤
井
両
氏
の
研
究
に
導
か
れ
な
が
ら
守
護
大
内
氏
と
一
・
二
宮
と

の
パ
イ
プ
役
と
し
て
機
能
し
た
別
奉
行
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
て
き
た
が
、
さ
き
に

も
指
摘
し
た
よ
う
に
そ
の
あ
り
方
は
周
防
に
お
け
る
有
力
寺
社
ご
と
に
設
け
ら
れ
る

そ
れ
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
て
、
果
た
し
て
こ
れ
を
「
別
奉
行
」
と
呼
ぶ
べ
き
か

ど
う
か
も
明
確
で
は
な
い
。
そ
し
て
重
要
な
こ
と
は
、
こ
う
し
た
長
門
国
に
お
け
る

特
異
な
別
奉
行
の
あ
り
方
が
周
防
国
な
ど
と
は
異
な
る
長
門
国
独
自
の
宗
教
構
造
と
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密
接
に
結
び
合
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
長
門
国
に
お

け
る
特
異
な
「
別
奉
行
」
の
あ
り
方
は
、「
神
事
行
事
」
と
い
う
こ
れ
ま
た
長
門
国

に
の
み
認
め
ら
れ
る
独
自
な
職
掌
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
り
、
そ
れ
ら
は
と
も
に

守
護
大
内
氏
の
も
と
で
整
え
ら
れ
た
長
門
国
の
祭
礼
構
造
（
＝
長
門
国
一
宮
制
の
再

編
成
）
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
祭
礼

構
造
の
大
内
氏
に
よ
る
再
編
成
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
こ

れ
が
「
神
事
行
事
」
武
久
氏
の
成
立
に
つ
い
て
考
え
る
べ
き
第
三
の
、
そ
し
て
最
も

重
要
な
論
点
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
下
、
簡
単
に
そ
の
概
要
を
眺
め
て
お
く
こ
と

と
し
よ
う
。

　平
安
末
・
鎌
倉
期
の
中
世
前
期
に
お
け
る
長
門
国
一
宮
制
関
係
史
料
は
著
し
く
制

約
さ
れ
て
い
て
、
祭
礼
構
造
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
容
易
で
な
い
が
、
他
の

諸
国
の
事
例
を
も
参
照
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
が
南
北
朝
・
室
町
期
以
後
の
中
世
後
期

へ
の
移
行
の
中
で
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
を
考
え
る
こ
と
と
す
る
。

　長
門
国
に
お
け
る
中
世
前
期
か
ら
後
期
へ
の
移
行
に
と
も
な
う
祭
礼
構
造
の
変
化

と
い
う
点
で
、
最
も
重
要
か
つ
特
徴
的
な
の
は
祭
礼
の
場
所
の
変
化
、
す
な
わ
ち
中

世
前
期
に
は
一
宮
住
吉
社
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
守

護
所
の
所
在
地
で
も
あ
る
長
門
府
中
・
二
宮
を
中
心
と
す
る
も
の
へ
と
移
行
し
た
こ

と
、
ま
た
い
ま
一
つ
に
は
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
一
・
二
宮
両
社
合
同
の
祭
礼
シ
ス
テ

ム
が
整
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
は
表
裏
一
体
の
関
係
に

あ
り
、
そ
れ
が
中
世
後
期
に
お
け
る
長
門
国
一
宮
制
の
最
も
基
本
的
な
特
徴
と
な
っ

た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
変
化
が
具
体
的
な
形
で
史
料
上
に
確
認
で
き
る
最
初

は
『
道
行
き
ぶ
り
』
応
安
四
年
（
一
三
七
一
）
十
一
月
条
で
、「
十
二
月
の
一
日
よ

り
十
五
日
ま
で
一
宮
の
御
神
此
神
功
皇
后
宮
に
お
は
し
ま
し
て
、
神
事
侍
る

（
（（
（

」
と
見

え
る
。十
二
月
は「
本
朝
専
一
の
政
」と
し
て
中
世
前
期
以
来
、一
・
二
宮
両
社
に
と
っ

て
最
も
重
要
な
年
中
行
事
の
一
つ
と
さ
れ
た
御
斎
神
事
が
行
わ
れ
る
時
期
で
、
こ
の

期
間
に
一
宮
の
祭
神
が
二
宮
に
出
か
け
る
な
ど
と
い
う
の
は
本
来
の
一
宮
制
（
中
世

前
期
の
一
宮
制
）
で
は
考
え
が
た
い
と
こ
ろ
で
あ
り

（
（（
（

、
こ
れ
は
長
門
国
一
宮
制
の
変

質
に
と
も
な
う
変
化
で
あ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　で
は
、
そ
れ
は
何
時
、
ど
の
よ
う
に
し
て
生
じ
た
の
か
。
残
念
な
が
ら
、
直
接
こ

の
こ
と
を
示
す
史
料
は
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
間
接
的
な
形
で
の
類
推
に
よ
ら
ざ
る
を

得
な
い
が
、
前
稿

（
（（
（

で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
例
え
ば
一
宮
の
造
営
を
め
ぐ
っ
て
、
南

北
朝
初
期
に
至
っ
て
も
な
お
中
世
成
立
期
以
来
の
伝
統
的
な
造
営
形
態
が
追
求
さ
れ

続
け
た
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
て
、
少
な
く
と
も
南
北
朝
初
期
ま
で
は
本
来
の
一
宮
を

中
心
と
す
る
祭
礼
構
造
が
維
持
さ
れ
た
の
は
疑
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
守
護
厚
東

氏
か
ら
大
内
氏
の
時
代
、
と
り
わ
け
守
護
大
内
氏
に
よ
る
長
門
国
支
配
の
成
立
に
と

も
な
っ
て
こ
う
し
た
転
換
が
起
こ
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
と
い
え
よ
う
。
守
護

大
内
氏
に
よ
る
長
門
府
中
に
拠
点
を
置
い
た
長
門
国
支
配
の
成
立
と
そ
の
大
内
氏
に

よ
る
二
宮
（
貞
治
六
年
）、
な
い
し
一
宮
（
応
安
三
年
）
の
造
営
遷
宮
な
ど
を
一
つ

の
具
体
的
な
契
機
と
し
て
、
長
門
府
中
と
二
宮
を
中
心
と
す
る
祭
礼
構
造
へ
と
転
換

し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　守
護
大
内
氏
の
も
と
で
再
編
成
さ
れ
た
中
世
後
期
長
門
国
一
・
二
宮
の
祭
礼
構
造

に
関
し
て
は
、
と
も
に
文
明
十
三
年
（
一
四
八
一
）
六
月
に
作
成
さ
れ
た
一
宮
御
神

事
年
中
記
録
注
進
案
写

（
（（
（

・
大
内
政
弘
御
神
事
証
判
状

（
（（
（

、
及
び
同
年
四
月
に
神
事
行
事

武
久
季
栄
が
作
成
し
た
長
州
八
社
五
堂
御
神
事
国
衙
衆
出
仕
注
文

（
（（
（

か
ら
、
そ
の
概
要

を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
表
（
1
）
～
（
3
）
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
内
容
を
摘
記

し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
な
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

　一
、一
宮
・
二
宮
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
末
社
も
含
め
た
独
自
の
祭
礼
体
系
が
構
築
さ

れ
て
お
り
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
各
神
社
固
有
の
仏
神
事
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に

実
施
さ
れ
た
（
一
宮
に
お
け
る
正
月
二
十
～
二
十
六
日
の
御
狩
神
事
、
八
月

十
・
十
一
・
十
三
日
夜
の
田
楽
舞
、
大
晦
日
の
和
布
苅
神
事
や
、
二
宮
に
お
け

る
二
・
八
月
彼
岸
の
七
日
間
社
僧
参
籠
・
七
日
間
神
楽
、
三
・
七
・
十
一
月
各

一
日
の
八
幡
・
厳
島
・
惣
社
祭
、
十
一
月
の
奥
津
・
平
津
両
嶋
祭
な
ど
）。
ま

た
、
正
月
七
日
の
白
馬
節
会
や
同
十
四
日
夜
の
踏
歌
節
会
、
同
十
六
日
の
歩
射
、
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月 日 行事名 備考
1 1 御供

吉母若宮御供
在庁官人所課

2 御供
若宮講会

3 御供
神宮寺修正会
若宮御供

（ 御供
吉母毘沙門堂修正会

（ 御供
神宮寺修正会

（ 御供
若宮殿神宮寺修正会

（ 御供
大歳歩射
若宮殿御供
白馬節会

（ 御供
神宮寺薬師講会
若宮殿神宮寺講会

（ 御供
神宮寺修正会

10 御供
歳山神事
吉母疫神御供

11 御供
御祈祷始大般若経
新福寺修正会

12 御供
神宮寺修正会

13 御供
御祈祷大般若経結願

1（

同夜

御供
神宮寺修正会
踏歌節会
神楽始 在庁官人出仕

1（ 御供
武者殿遊神事
若宮殿歩射

1（

1（

同夜

1（

御供
歩射役神事
御供
神楽節会
国歩射

御供
御祈祷懺法

守宮司にて、両社社官出
　会

長福寺より社参

1（ 御供
神楽

20 ～ 2（ 御狩神事
2 1 御供

神楽
若宮殿講会

在庁官人出仕

（ 薬師講会
若宮殿神宮寺講会
彼岸入御供
如法経奉納
彼岸入吉母若宮講会

修禅寺より

1（ 講会
吉日 御祈祷

3 1 御供・神楽
若宮殿講会

3

同夜

御供
若宮殿神楽
大歳・貴船神事
若宮殿御供
神事 惣社にて、両社出仕

月 日 行事名 備考
3 （ 薬師講会

若宮殿神宮寺講会
（ 1 御供・神楽

若宮殿講会
在庁官人出仕

（ 薬師講会
若宮殿神宮寺講会

初卯
同夜

御供
神楽節会
七十余社御前御供

両社出仕
在庁官人・国雑色以下所
　課

中卯 御供・神楽
若宮殿御供

吉日 和布苅り（瀬祭） 赤間関竹崎浦にて
（ 1 御供・神楽

若宮殿講会
（ 御供

武者殿神楽
若宮殿御供
競馬・流鏑馬
大歳・貴船神事

（ 薬師講会
若宮殿神宮寺講会

（ 1 御供・神事
若宮殿神楽
薬師講
若宮神宮寺講会

在庁官人所課

1（ 神楽
若宮殿御供

2（ 御祓河神事
末社杉森神前神楽

社官悉く西海出仕

晦日 夏越祭礼
御供・神楽

神輿宿院殿に神幸

（ 1 御供・神楽
若宮殿神楽講会

（ 織女祭
若宮殿祭礼 神輿祓殿に神幸

（ 薬師講
若宮殿神宮寺講会

13 講会
1（ 御供

若宮殿神宮寺講会
1（ 御供

若宮殿講会
下旬 御鼓狩神事

（ 1 御供・神楽
若宮殿神楽・講会

在庁官人出仕

（ 薬師講会
若宮殿神宮寺講会

（ 行事役神事
10

同夜
行事役神事
田楽舞

11
同夜

行事役神事
田楽舞

12 行事役神事・御供
神楽
若宮殿御供

正分役人社参
行事役

1（ 御供・神楽
末社串崎宮御藺神事
御供・神楽

本社神人悉く出仕

1（ 放生会
御供・神楽

社官悉く二宮に供奉、神
　輿宇都宮に神幸、正分
　役社参

1（ 御輿上御供

表1　中世後期の一宮年中行事
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表1　中世後期の一宮年中行事
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月 日 行事名 備考
（ 彼岸

入
神楽
若宮殿御供・神楽
妙見祭礼御供

七日間

中日 講会
夷祭御供・神楽

（ 1 御供・神楽
若宮殿講会・神楽

（ 薬師講会
若宮神宮寺講会

（

同夜

御供・武者殿神楽
大歳・貴船神事
若宮殿・四宮・福太夫殿神殿
国分寺所課 両社社官・在庁官人出仕

1（ 御供・神楽
1（
夜

御夷神事、御供・神楽・相撲・
　流鏑馬

2（ 若宮殿神事
武者殿神楽

2（ 吉母若宮殿放生会 神輿浜宮宿院殿神幸、一
　宮・吉母神官出仕

2（ 末社吉永庄神事 一宮社官出仕
2（ 吉母大将軍・黒嶋御供・神楽

10 1 御供・神楽
若宮殿神楽講会

在庁官人所課

（ 薬師講会
若宮殿神宮寺講会

初亥 御供・神楽
疫神祭

12 大歳祭
13 妙見神事御供・神楽
1（ 清太夫殿祭
1（ 貴船祭
2（ 大歳祭

11 1 御供・神楽
若宮殿講会

初卯
同夜

御供
神楽
七十余社祭

両社神官・在庁官人出仕

月 日 行事名 備考
11 中卯 御供・神楽

若宮殿御供
七社以下祭

1（ 安成村末社若宮殿神事
21 大歳神事
2（ 大師講会

若宮殿神宮寺講会
2（ 日出・大歳神事

吉日 山神祭
12 1 御供・神楽

御斎会鎮祭
若宮殿神宮寺講会

夜／在庁官人出仕

2 薬師講会
（ 御斎会鎮祭
（ 当社参籠 神官悉く
（ 御神藺用意
10 御神藺用意
11 御神藺用意

検非違使祭
七社祭
田尻宮祭
百太夫殿祭

12 神事
御衣絹請取 守宮司に両社惣命婦・命

　婦・御子出仕
13

同夜
御供
守宮司・御斎殿・武者殿神事

1（
同夜

神事
御衣運送雑使到来

1（ 御衣替神事
1（
夜

守宮司に出仕 両社大宮司

1（ 大歳祭
1（ ～ 1（ 吉母大歳祭神事
晦日
同夜

宮中御 煤掃神事
和布苅神事 隼人奥竜宮城池にて

表2　中世後期の二宮年中行事

月 日 行事名 備考
1 1

同夜

御供
御鏡
白散
今宮殿祭
朔幣

年末 2（ 日に御祓出仕

大夫介・権介、　陪従・
　両庁守　公人、国雑色、
　侍、御厨出仕

2 御供 晦日に御祓出仕
3 御供

大宮司方に社官列参
1 日に御祓出仕

（ 御供
（ 御供
（

同夜
御供
白馬節会

（ 日に御祓出仕

（ 修正会
11 御供
13
夜

踏歌節会 大夫介・権介出仕

1（
夜

踏歌節会
神楽始

大夫介・権介出仕

1（ 御供・神楽
1（ 歩射御供・神楽

大宮殿・若宮殿歩射
1（ 日に御祓出仕

月 日 行事名 備考
1 1（

夜
守宮司にて国歩射 両社（社官出仕）

1（ 神宮寺心経会
2（ 神宮寺御講

2 1
同夜

御供・神楽
朔幣 大夫介・権介出仕

彼岸 御祓
御供・神楽
七日間社僧参籠
七日間神楽

2（ 神宮寺御講会
3 1

同夜
御供・神楽
朔幣

八幡・厳島・惣社

大夫介・権介、国雑色、
　侍、　御厨出仕

3

同夜

御供・神楽
大宮司方に社官列参
惣社宮神楽
惣社宮御供

1 日に御祓出仕

両社大宮司（出仕）
（ 1

同夜
御供・神楽
朔幣 大夫介・権介出仕

初卯 御祓
御供・神楽

丑日に出仕
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月 日 行事名 備考
（ 中卯

同夜

御鎮祭
御祓
御供・神楽
新御供
一二両社御神楽

丑日に出仕

大夫介・権介、両庁守公
　人、侍、御厨出仕

中寅
夜

浜大夫殿祭
南大夫殿祭
夷三郎殿祭

吉日 年中御供御菜 赤間関竹崎浦にて
2（ 神宮寺御講

（ 1
同夜 御供・神楽

朔幣 大夫介・権介、両庁守公
　人、侍、御厨出仕

（ 御供・神楽
新御供
大宮司方に社官列参

3 日に御祓出仕

2（ 神宮寺御講
（ 1

同夜
御供・神楽
朔幣 大夫介・権介出仕

（ 御供・神楽 3 日に御祓出仕
1（ 御供・神楽 13 日に祇園御祓出仕

2（ 神宮寺御講
2（ 夏越御祓

晦日 夏越御供・神楽
夏越御祭礼
国衙撫物
若宮殿御供

神輿（神幸）
（国衙より）

（ 1
同夜

御供・神楽
朔幣

八幡・厳島・惣社

大夫介・権介、（両庁守
　公人）侍、御厨出仕

（ 七夕御供・神楽
2（ 神宮寺御講

（ 1

同夜

御供・神楽
放生会鎮祭
朔幣 大夫介・権介出仕

10 行事所課 神官役
12 御薗藺御祓
13 獅子舞
1（ 御薗藺御供

内饗出仕
1（ 放生会御供・神楽

宇都宮御幸
13 日に御祓出仕

1（ 行事所課 神官役
彼岸 御祓

御供・神楽
七日間社僧参籠
七日間神楽

2（ 神宮寺御講
（ 1

同夜
御供・神楽
朔幣 大夫介・権介、（両庁守

　公人）、侍、御厨出仕
（

同夜

御供・神楽
大宮司方に社官列参
両社神官・名僧・国衙衆（出
　仕）

（ 日に御祓出仕

月 日 行事名 備考
（ 2（ 神宮寺御講
10 1

同夜
御供・神楽
朔幣 大夫介・権介出仕

3 御供
大宮司方に社官列参

1 日に御祓出仕

亥日 御供 酉日に御祓出仕
2（ 神宮寺御講

11 1
同夜

御供・神楽
朔幣

八幡・厳島・惣社

大夫介・権介、（両庁守
　公人）国雑色、侍、御
　厨出仕

初卯 御供・神楽 丑日に御祓出仕
中卯

同夜

鎮祭
御供・神楽
新御供
両社御神楽役人出仕

丑日に御祓出仕

大夫介・権介、両庁守公
　人、国雑色、侍、御厨
　出仕

中寅
夜

浜大夫殿御祭
南大夫殿祭
夷三郎殿祭

1（ 御神楽
1（ 御神楽
23 地主大将軍御祭
2（ 神宮寺御講

同
月

奥津・平津両嶋祭
末社疫神祭
末社諏訪大明神御祭
末社三嶋大明神御祭

12 1
同夜

御供・神楽
御斎鎮斎
朔幣 大夫介・権介出仕

（ 末社大歳祭
（ 御斎鎮斎

社官参（1（ 日まで）
10 ～ 12 三箇日散供

12 内殿御戸開
斎 両社命婦・諸役人等

13
夜

斎殿武者殿御神楽

1（
夜

惣社宮に税所方勅使（出仕）

1（ 勅使より御神宝物請　取
大潮所課
御更衣神事
新御供

13 日に御祓出仕

1（
夜

斎殿にて両社大宮司　悦申

2（ 神宮寺御講
晦日 御祓

煤掃御供・神楽
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月 日 行事名 備考
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新御供
一二両社御神楽

丑日に出仕

大夫介・権介、両庁守公
　人、侍、御厨出仕

中寅
夜

浜大夫殿祭
南大夫殿祭
夷三郎殿祭

吉日 年中御供御菜 赤間関竹崎浦にて
2（ 神宮寺御講

（ 1
同夜 御供・神楽

朔幣 大夫介・権介、両庁守公
　人、侍、御厨出仕

（ 御供・神楽
新御供
大宮司方に社官列参

3 日に御祓出仕

2（ 神宮寺御講
（ 1

同夜
御供・神楽
朔幣 大夫介・権介出仕

（ 御供・神楽 3 日に御祓出仕
1（ 御供・神楽 13 日に祇園御祓出仕

2（ 神宮寺御講
2（ 夏越御祓

晦日 夏越御供・神楽
夏越御祭礼
国衙撫物
若宮殿御供

神輿（神幸）
（国衙より）

（ 1
同夜

御供・神楽
朔幣

八幡・厳島・惣社

大夫介・権介、（両庁守
　公人）侍、御厨出仕

（ 七夕御供・神楽
2（ 神宮寺御講

（ 1

同夜

御供・神楽
放生会鎮祭
朔幣 大夫介・権介出仕

10 行事所課 神官役
12 御薗藺御祓
13 獅子舞
1（ 御薗藺御供

内饗出仕
1（ 放生会御供・神楽

宇都宮御幸
13 日に御祓出仕

1（ 行事所課 神官役
彼岸 御祓

御供・神楽
七日間社僧参籠
七日間神楽

2（ 神宮寺御講
（ 1

同夜
御供・神楽
朔幣 大夫介・権介、（両庁守

　公人）、侍、御厨出仕
（

同夜

御供・神楽
大宮司方に社官列参
両社神官・名僧・国衙衆（出
　仕）

（ 日に御祓出仕

月 日 行事名 備考
（ 2（ 神宮寺御講
10 1

同夜
御供・神楽
朔幣 大夫介・権介出仕

3 御供
大宮司方に社官列参

1 日に御祓出仕

亥日 御供 酉日に御祓出仕
2（ 神宮寺御講

11 1
同夜

御供・神楽
朔幣

八幡・厳島・惣社

大夫介・権介、（両庁守
　公人）国雑色、侍、御
　厨出仕

初卯 御供・神楽 丑日に御祓出仕
中卯

同夜

鎮祭
御供・神楽
新御供
両社御神楽役人出仕

丑日に御祓出仕

大夫介・権介、両庁守公
　人、国雑色、侍、御厨
　出仕

中寅
夜

浜大夫殿御祭
南大夫殿祭
夷三郎殿祭

1（ 御神楽
1（ 御神楽
23 地主大将軍御祭
2（ 神宮寺御講

同
月

奥津・平津両嶋祭
末社疫神祭
末社諏訪大明神御祭
末社三嶋大明神御祭

12 1
同夜

御供・神楽
御斎鎮斎
朔幣 大夫介・権介出仕

（ 末社大歳祭
（ 御斎鎮斎

社官参（1（ 日まで）
10 ～ 12 三箇日散供

12 内殿御戸開
斎 両社命婦・諸役人等

13
夜

斎殿武者殿御神楽

1（
夜

惣社宮に税所方勅使（出仕）

1（ 勅使より御神宝物請　取
大潮所課
御更衣神事
新御供

13 日に御祓出仕

1（
夜

斎殿にて両社大宮司　悦申

2（ 神宮寺御講
晦日 御祓

煤掃御供・神楽
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表3　中世後期の八社五堂御神事国衙衆出仕一覧

月 日 行事名 出仕内容等 備考
1 1 （ 社（一宮・二宮・天神宮・八幡宮・春日・厳島・乳母屋・杜屋）へ　

出仕
大夫介・権介・陪従、両庁守公人・国雑色・侍・御庁出仕

一宮・二宮

（ 白馬節会 一宮・二宮・天神宮・守宮神に馬を引く 国分寺（近年懈怠）
13 踏歌節会 二宮
1（ 踏歌節会 一宮・二宮・天神・惣社・守宮神出仕 一宮
1（ 守宮神にて国歩射 一宮末社

2 1 （ 社へ出仕
（ 惣社宮にて祈年祭 国の種子

3 1 （ 社へ出仕
3 諸神会御神事 惣社宮・一二宮両社大宮司方へ在庁官人・供僧・名僧悉く出仕 光富名

（ 1 （ 社へ出仕 一宮
（ 風祭神事 福江より国方下地

同月 和布苅瀬祭神事 国方
初卯 （ 社へ出仕
中卯 （ 社へ出仕

（ 1 （ 社へ出仕 二宮
（ 1 （ 社へ出仕 一宮末社
（ 1 （ 社へ出仕 二宮末社

（ 風祭神事 福江より国衙下地
（ 1 放生会鎮祭神事

（ 社へ出仕
二宮、国衙役
一宮末社

（ 風祭神事 福江より国衙　下地
1（ 夜 宇都宮八幡宮にて菩薩戒
1（ 放生会 武久・久富

（ 1 （ 社へ出仕 二宮
（ 国分寺にて諸神会 光富
1（ 守宮神御祭

10 1 （ 社へ出仕 一宮末社
11 1 （ 社へ出仕 二宮末社

初卯 （ 社へ出仕
中卯 （ 社へ出仕

12 1 （ 社へ出仕
10 御神宝屋打 富成名・包富名・守富名・

　福江・小野・幡代・則
　貞名

13 御斎中神楽 御衣絹・綿以下、神事行事武久国方より請け取り買い整え 国方。守庁請取
1（ 夜 勅使権介、一宮へ御衣送り

勅使大夫介、二宮へ御衣送り
1（ 御神宝屋に両社大宮司方出仕 国方。守庁請取
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七
月
七
日
の
織
女
祭
（
七
夕
）、
十
二
月
一
日
の
御
斎
会
、
同
十
五
日
の
御
衣

替
神
事
、
大
晦
日
の
煤
掃
神
事
な
ど
、
同
じ
日
に
実
施
さ
れ
る
同
内
容
の
祭
礼

も
一
・
二
宮
両
社
で
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
行
わ
れ
た
。

　二
、一
宮
に
お
け
る
正
月
と
二
・
四
・
六
・
八
・
十
・
十
二
月
各
一
日
の
御
供
・

神
楽
に
は
在
庁
官
人
が
出
仕
し
た
ほ
か
、
四
月
と
十
一
月
初
卯
日
夜
の
神
楽
・

七
十
余
社
祭
に
は
一
・
二
宮
両
社
神
官
や
在
庁
官
人
な
ど
が
一
宮
に
集
合
し
て

祭
礼
が
行
わ
れ
、
ま
た
正
月
十
八
日
の
御
祈
祷
懺
法
は
府
中
長
福
寺
、
二
月
八

日
の
如
法
経
奉
納
に
も
同
じ
く
府
中
修
禅
寺
が
そ
れ
ぞ
れ
一
宮
に
出
席
し
て
こ

れ
を
勤
め
た
。

　三
、
し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
各
個
別
で
独
自
な
祭
礼
と
は
別
に
、
一
・
二
宮
両

社
が
合
同
で
行
わ
れ
る
祭
礼
も
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
は
と
も
に
一
宮
側
か
ら

府
中
・
二
宮
に
出
向
く
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
こ
れ
を
、
そ
の
祭
礼
場
所

等
に
従
っ
て
整
理
す
る
と
、
次
の
五
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ
、
二
宮
で
の
祭
礼
…
四
月
と
十
一
月
中
卯
日
夜
の
神
楽
（
両
社
神
楽
役
の
出

仕
）、
八
月
十
五
日
の
放
生
会
（
両
社
神
官
の
す
べ
て
が
出
仕
）、
九
月
九
日

夜
の
神
事
（
両
社
神
官
の
出
仕
）。

ロ
、
守
宮
司
社
で
の
祭
礼
…
正
月
十
五
日
の
国
歩
射
（
両
社
神
官
の
す
べ
て
が

出
仕
）、
十
二
月
十
二
日
の
斎
（
御
衣
絹
請
取
。
両
社
惣
命
婦
・
命
婦
・
御

子
な
ど
が
出
仕
）、
同
十
三
日
の
斎
殿
武
者
殿
神
事
（
両
社
神
官
の
出
仕
）、

同
十
六
日
夜
の
神
事
（
両
社
大
宮
司
の
出
仕
）。

ハ
、
惣
社
で
の
祭
礼
…
三
月
三
日
夜
の
御
供
・
神
楽
（
両
社
大
宮
司
の
出
仕
）。

ニ
、
赤
間
関
竹
崎
浦
で
の
祭
礼
…
四
月
吉
日
の
和
布
苅
神
事
（
瀬
祭
）。

ホ
、
浜
宮
宿
院
殿
で
の
祭
礼
…
六
月
晦
日
の
夏
越
祭
礼
（
神
輿
の
渡
御
。
両
社

神
官
の
出
仕
ヵ
）。

　四
、
以
上
の
一
・
二
宮
両
社
と
は
別
に
、
二
月
四
日
の
惣
社
で
の
祈
年
祭
、

四
・
七
・
八
月
各
四
日
の
風
祭
神
事
、
九
月
十
五
日
の
守
宮
神
祭
、
十
二
月
十

日
の
御
神
宝
屋
打
な
ど
、
国
衙
で
も
独
自
の
祭
礼
が
行
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
正

月
一
日
以
下
の
毎
月
一
日
（
朔
幣
）
と
四
・
十
一
両
月
の
初
卯
・
中
卯
に
は
、

一
・
二
宮
を
初
め
と
す
る
八
社
に
在
庁
官
人
が
派
遣
さ
れ
、
御
供
が
奉
ら
れ

た
。

　五
、
こ
う
し
た
国
衙
独
自
の
祭
礼
機
能
と
も
関
わ
っ
て
、
府
中
に
位
置
す
る
二
宮

に
は
毎
月
一
日
の
朔
幣
か
ら
始
ま
っ
て
年
間
十
六
度
も
国
衙
在
庁
官
人
が
二
宮

の
祭
礼
に
出
仕
し
、
し
か
も
そ
こ
に
は
後
に
勅
使
役
と
称
さ
れ
た
大
夫
介
・
権

介
の
両
名
が
必
ず
加
わ
っ
て
い
て
、
国
衙
権
力
と
二
宮
と
の
緊
密
で
一
体
的
な

関
係
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　以
上
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
中
世
後
期
長
門
国
の
祭
礼
構
造
に
つ
い
て
、
そ
の
歴

史
的
な
意
味
を
正
確
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
い
く
つ
か
の
点
に
つ
い
て
さ
ら
に
踏

み
込
ん
だ
検
討
を
加
え
て
お
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
第
一
は
、
中
世
前
期
か

ら
後
期
へ
の
移
行
と
守
護
大
内
氏
に
よ
る
長
門
国
支
配
の
成
立
に
と
も
な
っ
て
、
祭

礼
そ
の
も
の
の
あ
り
方
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

点
に
関
し
て
は
、
祭
礼
構
造
の
（
一
）
や
（
二
）（
と
く
に
（
一
））
に
示
さ
れ
る
よ

う
に
、
元
来
は
他
の
諸
国
の
場
合
と
同
じ
く
一
・
二
宮
両
社
が
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
、

そ
し
て
一
宮
を
主
体
と
す
る
形
で
行
わ
れ
て
い
た
の
が
、（
三
）
や
（
五
）
の
よ
う

に
一
・
二
宮
両
社
合
同
の
祭
礼
が
重
視
さ
れ
、
か
つ
そ
れ
ら
が
府
中
・
二
宮
を
中
心

と
す
る
形
に
組
み
替
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
、
最
も
大
き
な
変
化
を
指
摘
す
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う

（
（（
（

。
但
し
、
祭
礼
内
容
そ
の
も
の
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
に

つ
い
て
は
明
確
で
な
く
、
今
後
の
検
討
に
委
ね
ざ
る
を
得
な
い
が
、
か
な
り
大
き
な

変
化
が
生
じ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
例
え
ば
、
宝
治
頃
と
推
定
さ

れ
る
年
未
詳
八
月
七
日
の
藤
原
左
衛
門
尉
奉
書

（
（（
（

に
は
、「
忩
遂
二
御
更
衣
一
之
後
、
可

レ
令
レ
勤
二
行
御
放
生
会
一
旨
、
依
二
領
家
仰
一
執
達
如
レ
件
」
と
あ
っ
て
、
一
宮
祭
神

の
衣
替
え
は
八
月
十
五
日
の
放
生
会
に
先
立
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。

恐
ら
く
十
二
月
の
御
斎
祭
と
合
わ
せ
、
八
月
と
十
二
月
の
二
回
に
わ
た
っ
て
衣
替
え

を
行
う
と
い
う
の
が
本
来
の
あ
り
方
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
中
世
後
期

に
は
放
生
会
の
際
に
衣
替
え
が
行
わ
れ
た
形
跡
は
ま
っ
た
く
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
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Usa Shrine, the Ichinomiya of Buzen Province, in the Late Medieval Period and 
its Relationship with the Ouchi Clan

NAGATA Tadayasu 

In the late medieval period, Usa Shrine and the Ouchi clan established a close relationship that was mutually 

beneficial and complementary. This relationship lasted for well over a hundred years from the Ouei era (1394-1428), 

when Ouchi Yoshihiro began to rule Buzen, to the Tenbun era (1532-1555) when they relinquished control of 

Buzen to the Otomo clan. This study traces their relationship ending around the time of the Onin War (1467-1477). 

Prior to the Onin War, building had been neglected at Usa shrine and it also faced various problems concerning 

the performing of religious rites, but the appearance of the Ouchi clan solved these problems. The Ouchi clan’s 

control of Buzen relied on the shoen system of Usa Shrine. At this stage, this was not a major problem since they 

both had their own objectives and it enabled both the clan and the shrine to blossom. However, after the Onin 

War, when they were past their heyday, they continued their relationship, but only through sheer enertia. While 

the Ouchi clan continued with its earlier protective policies, it started to show signs of wanting to impose payment 

of produce and service taxes (etsuki) on the shrine. However, wanting the relationship to continue as it had up 

until then, the shrine sought to maintain its vested interests by complaining and citing custom and its annual 

calendar of events. In this sense, whereas before the Onin War Usa Shrine had shown active “independence” 

through the restoration of its buildings and religious rites and the enhanced prestige of its kami, by the time it had 

largely achieved such improvements there must have been aspects that were in a chronic state and had gradually 

come to lack “independence.” During the turbulent years of war when heady changes occurred, the Ouchi clan 

must have wanted to extricate itself from the stagnant relationship that had developed, but could not afford to do 

so on account of its system of control that was built on the shoen system of Usa Shrine. It is plausible that from 

this contradiction as well, there gradually came to be glimpses of a weakening of their relationship of mutual trust. 

For a shrine that erected buildings and performed religious rites and set great store on custom and annual events, 

neglecting such things was a serious problem. It was for this reason that it was absolutely necessary to have a 

relationship with those in power in order to maintain such activities. However, such relationships were extremely 

fluid, and under the social conditions of the late medieval period, they would have changed constantly.



211

［中世諸国一宮制の歴史的構造と特質］……井上寛司

七
月
七
日
の
織
女
祭
（
七
夕
）、
十
二
月
一
日
の
御
斎
会
、
同
十
五
日
の
御
衣

替
神
事
、
大
晦
日
の
煤
掃
神
事
な
ど
、
同
じ
日
に
実
施
さ
れ
る
同
内
容
の
祭
礼

も
一
・
二
宮
両
社
で
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
行
わ
れ
た
。

　二
、一
宮
に
お
け
る
正
月
と
二
・
四
・
六
・
八
・
十
・
十
二
月
各
一
日
の
御
供
・

神
楽
に
は
在
庁
官
人
が
出
仕
し
た
ほ
か
、
四
月
と
十
一
月
初
卯
日
夜
の
神
楽
・

七
十
余
社
祭
に
は
一
・
二
宮
両
社
神
官
や
在
庁
官
人
な
ど
が
一
宮
に
集
合
し
て

祭
礼
が
行
わ
れ
、
ま
た
正
月
十
八
日
の
御
祈
祷
懺
法
は
府
中
長
福
寺
、
二
月
八

日
の
如
法
経
奉
納
に
も
同
じ
く
府
中
修
禅
寺
が
そ
れ
ぞ
れ
一
宮
に
出
席
し
て
こ

れ
を
勤
め
た
。

　三
、
し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
各
個
別
で
独
自
な
祭
礼
と
は
別
に
、
一
・
二
宮
両

社
が
合
同
で
行
わ
れ
る
祭
礼
も
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
は
と
も
に
一
宮
側
か
ら

府
中
・
二
宮
に
出
向
く
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
こ
れ
を
、
そ
の
祭
礼
場
所

等
に
従
っ
て
整
理
す
る
と
、
次
の
五
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ア
、
二
宮
で
の
祭
礼
…
四
月
と
十
一
月
中
卯
日
夜
の
神
楽
（
両
社
神
楽
役
の
出

仕
）、
八
月
十
五
日
の
放
生
会
（
両
社
神
官
の
す
べ
て
が
出
仕
）、
九
月
九
日

夜
の
神
事
（
両
社
神
官
の
出
仕
）。

ロ
、
守
宮
司
社
で
の
祭
礼
…
正
月
十
五
日
の
国
歩
射
（
両
社
神
官
の
す
べ
て
が

出
仕
）、
十
二
月
十
二
日
の
斎
（
御
衣
絹
請
取
。
両
社
惣
命
婦
・
命
婦
・
御

子
な
ど
が
出
仕
）、
同
十
三
日
の
斎
殿
武
者
殿
神
事
（
両
社
神
官
の
出
仕
）、

同
十
六
日
夜
の
神
事
（
両
社
大
宮
司
の
出
仕
）。

ハ
、
惣
社
で
の
祭
礼
…
三
月
三
日
夜
の
御
供
・
神
楽
（
両
社
大
宮
司
の
出
仕
）。

ニ
、
赤
間
関
竹
崎
浦
で
の
祭
礼
…
四
月
吉
日
の
和
布
苅
神
事
（
瀬
祭
）。

ホ
、
浜
宮
宿
院
殿
で
の
祭
礼
…
六
月
晦
日
の
夏
越
祭
礼
（
神
輿
の
渡
御
。
両
社

神
官
の
出
仕
ヵ
）。

　四
、
以
上
の
一
・
二
宮
両
社
と
は
別
に
、
二
月
四
日
の
惣
社
で
の
祈
年
祭
、

四
・
七
・
八
月
各
四
日
の
風
祭
神
事
、
九
月
十
五
日
の
守
宮
神
祭
、
十
二
月
十

日
の
御
神
宝
屋
打
な
ど
、
国
衙
で
も
独
自
の
祭
礼
が
行
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
正

月
一
日
以
下
の
毎
月
一
日
（
朔
幣
）
と
四
・
十
一
両
月
の
初
卯
・
中
卯
に
は
、

一
・
二
宮
を
初
め
と
す
る
八
社
に
在
庁
官
人
が
派
遣
さ
れ
、
御
供
が
奉
ら
れ

た
。

　五
、
こ
う
し
た
国
衙
独
自
の
祭
礼
機
能
と
も
関
わ
っ
て
、
府
中
に
位
置
す
る
二
宮

に
は
毎
月
一
日
の
朔
幣
か
ら
始
ま
っ
て
年
間
十
六
度
も
国
衙
在
庁
官
人
が
二
宮

の
祭
礼
に
出
仕
し
、
し
か
も
そ
こ
に
は
後
に
勅
使
役
と
称
さ
れ
た
大
夫
介
・
権

介
の
両
名
が
必
ず
加
わ
っ
て
い
て
、
国
衙
権
力
と
二
宮
と
の
緊
密
で
一
体
的
な

関
係
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　以
上
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
中
世
後
期
長
門
国
の
祭
礼
構
造
に
つ
い
て
、
そ
の
歴

史
的
な
意
味
を
正
確
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
い
く
つ
か
の
点
に
つ
い
て
さ
ら
に
踏

み
込
ん
だ
検
討
を
加
え
て
お
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
第
一
は
、
中
世
前
期
か

ら
後
期
へ
の
移
行
と
守
護
大
内
氏
に
よ
る
長
門
国
支
配
の
成
立
に
と
も
な
っ
て
、
祭

礼
そ
の
も
の
の
あ
り
方
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

点
に
関
し
て
は
、
祭
礼
構
造
の
（
一
）
や
（
二
）（
と
く
に
（
一
））
に
示
さ
れ
る
よ

う
に
、
元
来
は
他
の
諸
国
の
場
合
と
同
じ
く
一
・
二
宮
両
社
が
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
、

そ
し
て
一
宮
を
主
体
と
す
る
形
で
行
わ
れ
て
い
た
の
が
、（
三
）
や
（
五
）
の
よ
う

に
一
・
二
宮
両
社
合
同
の
祭
礼
が
重
視
さ
れ
、
か
つ
そ
れ
ら
が
府
中
・
二
宮
を
中
心

と
す
る
形
に
組
み
替
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
、
最
も
大
き
な
変
化
を
指
摘
す
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う

（
（（
（

。
但
し
、
祭
礼
内
容
そ
の
も
の
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
に

つ
い
て
は
明
確
で
な
く
、
今
後
の
検
討
に
委
ね
ざ
る
を
得
な
い
が
、
か
な
り
大
き
な

変
化
が
生
じ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
例
え
ば
、
宝
治
頃
と
推
定
さ

れ
る
年
未
詳
八
月
七
日
の
藤
原
左
衛
門
尉
奉
書

（
（（
（

に
は
、「
忩
遂
二
御
更
衣
一
之
後
、
可

レ
令
レ
勤
二
行
御
放
生
会
一
旨
、
依
二
領
家
仰
一
執
達
如
レ
件
」
と
あ
っ
て
、
一
宮
祭
神

の
衣
替
え
は
八
月
十
五
日
の
放
生
会
に
先
立
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。

恐
ら
く
十
二
月
の
御
斎
祭
と
合
わ
せ
、
八
月
と
十
二
月
の
二
回
に
わ
た
っ
て
衣
替
え

を
行
う
と
い
う
の
が
本
来
の
あ
り
方
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
中
世
後
期

に
は
放
生
会
の
際
に
衣
替
え
が
行
わ
れ
た
形
跡
は
ま
っ
た
く
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
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い
。
神
事
行
事
武
久
氏
の
登
場
と
、
そ
の
武
久
氏
や
府
中
・
二
宮
を
中
心
と
す
る
祭

礼
構
造
へ
の
転
換
（
放
生
会
の
祭
礼
場
所
の
一
宮
か
ら
二
宮
へ
の
移
動
や
祭
礼
内
容

の
変
化
、
両
社
合
同
に
よ
る
十
二
月
御
斎
神
事
の
重
要
視
な
ど
）
に
と
も
な
っ
て
、

八
月
の
衣
替
え
は
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　こ
う
し
た
事
例
は
衣
替
え
神
事
の
み
に
止
ま
ら
ず
、
広
く
各
方
面
に
及
ん
だ
で
あ

ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
も
第
二
に
検
討

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
府
中
・
二
宮
を
中
心
と
す
る
祭
礼
構
造
が
成
立
し
た

こ
と
の
持
つ
意
味
、
及
び
こ
れ
と
密
接
な
関
わ
り
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
中
世
後
期

の
長
門
国
衙
の
あ
り
方
や
八
社
五
堂
体
制
の
成
立
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　さ
き
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
守
護
大
内
氏
に
よ
る
長
門
国
支
配
に
と
も
な
っ
て

段
銭
奉
行
の
成
立
な
ど
国
衙
機
能
の
一
部
が
守
護
権
力
に
吸
収
さ
れ
て
い
っ
た
が
、

注
目
さ
れ
る
の
は
そ
れ
が
長
門
国
衙
の
消
滅
で
は
な
く
、
む
し
ろ
新
た
な
形
で
の
再

生
を
意
味
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
中
世
後
期
の
長
門
国
で
は
、
さ
き
の
長
州
八
社

五
堂
御
神
事
国
衙
衆
出
仕
注
文
に
見
え
る
「
国
衙
衆
」
を
初
め
と
し
て
、「
国
衙
」・

「
国
衙
領
」
や
「（
国
衙
）
在
庁
官
人
」
な
ど
の
文
言
が
盛
ん
に
登
場
し
て
く
る
。
こ

れ
は
、
他
の
諸
国
な
ど
に
お
い
て
一
般
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
、
鎌
倉
末
・
南
北
朝

期
以
後
に
お
け
る
守
護
権
力
に
よ
る
国
衙
機
能
の
吸
収
や
国
衙
の
消
滅
と
い
う
事
態

と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
い
く
つ
か
の

新
た
な
特
徴
も
生
ま
れ
い
て
、
中
世
前
期
の
国
衙
と
も
ち
ろ
ん
同
じ
で
は
な
い
。
そ

の
一
つ
が
機
能
的
・
空
間
的
限
定
で
あ
っ
て
、
段
銭
徴
収
を
初
め
と
す
る
世
俗
的
な

政
治
的
・
経
済
的
・
社
会
的
機
能
の
多
く
が
守
護
権
力
の
中
に
吸
収
さ
れ
る
の
に
と

も
な
っ
て
、「
国
衙
」
と
し
て
果
た
す
べ
き
機
能
が
著
し
く
限
定
さ
れ
る
と
同
時
に
、

空
間
的
に
も
そ
の
影
響
の
及
ぶ
範
囲
が
著
し
く
縮
小
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
最
も
端
的
な
形
で
示
し
て
い
る
の
が
、
守
護
大
内
氏
に

よ
っ
て
新
し
く
整
え
ら
れ
た
八
社
五
堂
体
制
で
あ
る
。

　五
堂
の
具
体
的
な
内
容
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
八
社
（
一
宮
・
二
宮
・
天
神
宮
・

八
幡
社
・
春
日
社
・
厳
島
社
・
乳
母
屋
社
・
杜
屋
社

（
（（
（

）
に
関
し
て
は
い
ず
れ
も
中
世

長
門
府
中
と
そ
の
近
辺
に
位
置
し
た
神
社
で
あ
っ
て
、
府
中
の
外
に
位
置
し
た
一
宮

や
乳
母
屋
社
（
現
在
の
下
関
市
吉
見
下
。
現
在
は
合
併
さ
れ
て
竜
王
神
社
と
称
し
て

い
る
）・
杜
屋
社

（
（（
（

（
住
吉
神
社
・
忌
宮
神
社
と
並
ぶ
延
喜
式
内
社
。
現
豊
浦
郡
豊
浦

町
黒
井
）
は
と
も
に
中
世
豊
西
郡
の
う
ち
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
八
社
は

い
ず
れ
も
中
世
豊
東
・
豊
西
両
郡
の
う
ち
に
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
政
治
的
・
社
会
的
・

宗
教
的
に
国
内
最
有
力
の
神
社
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
中
世
後
期
の
長
門
国
で
一
・
二
宮
に
次
ぐ
三
宮
的
な
位
置
を
占
め
た
亀
山
八

幡
宮

（
（（
（

は
こ
の
中
に
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
八
社
の
一
つ
と
し
て
見
え
る
八
幡
宮
は
今
日

「
長
府
八
幡
町
」
の
地
名
と
し
て
残
る
二
宮
の
末
社

（
（（
（

に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
要
す
る

に
、
大
内
氏
に
よ
っ
て
新
し
く
整
え
ら
れ
た
八
社
五
堂
体
制
と
い
う
の
は
、
一
・
二

宮
両
社
を
中
心
と
す
る
祭
礼
を
長
門
国
全
体
に
関
わ
る
も
の
と
見
せ
る
た
め
の
、
一

種
の
観
念
的
な
装
置
と
い
う
べ
き
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
井
原
氏
や
榎
原
氏
な
ど
の

い
う
実
体
的
な
国
内
寺
社
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
は
明
ら
か
に
次
元
や
性
格
を
異
に
す

る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
祭
礼
シ
ス
テ

ム
こ
そ
中
世
後
期
長
門
国
衙
の
あ
り
方
の
具
象
形
態
に
他
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

　中
世
後
期
の
長
門
国
関
係
史
料
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
「
国
衙
」・「
在
庁
官
人
」

な
ど
の
文
言
は
、
い
ず
れ
も
府
中
・
二
宮
を
中
心
と
す
る
一
・
二
宮
の
祭
礼
と
密
接

に
関
わ
り
合
う
と
い
う
共
通
の
特
徴
を
持
っ
て
お
り
、「
国
衙
領
」
と
い
う
の
も
こ

の
祭
礼
構
造
を
支
え
る
た
め
の
い
く
つ
か
の
所
領
（
武
久
名
・
光
富
名
・
包
富
名
・

守
富
名
な
ど
）
に
限
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
守
護
大
内
氏
の
支
配
下
に
置
か
れ

た
中
世
後
期
の
長
門
国
衙
は
一
・
二
宮
を
中
心
と
す
る
一
国
規
模
の
祭
礼
機
能
と
い

う
極
め
て
限
定
さ
れ
た
も
の
と
い
う
の
が
そ
の
実
態
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
統
括
し
、

あ
る
い
は
代
表
す
る
の
が
「
一
・
二
両
社
惣
神
事
行
事
」
武
久
氏
で
あ
っ
た
と
い
え

る
。
前
節
の
最
後
に
指
摘
し
た
「
国
鎮
守
と
し
て
の
公
的
な
祭
礼
執
行
の
た
め
に
国

衙
権
力
が
担
っ
て
い
た
機
能
が
神
事
行
事
武
久
氏
に
凝
縮
、
な
い
し
特
化
さ
れ
る
形

で
集
約
さ
れ
た
も
の
」、
そ
れ
こ
そ
が
中
世
後
期
の
長
門
国
衙
に
他
な
ら
な
か
っ
た
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と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　こ
う
し
た
中
世
後
期
の
長
門
国
衙
の
あ
り
方
が
、
長
門
国
に
お
け
る
中
世
一
宮
制

の
歴
史
的
な
転
換
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
っ
た
の
は
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な

い
と
こ
ろ
で
、
世
俗
的
な
国
衙
権
力
と
の
相
互
補
完
関
係
の
中
で
一
宮
権
力
と
も
い

う
べ
き
自
立
性
を
持
っ
て
政
治
的
・
宗
教
的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
機
能
を
担
っ
て
き

た
一
・
二
宮
が
、
地
域
支
配
権
力
と
し
て
の
世
俗
的
な
守
護
権
力
の
強
化
・
拡
大
に

と
も
な
っ
て
相
対
的
に
そ
の
地
位
を
低
下
さ
せ
、
宗
教
的
機
能
の
担
い
手
と
し
て
再

編
成
さ
れ
た
国
衙
権
力
（
神
事
行
事
武
久
氏
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
）
と
の
緊
密
な

連
携
と
一
体
化
に
よ
っ
て
改
め
て
国
鎮
守
と
し
て
の
政
治
的
・
宗
教
的
・
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
機
能
を
担
う
機
関
へ
と
転
換
し
、
ま
た
そ
れ
に
相
応
し
い
形
に
一
宮
制
そ
の

も
の
が
再
編
成
さ
れ
た
（
＝
府
中
・
二
宮
を
中
心
と
す
る
一
・
二
宮
合
同
祭
礼
体
制

の
成
立
）
と
こ
ろ
に
、
そ
の
最
も
重
要
な
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
よ

う
。
や
や
一
般
化
し
て
い
う
な
ら
ば
、
中
世
前
期
の
国
衙
・
一
宮
制
か
ら
中
世
後
期

の
守
護
・
一
宮
制
へ
の
転
換
、
そ
れ
が
神
事
行
事
武
久
氏
の
成
立
と
い
う
極
め
て
特

徴
的
な
形
で
整
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
、
長
門
国
に
お
け
る
中
世
前
期
か
ら
後
期
へ
の

一
宮
制
転
換
の
歴
史
的
特
質
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　で
は
、
中
世
後
期
の
長
門
国
に
あ
っ
て
は
国
衙
権
力
機
構
や
一
宮
制
の
再
編
成
が

な
ぜ
こ
う
し
た
特
徴
的
な
形
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
神
事
行

事
武
久
氏
の
存
在
は
長
門
国
の
み
に
認
め
ら
れ
る
極
め
て
特
異
な
も
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
そ
れ
は
中
世
後
期
一
宮
制
の
一
つ
の
最
も
典
型
的
な
あ
り
方
を
示
し
て
い
る

と
も
い
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
中
世
後
期
一
宮
制
の
地
域
的
特
殊
性
と
全
国
的
な
普

遍
性
と
の
統
一
的
把
握
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
そ
の
理
由
を
明
確
に
し
て
お
く
こ
と

が
強
く
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
結
論
的
に
い
っ
て
、
こ
の
点
で
と
く
に
重
要

な
の
は
次
の
三
つ
だ
と
い
え
よ
う
。

　ま
ず
第
一
に
、
隣
国
と
は
い
え
大
内
氏
に
と
っ
て
長
門
国
は
い
わ
ば
征
服
地
と
も

い
う
べ
き
と
こ
ろ
で
、
南
北
朝
内
乱
の
過
程
を
通
じ
て
初
め
て
そ
の
支
配
権
を
掌
握

し
た
国
で
あ
っ
た
こ
と
。
従
っ
て
、
ス
ム
ー
ズ
で
よ
り
安
定
し
た
長
門
国
支
配
の
た

め
に
は
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
長
門
国
の
歴
史
的
伝
統
や
在
地
慣
行
を
可
能
な
限
り

尊
重
す
る
必
要
が
あ
り
、
し
か
し
同
時
に
本
国
周
防
に
お
い
て
進
め
ら
れ
て
き
た
支

配
体
制
と
の
整
合
性
を
確
保
し
、
時
代
の
要
請
に
応
え
る
新
し
い
支
配
シ
ス
テ
ム
を

構
築
す
る
こ
と
も
ま
た
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
。
周
防
国
と
は
性
格
を
大
き
く
異
に

す
る
「
別
奉
行
」
の
設
置
や
そ
の
存
在
形
態
は
こ
れ
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と

評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　第
二
に
、
大
内
氏
に
と
っ
て
は
所
与
の
前
提
と
し
て
、
後
に
神
事
行
事
と
い
う
形

で
そ
の
職
務
内
容
が
整
え
ら
れ
る
在
庁
官
人
武
久
氏
が
存
在
し
、
他
方
周
防
国
で
は

東
大
寺
に
よ
る
知
行
国
支
配
と
い
う
こ
れ
ま
た
特
異
な
状
況
の
中
で
国
衙
支
配
機
構

が
強
固
に
存
続
す
る
と
い
う
事
情
が
存
在
し
た
こ
と
。
そ
し
て
、
神
事
行
事
武
久
氏

成
立
の
前
提
に
は
、在
庁
官
人
自
身
が
直
接
一
宮
の
祭
礼
費
用
を
負
担
す
る
と
い
う
、

こ
れ
ま
た
長
門
国
で
と
く
に
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
一
宮
の
祭
礼
シ
ス
テ
ム
が
中
世
成

立
期
以
来
の
長
い
歴
史
的
伝
統
の
中
で
構
築
さ
れ
て
い
た
こ
と
。こ
れ
ら
の
事
情
が
、

「
在
庁
職
神
事
行
事
」
と
い
う
祭
礼
機
能
に
特
化
さ
れ
る
形
で
中
世
後
期
国
衙
機
構

を
再
編
成
、
あ
る
い
は
成
立
さ
せ
る
重
要
な
歴
史
的
要
因
に
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　第
三
に
、
こ
れ
ま
た
大
内
氏
に
は
所
与
の
前
提
と
し
て
、
一
・
二
宮
が
連
携
し
て

国
鎮
守
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
と
い
う
長
門
国
独
自
の
特
徴
を
備
え
た
一
宮
制
が

存
在
し
、
し
か
も
国
府
地
域
（
守
護
所
や
惣
社
が
置
か
れ
た
中
世
府
中
）
に
位
置
す

る
二
宮
が
「
神
功
皇
后
」
を
祭
神
と
す
る
と
い
う
、
本
州
の
玄
関
口
に
位
置
す
る
長

門
国
の
国
鎮
守
と
し
て
は
理
論
的
に
も
極
め
て
恵
ま
れ
た
条
件
を
備
え
て
い
た
こ

と
。
越
後
や
紀
伊
、
あ
る
い
は
薩
摩
諸
国
な
ど
の
よ
う
に
、
従
来
の
一
宮
に
代
え
て

新
た
な
一
宮
を
創
設
し
た
り
、
あ
る
い
は
一
宮
を
交
代
さ
せ
る

（
（（
（

な
ど
の
強
圧
的
と
も

い
う
べ
き
方
法
を
採
る
こ
と
な
く
、
極
め
て
ス
ム
ー
ズ
な
形
で
一
宮
制
の
再
編
成
が

実
現
さ
れ
た
背
景
に
こ
う
し
た
事
情
が
あ
っ
た
こ
と
は
と
く
に
注
意
を
要
す
る
と
こ

ろ
と
い
え
よ
う
。

　以
上
に
指
摘
し
た
三
点
は
他
の
諸
国
に
は
見
ら
れ
な
い
長
門
国
独
自
の
極
め
て
特
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と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　こ
う
し
た
中
世
後
期
の
長
門
国
衙
の
あ
り
方
が
、
長
門
国
に
お
け
る
中
世
一
宮
制

の
歴
史
的
な
転
換
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
っ
た
の
は
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な

い
と
こ
ろ
で
、
世
俗
的
な
国
衙
権
力
と
の
相
互
補
完
関
係
の
中
で
一
宮
権
力
と
も
い

う
べ
き
自
立
性
を
持
っ
て
政
治
的
・
宗
教
的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
機
能
を
担
っ
て
き

た
一
・
二
宮
が
、
地
域
支
配
権
力
と
し
て
の
世
俗
的
な
守
護
権
力
の
強
化
・
拡
大
に

と
も
な
っ
て
相
対
的
に
そ
の
地
位
を
低
下
さ
せ
、
宗
教
的
機
能
の
担
い
手
と
し
て
再

編
成
さ
れ
た
国
衙
権
力
（
神
事
行
事
武
久
氏
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
）
と
の
緊
密
な

連
携
と
一
体
化
に
よ
っ
て
改
め
て
国
鎮
守
と
し
て
の
政
治
的
・
宗
教
的
・
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
機
能
を
担
う
機
関
へ
と
転
換
し
、
ま
た
そ
れ
に
相
応
し
い
形
に
一
宮
制
そ
の

も
の
が
再
編
成
さ
れ
た
（
＝
府
中
・
二
宮
を
中
心
と
す
る
一
・
二
宮
合
同
祭
礼
体
制

の
成
立
）
と
こ
ろ
に
、
そ
の
最
も
重
要
な
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
よ

う
。
や
や
一
般
化
し
て
い
う
な
ら
ば
、
中
世
前
期
の
国
衙
・
一
宮
制
か
ら
中
世
後
期

の
守
護
・
一
宮
制
へ
の
転
換
、
そ
れ
が
神
事
行
事
武
久
氏
の
成
立
と
い
う
極
め
て
特

徴
的
な
形
で
整
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
、
長
門
国
に
お
け
る
中
世
前
期
か
ら
後
期
へ
の

一
宮
制
転
換
の
歴
史
的
特
質
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　で
は
、
中
世
後
期
の
長
門
国
に
あ
っ
て
は
国
衙
権
力
機
構
や
一
宮
制
の
再
編
成
が

な
ぜ
こ
う
し
た
特
徴
的
な
形
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
神
事
行

事
武
久
氏
の
存
在
は
長
門
国
の
み
に
認
め
ら
れ
る
極
め
て
特
異
な
も
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
そ
れ
は
中
世
後
期
一
宮
制
の
一
つ
の
最
も
典
型
的
な
あ
り
方
を
示
し
て
い
る

と
も
い
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
中
世
後
期
一
宮
制
の
地
域
的
特
殊
性
と
全
国
的
な
普

遍
性
と
の
統
一
的
把
握
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
そ
の
理
由
を
明
確
に
し
て
お
く
こ
と

が
強
く
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
結
論
的
に
い
っ
て
、
こ
の
点
で
と
く
に
重
要

な
の
は
次
の
三
つ
だ
と
い
え
よ
う
。

　ま
ず
第
一
に
、
隣
国
と
は
い
え
大
内
氏
に
と
っ
て
長
門
国
は
い
わ
ば
征
服
地
と
も

い
う
べ
き
と
こ
ろ
で
、
南
北
朝
内
乱
の
過
程
を
通
じ
て
初
め
て
そ
の
支
配
権
を
掌
握

し
た
国
で
あ
っ
た
こ
と
。
従
っ
て
、
ス
ム
ー
ズ
で
よ
り
安
定
し
た
長
門
国
支
配
の
た

め
に
は
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
長
門
国
の
歴
史
的
伝
統
や
在
地
慣
行
を
可
能
な
限
り

尊
重
す
る
必
要
が
あ
り
、
し
か
し
同
時
に
本
国
周
防
に
お
い
て
進
め
ら
れ
て
き
た
支

配
体
制
と
の
整
合
性
を
確
保
し
、
時
代
の
要
請
に
応
え
る
新
し
い
支
配
シ
ス
テ
ム
を

構
築
す
る
こ
と
も
ま
た
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
。
周
防
国
と
は
性
格
を
大
き
く
異
に

す
る
「
別
奉
行
」
の
設
置
や
そ
の
存
在
形
態
は
こ
れ
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と

評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　第
二
に
、
大
内
氏
に
と
っ
て
は
所
与
の
前
提
と
し
て
、
後
に
神
事
行
事
と
い
う
形

で
そ
の
職
務
内
容
が
整
え
ら
れ
る
在
庁
官
人
武
久
氏
が
存
在
し
、
他
方
周
防
国
で
は

東
大
寺
に
よ
る
知
行
国
支
配
と
い
う
こ
れ
ま
た
特
異
な
状
況
の
中
で
国
衙
支
配
機
構

が
強
固
に
存
続
す
る
と
い
う
事
情
が
存
在
し
た
こ
と
。
そ
し
て
、
神
事
行
事
武
久
氏

成
立
の
前
提
に
は
、在
庁
官
人
自
身
が
直
接
一
宮
の
祭
礼
費
用
を
負
担
す
る
と
い
う
、

こ
れ
ま
た
長
門
国
で
と
く
に
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
一
宮
の
祭
礼
シ
ス
テ
ム
が
中
世
成

立
期
以
来
の
長
い
歴
史
的
伝
統
の
中
で
構
築
さ
れ
て
い
た
こ
と
。こ
れ
ら
の
事
情
が
、

「
在
庁
職
神
事
行
事
」
と
い
う
祭
礼
機
能
に
特
化
さ
れ
る
形
で
中
世
後
期
国
衙
機
構

を
再
編
成
、
あ
る
い
は
成
立
さ
せ
る
重
要
な
歴
史
的
要
因
に
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　第
三
に
、
こ
れ
ま
た
大
内
氏
に
は
所
与
の
前
提
と
し
て
、
一
・
二
宮
が
連
携
し
て

国
鎮
守
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
と
い
う
長
門
国
独
自
の
特
徴
を
備
え
た
一
宮
制
が

存
在
し
、
し
か
も
国
府
地
域
（
守
護
所
や
惣
社
が
置
か
れ
た
中
世
府
中
）
に
位
置
す

る
二
宮
が
「
神
功
皇
后
」
を
祭
神
と
す
る
と
い
う
、
本
州
の
玄
関
口
に
位
置
す
る
長

門
国
の
国
鎮
守
と
し
て
は
理
論
的
に
も
極
め
て
恵
ま
れ
た
条
件
を
備
え
て
い
た
こ

と
。
越
後
や
紀
伊
、
あ
る
い
は
薩
摩
諸
国
な
ど
の
よ
う
に
、
従
来
の
一
宮
に
代
え
て

新
た
な
一
宮
を
創
設
し
た
り
、
あ
る
い
は
一
宮
を
交
代
さ
せ
る

（
（（
（

な
ど
の
強
圧
的
と
も

い
う
べ
き
方
法
を
採
る
こ
と
な
く
、
極
め
て
ス
ム
ー
ズ
な
形
で
一
宮
制
の
再
編
成
が

実
現
さ
れ
た
背
景
に
こ
う
し
た
事
情
が
あ
っ
た
こ
と
は
と
く
に
注
意
を
要
す
る
と
こ

ろ
と
い
え
よ
う
。

　以
上
に
指
摘
し
た
三
点
は
他
の
諸
国
に
は
見
ら
れ
な
い
長
門
国
独
自
の
極
め
て
特
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異
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
地
域
的
特
殊
性
そ
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る

が
、
し
か
し
そ
の
結
果
と
し
て
中
世
後
期
の
国
衙
機
構
が
極
め
て
鮮
明
な
形
で
再
生

さ
れ
機
能
し
た
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
が
長
門
国
独
自
の
特
徴
で
あ
る
と
同
時
に
、
し

か
し
他
の
諸
国
で
は
明
確
な
形
で
姿
を
現
さ
な
い
歴
史
的
な
本
質
が
目
に
見
え
る
形

で
表
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
全
国
的
な
普
遍
性
の
顕
著
な
具
現
化
と
し
て
捉

え
る
こ
と
も
可
能
だ
と
い
え
よ
う
。
神
事
行
事
武
久
氏
の
存
在
が
「
中
世
後
期
一
宮

制
の
一
つ
の
最
も
典
型
的
（
＝
普
遍
的
）
な
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
」
と
さ
き
に
指

摘
し
た
の
は
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
り
、
中
世
諸
国
一
宮
制
分
析
に

お
け
る
地
域
的
特
殊
性
と
全
国
的
な
普
遍
性
と
の
統
一
的
把
握
と
い
う
問
題
も
、
こ

う
し
た
観
点
か
ら
検
討
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
。

　さ
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
中
世
後
期
の
長
門
国
一
宮
制
は
、
そ
の
後
ど

の
よ
う
な
過
程
を
経
て
推
移
し
、
そ
し
て
解
体
し
て
い
っ
た
の
か
。
以
下
、
簡
単
に

そ
の
概
要
を
眺
め
て
お
く
こ
と
と
し
よ
う
。

　室
町
か
ら
戦
国
期
に
至
る
過
程
で
変
化
し
た
こ
と
の
一
つ
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の

は
、
八
月
十
五
日
の
放
生
会
の
費
用
の
一
部
を
「
正
分
役
」
と
い
う
形
で
国
内
の
領

主
層
に
負
担
さ
せ
る
方
式
が
成
立
し
た
こ
と
で
あ
る
。
中
世
後
期
の
放
生
会
は
府
中

二
宮
に
一
・
二
宮
両
社
神
官
全
員
が
参
加
し
て
行
わ
れ
る
最
も
華
や
か
な
祭
礼
の
一

つ
で
、
二
宮
で
は
八
月
一
日
の
放
生
会
鎮
斎
か
ら
十
五
日
ま
で
の
半
月
を
か
け
て
行

わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
が
十
五
日
で
あ
っ
た
。
先
述

し
た
文
明
三
年
の
一
宮
御
神
事
年
中
行
事
記
録
注
進
案
写

（
（（
（

の
八
月
十
五
日
の
項
に
は

「
御
放
生
会
御
供
二
重
并
御
神
楽
所
課
以
下
色
々
社
役
在
レ
之
」
と
あ
り
、
続
け
て

同
日
の
こ
と
と
し
て
「
御
神
輿
御
幸
、
社
官
悉
以
二
御
騎
馬
一
供
二
奉
於
二
宮
一
、
種
々

御
神
事
在
レ
之
、
一
番
両
社
市
渡
、
二
番
相
撲
、
三
番
楽
頭
出
仕
、
四
番
御
神
事
奉

行
出
仕
、
五
番
流
鏑
馬
十
騎
出
仕
、
仍
両
社
御
神
輿
宇
都
宮
江
有
二
御
幸
一
、
御
供

神
楽
節
所
課
以
下
在
レ
之
、
十
騎
流
鏑
馬
被
レ
遂
二
其
節
之
一
、
還
御
之
時
節
御
迎
続

松
之
御
燈
在
レ
之
、
同
還
宮
之
時
御
供
神
楽
節
在
レ
之
、
此
時
御
正
分
重
而
参
宮
御

幣
頂
二
戴
之
一
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
一
宮
で
は
、
ま
ず
本
社
に
お
い
て
放
生
会
の

御
供
・
神
楽
を
行
い
、
そ
の
後
、
祭
神
を
乗
せ
た
神
輿
と
と
も
に
神
官
等
が
二
宮
に

出
向
き
、
両
社
合
同
の
祭
礼
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
こ
に
「
御
正
分

重
而
参
宮
御
幣
頂
二
戴
之
一
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
よ
り
前
の
同
十
二
日

に
も
正
分
役
人
が
一
宮
に
社
参
し
て
神
楽
な
ど
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
か

ら
で
あ
っ
た
。
正
分
役
を
勤
め
る
領
主
に
と
っ
て
、
放
生
会
が
こ
の
上
も
な
く
晴
れ

や
か
な
舞
台
と
な
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
放
生
会
に
要
す
る
費
用
は
、

従
来
国
衙
領
（
武
久
名
・
久
富
名
）
へ
の
賦
課

（
（（
（

と
、
国
衙
も
し
く
は
国
衙
在
庁
官
人

か
ら
の
支
弁
に
よ
っ
て
い
た
う
ち
の
後
者
（
国
衙
も
し
く
は
国
衙
在
庁
官
人
か
ら
の

支
弁
分
）
が
、
正
分
役
と
し
て
国
内
領
主
層
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と

推
察
さ
れ
る
。
そ
の
史
料
上
の
初
見
は
寛
正
四
年
（
一
四
六
三
）
八
月
日
の
二
宮
請

取
色
々
注
文

（
（（
（

で
、「
長
門
国
二
宮
自
二
御
正
分
役
人
一
請
二
取
申
色
々
注
文
一
」
と
見
え

る
。　問

題
は
、
こ
の
放
生
会
正
分
役
が
何
時
、
何
の
た
め
に
創
設
さ
れ
た
の
か
と
い
う

こ
と
に
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
史
料
的
に
は
寛
正
四
年
以
前
の
成
立
と
い
う
以
外
、

直
接
の
手
掛
か
り
と
な
る
も
の
は
何
も
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
直
前
の
長
禄
二

年
（
一
四
五
八
）
～
四
年
頃
に
大
内
氏
独
自
の
御
家
人
制
が
成
立
し
た
と
推
定
さ
れ

て
い
る

（
（（
（

の
は
ま
こ
と
に
興
味
深
く
、
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
府
中
二
宮
に
お

け
る
放
生
会
の
正
分
役
を
勤
め
る
こ
と
が
大
内
氏
の
御
家
人
身
分
た
る
こ
と
を
社
会

的
に
表
示
す
る
場
と
し
て
機
能
し
た
、
す
な
わ
ち
放
生
会
正
分
役
は
長
門
国
に
お
け

る
御
家
人
頭
役
制
と
し
て
大
内
氏
の
手
で
再
編
成
さ
れ
、
成
立
し
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
天
文
九
年
（
一
五
四
〇
）
六
月
二
十
一
日
大
内
氏
奉

行
人
連
署
奉
書

（
（（
（

に
「
来
八
月
十
五
日
御
神
事
之
時
、
御
正
分
役
神
代
左
近
将
監
相
当

畢
、
可
レ
被
レ
存
二
其
旨
一
」、
同
じ
く
同
十
一
年
七
月
二
十
五
日
の
そ
れ
に
「
来
八
月

十
五
日
、
一
・
二
宮
両
社
御
神
事
之
時
御
正
分
役
事
、
仲
八
屋
藤
左
衛
門
尉
・
多
賀

谷
孫
次
郎
両
人
被
二
仰
付
一
畢
、
任
二
先
例
一
可
レ
有
二
沙
汰

（
（（（
（

一
」、
そ
し
て
同
十
三
年
六

月
十
二
日
の
大
内
氏
奉
行
人
連
署
奉
書

（
（（（
（

に
「
来
八
月
十
五
日
御
神
事
之
時
御
正
分
役
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事
、
宇
野
鍋
寿
丸
・
大
塚
民
部
丞
・
大
塚
新
九
郎
両
三
人
被
二
仰
付
一
畢
、
可
被
レ
存
二

其
旨
一
」
な
ど
と
あ
っ
て
、
大
内
氏
が
毎
年
新
た
に
正
分
役
負
担
者
を
任
命
し
て
勤

め
さ
せ
る
体
制
が
取
ら
れ
て
お
り
、
大
内
氏
に
よ
る
御
家
人
の
掌
握
・
統
制
の
場
と

し
て
放
生
会
が
機
能
す
る
に
至
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
構
造
、
す
な
わ

ち
守
護
・
戦
国
大
名
の
命
に
基
づ
い
て
毎
年
新
た
に
正
分
役
負
担
者
が
定
め
ら
れ
、

そ
れ
に
基
づ
い
て
放
生
会
が
執
行
さ
れ
る
と
い
う
祭
礼
の
あ
り
方
は
、
大
内
氏
滅
亡

後
の
毛
利
氏
に
も
受
け
継
が
れ
、
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
八
月
十
一
日
の
一
・
二

宮
両
社
へ
の
正
分
役
送
信
注
文

（
（（（
（

ま
で
、
そ
の
存
続
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
慶

長
六
年
（
一
六
〇
一
）
年
と
推
定
さ
れ
る
年
未
詳
閏
十
一
月
二
十
四
日
の
二
宮
祭

礼
方
付
立
案
文

（
（（（
（

に
お
い
て
、
一
・
二
宮
両
大
宮
司
は
「
従
二
御
公
儀
一
被
二
仰
付
一
候

ハ
て
不
二
相
叶
一
御
事
」
の
一
つ
と
し
て
「
御
正
分
役
之
事
」
を
書
き
上
げ
て
お
り
、

そ
れ
が
認
め
ら
れ
た
形
跡
を
見
出
し
得
ず
、
ま
た
以
後
の
史
料
に
正
分
役
が
現
れ
な

い
と
こ
ろ
か
ら
、
関
ヶ
原
合
戦
の
敗
戦
に
よ
る
毛
利
氏
の
転
封
を
以
て
、
そ
れ
は
終

焉
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　右
に
指
摘
し
た
放
生
会
正
分
役
成
立
の
問
題
は
、
守
護
大
内
氏
に
よ
る
領
国
支
配

の
安
定
に
と
も
な
う
祭
礼
構
造
の
整
備
と
し
て
評
価
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か

し
同
時
に
そ
れ
が
一
・
二
宮
の
祭
礼
構
造
の
変
質
を
も
示
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に

注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
一
・
二
宮
の
祭
礼
が
守
護
大
内
氏
に
よ
る
領
国
支
配

の
一
環
と
し
て
組
み
込
ま
れ
、
そ
の
政
治
的
支
配
を
支
え
る
た
め
の
装
置
と
し
て
機

能
す
る
に
至
っ
た
こ
と
、
そ
の
点
で
国
鎮
守
一
・
二
宮
の
世
俗
的
な
領
主
権
力
へ
の

従
属
化
が
い
っ
そ
う
進
行
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　こ
の
一
・
二
宮
祭
礼
の
世
俗
的
な
領
主
権
力
へ
の
従
属
と
い
う
問
題
は
、
国
衙
機

能
や
祭
礼
そ
の
も
の
の
形
式
化
・
形
骸
化
と
密
接
に
結
び
合
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
変

化
の
第
二
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
が
明
確
な
形
で
現
れ
て
く
る
の
は
大
内

氏
滅
亡
後
の
毛
利
氏
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
、
弘
治
三
年
（
一
五
五
七
）
十
一
月

十
四
日
の
毛
利
氏
奉
行
人
連
署
奉
書

（
（（（
（

を
史
料
初
見
と
し
て
、
か
つ
て
勅
使
権
介
役
を

勤
め
た
富
成
氏
が
「
一
二
宮
国
衙
在
庁
富
成
社
職
」
と
い
う
社
官
の
一
つ
と
し
て
表

示
さ
れ
、
神
事
行
事
武
久
氏
も
ま
た
「
社
官
武
久
対
馬
守

（
（（（
（

」
と
し
て
現
れ
て
く
る
。

富
成
兵
部
大
輔
（
隆
助
）
宛
の
毛
利
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
を
示
せ
ば
次
の
通
り
で
あ

る
。

長
門
国
一
二
宮
国
衙
在
庁
富
成
社
職
事
、
竜
福
寺
殿
御
代
被
レ
補
二
任
隆
助
一
号

鍋
千
代
丸
之
由
、
去
天
文
五
年
閏
十
月
十
八
日
任
二
野
田
兵
部
少
輔
・
相
良
中
務

大
丞
・
宮
川
大
蔵
丞
奉
書
之
旨
一
、
進
止
之
通
慥
被
二
知
召
一
畢
、
爰
当
時
続
目

御
判
致
二
頂
戴
一
度
之
由
雖
レ
被
レ
望
二
申
之
一
、彼
職
田
事
依
レ
為
二
国
衙
之
地
一
、

従
二
前
一々
無
沙
汰
上
者
、
今
以
不
レ
及
レ
被
レ
改
二
社
例
一
、
所
詮
守
二
先
規
一
、

社
役
堅
固
被
レ
所
二
勤
之
一
、
進
止
不
レ
可
レ
有
二
相
違
一
之
由
所
レ
被
二
仰
出
一
也
、

仍
執
達
如
レ
件
、（
年
号
・
署
名
・
宛
名
略
）

　文
中
に
あ
る
竜
福
寺
殿
（
大
内
義
隆
）
時
代
の
補
任
と
は
、
天
文
五
年

（
一
五
三
六
）
閏
十
月
十
八
日
の
大
内
氏
奉
行
人
連
署
奉
書

（
（（（
（

に
よ
っ
て
、「
富
成
給

田
内
」
の
知
行
が
「（
富
成
）
清
国
子
息
鍋
千
代
丸
」
に
安
堵
さ
れ
た
こ
と
を
い
う
。

そ
し
て
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
毛
利
氏
が
「
彼
職
田
事
依
為
二
国
衙
之
地
一
、

従
二
前
一々
無
沙
汰
上
者
、
今
以
不
レ
及
レ
被
レ
改
二
社
例
一
、
所
詮
守
二
先
規
一
、
社
役

堅
固
被
レ
所
二
勤
之
一
」
と
し
て
、
富
成
給
田
を
社
役
を
勤
め
る
た
め
の
特
別
の
田
地
、

戦
国
大
名
毛
利
氏
と
い
え
ど
も
関
与
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
と
こ
ろ
（「
従
二
前
々

一
無
沙
汰
」）
と
認
め
、
そ
の
職
務
を
「
富
成
社
職
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。

富
成
隆
助
は
、
翌
弘
治
四
年
二
月
十
四
日
に
改
め
て
毛
利
氏
奉
行
人
の
一
人
岩
正
興

致
か
ら
、「
長
州
一
二
両
社
国
衙
在
庁
富
成
社
職
事
、
任
二
先
例
一
令
レ
補
二
任
隆
助
一

畢
者
、
公
務
・
武
役
等
有
二
所
勤
一
、
可
レ
被
レ
全
二
知
行
一
」
と
の
補
任
状

（
（（（
（

を
与
え
ら

れ
て
い
て
、
こ
こ
に
い
う
「
公
務
」
が
「
富
成
社
職
」
の
内
容
で
あ
っ
た
と
い
え

る
。
と
こ
ろ
で
、
富
成
隆
助
は
こ
の
毛
利
氏
へ
の
代
替
わ
り
安
堵
に
先
立
っ
て
、
天

文
二
十
一
年
に
は
大
内
義
長
へ
の
代
替
わ
り
安
堵
を
求
め
て
い
て
、
次
の
よ
う
な
裁

許
状
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
。

長
州
国
衙
在
庁
富
成
職
事
所
レ
令
二
裁
許
一
也
者
、
守
二
先
例
一
社
役
云
、
社
領
云
、

兵
部
大
輔
隆
助
領
掌
不
レ
可
レ
有
二
相
違
一
状
如
レ
件
、
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事
、
宇
野
鍋
寿
丸
・
大
塚
民
部
丞
・
大
塚
新
九
郎
両
三
人
被
二
仰
付
一
畢
、
可
被
レ
存
二

其
旨
一
」
な
ど
と
あ
っ
て
、
大
内
氏
が
毎
年
新
た
に
正
分
役
負
担
者
を
任
命
し
て
勤

め
さ
せ
る
体
制
が
取
ら
れ
て
お
り
、
大
内
氏
に
よ
る
御
家
人
の
掌
握
・
統
制
の
場
と

し
て
放
生
会
が
機
能
す
る
に
至
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
構
造
、
す
な
わ

ち
守
護
・
戦
国
大
名
の
命
に
基
づ
い
て
毎
年
新
た
に
正
分
役
負
担
者
が
定
め
ら
れ
、

そ
れ
に
基
づ
い
て
放
生
会
が
執
行
さ
れ
る
と
い
う
祭
礼
の
あ
り
方
は
、
大
内
氏
滅
亡

後
の
毛
利
氏
に
も
受
け
継
が
れ
、
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
八
月
十
一
日
の
一
・
二

宮
両
社
へ
の
正
分
役
送
信
注
文

（
（（（
（

ま
で
、
そ
の
存
続
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
慶

長
六
年
（
一
六
〇
一
）
年
と
推
定
さ
れ
る
年
未
詳
閏
十
一
月
二
十
四
日
の
二
宮
祭

礼
方
付
立
案
文

（
（（（
（

に
お
い
て
、
一
・
二
宮
両
大
宮
司
は
「
従
二
御
公
儀
一
被
二
仰
付
一
候

ハ
て
不
二
相
叶
一
御
事
」
の
一
つ
と
し
て
「
御
正
分
役
之
事
」
を
書
き
上
げ
て
お
り
、

そ
れ
が
認
め
ら
れ
た
形
跡
を
見
出
し
得
ず
、
ま
た
以
後
の
史
料
に
正
分
役
が
現
れ
な

い
と
こ
ろ
か
ら
、
関
ヶ
原
合
戦
の
敗
戦
に
よ
る
毛
利
氏
の
転
封
を
以
て
、
そ
れ
は
終

焉
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　右
に
指
摘
し
た
放
生
会
正
分
役
成
立
の
問
題
は
、
守
護
大
内
氏
に
よ
る
領
国
支
配

の
安
定
に
と
も
な
う
祭
礼
構
造
の
整
備
と
し
て
評
価
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か

し
同
時
に
そ
れ
が
一
・
二
宮
の
祭
礼
構
造
の
変
質
を
も
示
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に

注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
一
・
二
宮
の
祭
礼
が
守
護
大
内
氏
に
よ
る
領
国
支
配

の
一
環
と
し
て
組
み
込
ま
れ
、
そ
の
政
治
的
支
配
を
支
え
る
た
め
の
装
置
と
し
て
機

能
す
る
に
至
っ
た
こ
と
、
そ
の
点
で
国
鎮
守
一
・
二
宮
の
世
俗
的
な
領
主
権
力
へ
の

従
属
化
が
い
っ
そ
う
進
行
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　こ
の
一
・
二
宮
祭
礼
の
世
俗
的
な
領
主
権
力
へ
の
従
属
と
い
う
問
題
は
、
国
衙
機

能
や
祭
礼
そ
の
も
の
の
形
式
化
・
形
骸
化
と
密
接
に
結
び
合
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
変

化
の
第
二
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
が
明
確
な
形
で
現
れ
て
く
る
の
は
大
内

氏
滅
亡
後
の
毛
利
氏
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
、
弘
治
三
年
（
一
五
五
七
）
十
一
月

十
四
日
の
毛
利
氏
奉
行
人
連
署
奉
書

（
（（（
（

を
史
料
初
見
と
し
て
、
か
つ
て
勅
使
権
介
役
を

勤
め
た
富
成
氏
が
「
一
二
宮
国
衙
在
庁
富
成
社
職
」
と
い
う
社
官
の
一
つ
と
し
て
表

示
さ
れ
、
神
事
行
事
武
久
氏
も
ま
た
「
社
官
武
久
対
馬
守

（
（（（
（

」
と
し
て
現
れ
て
く
る
。

富
成
兵
部
大
輔
（
隆
助
）
宛
の
毛
利
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
を
示
せ
ば
次
の
通
り
で
あ

る
。

長
門
国
一
二
宮
国
衙
在
庁
富
成
社
職
事
、
竜
福
寺
殿
御
代
被
レ
補
二
任
隆
助
一
号

鍋
千
代
丸
之
由
、
去
天
文
五
年
閏
十
月
十
八
日
任
二
野
田
兵
部
少
輔
・
相
良
中
務

大
丞
・
宮
川
大
蔵
丞
奉
書
之
旨
一
、
進
止
之
通
慥
被
二
知
召
一
畢
、
爰
当
時
続
目

御
判
致
二
頂
戴
一
度
之
由
雖
レ
被
レ
望
二
申
之
一
、彼
職
田
事
依
レ
為
二
国
衙
之
地
一
、

従
二
前
一々
無
沙
汰
上
者
、
今
以
不
レ
及
レ
被
レ
改
二
社
例
一
、
所
詮
守
二
先
規
一
、

社
役
堅
固
被
レ
所
二
勤
之
一
、
進
止
不
レ
可
レ
有
二
相
違
一
之
由
所
レ
被
二
仰
出
一
也
、

仍
執
達
如
レ
件
、（
年
号
・
署
名
・
宛
名
略
）

　文
中
に
あ
る
竜
福
寺
殿
（
大
内
義
隆
）
時
代
の
補
任
と
は
、
天
文
五
年

（
一
五
三
六
）
閏
十
月
十
八
日
の
大
内
氏
奉
行
人
連
署
奉
書

（
（（（
（

に
よ
っ
て
、「
富
成
給

田
内
」
の
知
行
が
「（
富
成
）
清
国
子
息
鍋
千
代
丸
」
に
安
堵
さ
れ
た
こ
と
を
い
う
。

そ
し
て
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
毛
利
氏
が
「
彼
職
田
事
依
為
二
国
衙
之
地
一
、

従
二
前
一々
無
沙
汰
上
者
、
今
以
不
レ
及
レ
被
レ
改
二
社
例
一
、
所
詮
守
二
先
規
一
、
社
役

堅
固
被
レ
所
二
勤
之
一
」
と
し
て
、
富
成
給
田
を
社
役
を
勤
め
る
た
め
の
特
別
の
田
地
、

戦
国
大
名
毛
利
氏
と
い
え
ど
も
関
与
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
と
こ
ろ
（「
従
二
前
々

一
無
沙
汰
」）
と
認
め
、
そ
の
職
務
を
「
富
成
社
職
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。

富
成
隆
助
は
、
翌
弘
治
四
年
二
月
十
四
日
に
改
め
て
毛
利
氏
奉
行
人
の
一
人
岩
正
興

致
か
ら
、「
長
州
一
二
両
社
国
衙
在
庁
富
成
社
職
事
、
任
二
先
例
一
令
レ
補
二
任
隆
助
一

畢
者
、
公
務
・
武
役
等
有
二
所
勤
一
、
可
レ
被
レ
全
二
知
行
一
」
と
の
補
任
状

（
（（（
（

を
与
え
ら

れ
て
い
て
、
こ
こ
に
い
う
「
公
務
」
が
「
富
成
社
職
」
の
内
容
で
あ
っ
た
と
い
え

る
。
と
こ
ろ
で
、
富
成
隆
助
は
こ
の
毛
利
氏
へ
の
代
替
わ
り
安
堵
に
先
立
っ
て
、
天

文
二
十
一
年
に
は
大
内
義
長
へ
の
代
替
わ
り
安
堵
を
求
め
て
い
て
、
次
の
よ
う
な
裁

許
状
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
。

長
州
国
衙
在
庁
富
成
職
事
所
レ
令
二
裁
許
一
也
者
、
守
二
先
例
一
社
役
云
、
社
領
云
、

兵
部
大
輔
隆
助
領
掌
不
レ
可
レ
有
二
相
違
一
状
如
レ
件
、
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位
（
（（（
（

　こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、「
社
役
云
、
社
領
云
、
兵
部
大
輔
隆
助
領
掌
不
レ
可
レ
有
二

相
違
一
」
と
あ
っ
て
、
富
成
隆
助
の
知
行
す
る
給
田
が
「
社
領
」
と
表
記
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
毛
利
氏
が
「
彼
職
田
事
依
為
二
国
衙
之
地
一
、
従
二
前
一々
無
沙
汰
」

と
指
摘
し
て
い
る
の
も
こ
れ
と
同
様
で
あ
っ
て
、
国
衙
領
と
し
て
の
給
田
が
一
・
二

宮
両
社
の
社
領
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
国
衙
権
力
と

国
鎮
守
と
の
連
携
に
基
づ
く
公
的
国
家
的
な
祭
礼
と
い
う
中
世
一
宮
制
の
持
つ
本
来

の
特
徴
が
失
わ
れ
て
著
し
く
形
骸
化
し
、
た
だ
名
目
的
な
形
で
「
国
衙
在
庁
官
人
」

が
「
社
役
」
を
勤
め
る
、
そ
れ
が
「
富
成
社
職
」
と
い
う
形
で
表
記
さ
れ
る
も
の
の

実
態
で
あ
り
、だ
か
ら
こ
そ
そ
れ
は
一
・
二
宮
両
社
の
社
官
と
も
考
え
ら
れ
た
。「
社

官
武
久
対
馬
守
」
と
い
う
表
記
は
こ
れ
を
最
も
端
的
な
形
で
表
し
た
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
ら
は
一
括
し
て
「
国
衙
諸
社
官

（
（（（
（

」・「
国
衙
社
人

（
（（（
（

」
な
ど
と
も
呼
ば
れ
た
の
で
あ
っ

た
。
国
衙
機
能
の
形
式
化
・
形
骸
化
は
明
白
で
あ
り
、
そ
れ
は
国
鎮
守
と
し
て
の
祭

礼
そ
の
も
の
の
形
式
化
・
形
骸
化
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　そ
う
し
た
点
か
ら
、
変
化
の
第
三
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
府
中
地
域
に
お
け

る
商
手
工
業
活
動
を
通
じ
て
成
長
を
遂
げ
た
「
町
人
」
た
ち
の
祭
礼
へ
の
参
加
を
媒

介
と
し
て
、
そ
れ
が
府
中
地
域
に
お
け
る
華
や
か
な
祭
礼
へ
と
変
質
し
て
い
っ
た
こ

と
、
す
な
わ
ち
一
・
二
宮
の
祭
礼
が
国
鎮
守
の
祭
礼
と
し
て
の
本
来
の
政
治
的
性
格

を
喪
失
し
、
単
な
る
地
域
的
な
祭
礼
へ
と
転
換
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
す
で
に
大
内
氏
の
も
と
で
一
宮
制
の
再
編
が
行
わ
れ
、

府
中
地
域
と
そ
の
周
辺
部
を
中
心
と
す
る
空
間
的
に
も
限
定
さ
れ
た
祭
礼
へ
と
転
換

し
た
こ
と
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
戦
国
期
に
お
け
る
町
人
た

ち
の
祭
礼
へ
の
参
加
を
機
に
一
挙
に
決
定
的
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　文
明
十
年（
一
四
七
八
）八
月
十
日
の
大
内
氏
奉
行
人
連
署
奉
書

（
（（（
（

に
は
、「
当
社（
二

宮
…
井
上
）
御
祭
礼
時
、
上
下
商
人
并
府
中
地
下
仁
等
可
レ
為
二
売
買
煩
一
間
、
町
面

寄
宿
軍
勢
甲
乙
人
悉
被
レ
加
二
制
止
一
了
」
と
あ
っ
て
、
す
で
に
こ
の
頃
か
ら
府
中
の

住
人
た
ち
が
祭
礼
の
場
に
積
極
的
に
参
加
し
つ
つ
あ
っ
た
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る

が
、
戦
国
末
期
に
は
そ
の
様
相
が
さ
ら
に
大
き
く
転
換
す
る
。
そ
れ
が
明
確
に
分
か

る
の
は
天
正
頃
と
推
定
さ
れ
る
年
未
詳
三
月
二
十
四
日
の
勝
間
田
孫
六
（
春
景
）
宛

毛
利
氏
奉
行
人
連
署
奉
書

（
（（（
（

に
お
い
て
で
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

長
州
二
宮
七
月
大
念
仏
御
神
事
之
儀
、
従
二
去
年
一
新
儀
ニ
町
人
対
二
神
慮
一
成
レ

妨
之
由
、
大
宮
司
言
上
之
趣
披
露
候
処
、
太
以
不
レ
可
レ
然
之
由
被
二
仰
出
一
候
、

於
二
此
上
一
茂
町
人
等
申
分
於
レ
有
レ
之
者
、
如
二
前
一々
四
町
共
ニ
以
二
引
山
一
御

神
事
可
レ
遂
二
馳
走
一
之
通
可
レ
被
二
申
付
一
之
旨
候
、恐
々
謹
言
、（
日
付
・
署
名
・

宛
名
略
）

　本
文
書
の
直
接
的
な
関
係
史
料
が
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、「
新
儀
の
妨
」
の
具

体
的
な
内
容
は
明
確
で
な
い
が
、
府
中
地
域
の
四
町
の
「
町
人
」
た
ち
が
二
宮
の
七

月
大
念
仏
神
事
を
め
ぐ
っ
て
大
宮
司
と
対
立
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
問
題

は
、
こ
の
史
料
の
中
に
注
目
す
べ
き
多
く
の
論
点
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
第
一
は
、二
宮
の
七
月
大
念
仏
神
事
で
あ
る
。
天
正
九
年
（
一
五
八
一
）

七
月
十
日
の
二
宮
御
神
事
御
能
法
度

（
（（（
（

に
よ
る
と
、
こ
の
神
事
は
七
月
七
日
か
ら
九
日

の
夜
に
念
仏
、
十
日
か
ら
十
三
日
の
夜
に
は
風
流
、
そ
し
て
十
四
・
五
両
日
に
能
を

行
う
と
い
う
も
の
で
、
府
中
地
域
の
四
町
（
北
町
・
南
町
・
亀
甲
町
・
惣
社
町
）
の

町
人
自
身
が
主
体
と
な
っ
て
行
わ
れ
る
風
流
念
仏
の
祭
礼
と
い
う
特
徴
を
持
つ
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
ま
ず
以
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
七
月
大
念
仏
神
事
が
さ
き

に
示
し
た
二
宮
年
中
行
事
の
中
に
は
ま
っ
た
く
姿
を
現
さ
ず
、
戦
国
末
期
に
な
っ
て

新
し
く
成
立
し
た
祭
礼
だ
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
四
町
の
町
人
自
身
が
主
体

と
な
っ
て
風
流
や
能
を
行
う
こ
と
か
ら
考
え
て
、
こ
の
神
事
は
町
人
た
ち
の
要
求
に

基
づ
い
て
新
た
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と

か
ら
、
第
二
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
町
人
た
ち
の
主
体
的
な
祭
礼
へ
の
参
加
を
通
じ

て
、
二
宮
の
祭
礼
が
府
中
地
域
に
住
む
民
衆
自
身
の
地
域
的
な
祭
礼
へ
と
大
き
く
転

換
し
つ
つ
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。「
如
二
前
一々
四
町
共
ニ
以
二
引
山
一

御
神
事
可
レ
遂
二
馳
走
一
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
う
し
た
変
化
が
す
で
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に
か
な
り
以
前
か
ら
生
ま
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
こ
に
は
町
人
た
ち
が
町
単
位

で
「
引
山
（
山
車
）」
を
作
っ
て
参
加
す
る
と
い
う
、
京
都
の
祇
園
祭
な
ど
と
同
性

格
の
特
徴
が
生
ま
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　し
か
し
、
重
要
な
の
は
町
人
た
ち
の
要
求
に
基
づ
い
て
新
た
な
祭
礼
が
成
立
し
た

と
い
う
こ
と
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
こ
れ
と
連
動
し
な
が
ら
、
従
来
の
祭
礼
そ

の
も
の
が
大
き
く
様
変
わ
り
し
た
こ
と
に
こ
そ
、
む
し
ろ
注
目
す
べ
き
問
題
が
含
ま

れ
て
い
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
大
内
氏
御
家
人
制
の
成
立
に
と

も
な
っ
て
再
編
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
放
生
会
に
お
い
て
看
取
す
る
こ
と
が
で
き

る
。　天

正
二
年
八
月
十
四
日
の
長
門
国
一
二
両
社
祭
式
定

（
（（（
（

は
、
八
月
一
日
か
ら
十
五
日

に
至
る
二
宮
放
生
会
、
中
で
も
十
四
日
に
行
わ
れ
る
長
浜
八
幡
宮
へ
の
神
幸
の
あ
り

方
（
行
列
次
第
）
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
、
こ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る
。
当
日
申
の
刻
に
一
宮
の
神
輿
が
二
宮
に
到
着
。
日
暮
れ
か
ら
一
・
二
宮
両
社
の

神
輿
が
長
浜
八
幡
宮
の
松
原
に
神
幸
。
そ
の
行
列
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
先
導
役
と

し
て
の
「
先
乗
」
に
続
い
て
「
勅
使
」・「
索
馬
」・「
獅
子
」、
そ
し
て
一
宮
の
行
列
、

二
宮
の
行
列
、
四
町
の
組
頭
氏
子
中
の
行
列
、
最
後
に
「
御
役
人
」
と
「
騎
馬
行
列
」

が
続
く
。
こ
の
う
ち
一
宮
の
行
列
は
、「
猿
田
彦
」・「
大
麻
」・「
弓
矢
」・「
鉾
」・

「
劔
」・「
金
幣
」・「
筥
」・「
別
当
社
僧
」・「
楽
人
」・「
神
輿
」・「
神
馬
」・「
大
宮
司
」

の
順
、
同
じ
く
二
宮
の
行
列
は
、「
猿
田
彦
」・「
大
麻
」・「
弓
矢
」・「
鉾
」・「
榊
枝
」・

「
金
幣
」・「
劔
」・「
几
帳
」・「
別
当
社
僧
」・「
楽
人
」・「
神
輿
」・「
神
馬
」・「
大
宮

司
」
の
順
、
そ
し
て
組
頭
氏
子
中
は
「
北
町
」・「
土
居
ノ
内
町
」・「
中
ノ
町
」・「
南

ノ
町
」・「
長
浜
町
」・「
別
所
町
」・「
亀
ノ
甲
町
」・「
惣
社
町
」
の
順
で
、
各
町
の
行

列
の
間
に
は
そ
れ
ぞ
れ
「
額
」・「
車
」・「
幡
」
が
挟
ま
れ
行
進
す
る
。「
車
」
と
は

山
車
の
こ
と
と
推
定
さ
れ
、
中
ノ
町
以
外
の
七
町
か
ら
計
七
台
が
引
か
れ
る
。

　こ
の
行
列
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
本
来
国
衙
在
庁
官
人
（
勅
使
）
と
一
・
二
宮
両

社
社
官（
社
僧
も
含
む
で
あ
ろ
う
）の
み
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
祭
礼
に
四
町（
中

ノ
町
・
土
居
ノ
内
町
は
北
町
の
内
に
、
そ
し
て
別
所
町
・
長
浜
町
は
亀
甲
町
に
含
ま

れ
る
）
の
町
人
た
ち
が
新
た
に
「
氏
子
」
と
し
て
加
わ
り
、
山
車
な
ど
を
引
き
出
す

こ
と
に
よ
り
、
祭
礼
そ
の
も
の
が
風
流
の
様
相
を
帯
び
て
極
め
て
華
や
か
な
氏
子
の

祭
り
（
府
中
地
域
の
祭
礼
）
と
い
う
特
徴
を
持
つ
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で

あ
る
。こ
う
し
た
変
化
は
、こ
の
神
輿
渡
御
が
先
述
の
よ
う
に
も
と
は
十
五
日
で
あ
っ

た
の
が
、
一
日
繰
り
上
が
っ
て
十
四
日
と
な
り
、
こ
の
神
幸
そ
の
も
の
が
重
視
さ
れ

る
に
至
っ
た
こ
と
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
町
人
た
ち
（
＝
民
衆
）
が
主
体

と
な
っ
て
行
わ
れ
る
近
世
的
な
祭
礼
の
成
立
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
民
衆

統
治
の
た
め
の
顕
著
な
政
治
的
性
格
を
帯
び
た
国
鎮
守
と
し
て
の
、
本
来
の
一
宮
祭

礼
と
は
大
き
く
性
格
を
転
換
さ
せ
て
い
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　以
上
、
室
町
・
戦
国
期
を
通
じ
て
一
・
二
宮
の
祭
礼
構
造
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し

て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
三
つ
の
点
を
指
摘
し
た
。
で
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
中

世
一
宮
制
の
変
質
・
解
体
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
合
っ
て
い
た
と
考
え
れ
ば
よ
い
の

で
あ
ろ
う
か
。
本
章
を
終
え
る
に
当
た
っ
て
、
簡
単
に
こ
の
問
題
の
ま
と
め
を
し
て

お
く
こ
と
と
し
た
い
。

　ま
ず
第
一
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
放
生
会
の
あ
り
方
の
変
化
に
最
も
端
的
な
形
で

示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
守
護
大
内
氏
の
室
町
幕
府
―
守
護
体
制
か
ら
の
離
脱
化
傾

向
（
＝
大
内
氏
独
自
の
国
御
家
人
制
の
成
立
に
よ
る
地
域
支
配
権
力
と
し
て
の
自
立

化
な
ど
）
の
中
で
そ
の
変
質
が
始
ま
り
、
そ
し
て
戦
国
大
名
毛
利
氏
の
も
と
で
一
挙

に
そ
の
変
質
が
加
速
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
、
こ
う
し
た
祭
礼
内
容
の
変
化
が
長
門
国

に
お
け
る
中
世
一
宮
制
の
解
体
過
程
に
他
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
政
治
的
・
社
会
的
・
宗
教
的
勢
力
と
し
て
の
一
・
二
宮
（
権
力
）
の

世
俗
的
領
主
権
力
へ
の
従
属
化
、
及
び
国
鎮
守
と
し
て
の
一
・
二
宮
の
祭
礼
の
政
治

的
性
格
の
喪
失
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
単
な
る
地
域
的
な
祭
礼
化
と
し
て
捉
え
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　問
題
は
守
護
大
内
氏
の
戦
国
大
名
化
や
戦
国
大
名
毛
利
氏
の
支
配
の
展
開
に
と
も

な
っ
て
、
な
ぜ
こ
う
し
た
中
世
一
宮
制
の
解
体
化
が
急
激
に
進
行
し
て
い
っ
た
の
か

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
が
第
二
の
論
点
と
な
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
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に
か
な
り
以
前
か
ら
生
ま
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
こ
に
は
町
人
た
ち
が
町
単
位

で
「
引
山
（
山
車
）」
を
作
っ
て
参
加
す
る
と
い
う
、
京
都
の
祇
園
祭
な
ど
と
同
性

格
の
特
徴
が
生
ま
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　し
か
し
、
重
要
な
の
は
町
人
た
ち
の
要
求
に
基
づ
い
て
新
た
な
祭
礼
が
成
立
し
た

と
い
う
こ
と
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
こ
れ
と
連
動
し
な
が
ら
、
従
来
の
祭
礼
そ

の
も
の
が
大
き
く
様
変
わ
り
し
た
こ
と
に
こ
そ
、
む
し
ろ
注
目
す
べ
き
問
題
が
含
ま

れ
て
い
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
大
内
氏
御
家
人
制
の
成
立
に
と

も
な
っ
て
再
編
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
放
生
会
に
お
い
て
看
取
す
る
こ
と
が
で
き

る
。　天

正
二
年
八
月
十
四
日
の
長
門
国
一
二
両
社
祭
式
定

（
（（（
（

は
、
八
月
一
日
か
ら
十
五
日

に
至
る
二
宮
放
生
会
、
中
で
も
十
四
日
に
行
わ
れ
る
長
浜
八
幡
宮
へ
の
神
幸
の
あ
り

方
（
行
列
次
第
）
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
、
こ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る
。
当
日
申
の
刻
に
一
宮
の
神
輿
が
二
宮
に
到
着
。
日
暮
れ
か
ら
一
・
二
宮
両
社
の

神
輿
が
長
浜
八
幡
宮
の
松
原
に
神
幸
。
そ
の
行
列
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
先
導
役
と

し
て
の
「
先
乗
」
に
続
い
て
「
勅
使
」・「
索
馬
」・「
獅
子
」、
そ
し
て
一
宮
の
行
列
、

二
宮
の
行
列
、
四
町
の
組
頭
氏
子
中
の
行
列
、
最
後
に
「
御
役
人
」
と
「
騎
馬
行
列
」

が
続
く
。
こ
の
う
ち
一
宮
の
行
列
は
、「
猿
田
彦
」・「
大
麻
」・「
弓
矢
」・「
鉾
」・

「
劔
」・「
金
幣
」・「
筥
」・「
別
当
社
僧
」・「
楽
人
」・「
神
輿
」・「
神
馬
」・「
大
宮
司
」

の
順
、
同
じ
く
二
宮
の
行
列
は
、「
猿
田
彦
」・「
大
麻
」・「
弓
矢
」・「
鉾
」・「
榊
枝
」・

「
金
幣
」・「
劔
」・「
几
帳
」・「
別
当
社
僧
」・「
楽
人
」・「
神
輿
」・「
神
馬
」・「
大
宮

司
」
の
順
、
そ
し
て
組
頭
氏
子
中
は
「
北
町
」・「
土
居
ノ
内
町
」・「
中
ノ
町
」・「
南

ノ
町
」・「
長
浜
町
」・「
別
所
町
」・「
亀
ノ
甲
町
」・「
惣
社
町
」
の
順
で
、
各
町
の
行

列
の
間
に
は
そ
れ
ぞ
れ
「
額
」・「
車
」・「
幡
」
が
挟
ま
れ
行
進
す
る
。「
車
」
と
は

山
車
の
こ
と
と
推
定
さ
れ
、
中
ノ
町
以
外
の
七
町
か
ら
計
七
台
が
引
か
れ
る
。

　こ
の
行
列
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
本
来
国
衙
在
庁
官
人
（
勅
使
）
と
一
・
二
宮
両

社
社
官（
社
僧
も
含
む
で
あ
ろ
う
）の
み
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
祭
礼
に
四
町（
中

ノ
町
・
土
居
ノ
内
町
は
北
町
の
内
に
、
そ
し
て
別
所
町
・
長
浜
町
は
亀
甲
町
に
含
ま

れ
る
）
の
町
人
た
ち
が
新
た
に
「
氏
子
」
と
し
て
加
わ
り
、
山
車
な
ど
を
引
き
出
す

こ
と
に
よ
り
、
祭
礼
そ
の
も
の
が
風
流
の
様
相
を
帯
び
て
極
め
て
華
や
か
な
氏
子
の

祭
り
（
府
中
地
域
の
祭
礼
）
と
い
う
特
徴
を
持
つ
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で

あ
る
。こ
う
し
た
変
化
は
、こ
の
神
輿
渡
御
が
先
述
の
よ
う
に
も
と
は
十
五
日
で
あ
っ

た
の
が
、
一
日
繰
り
上
が
っ
て
十
四
日
と
な
り
、
こ
の
神
幸
そ
の
も
の
が
重
視
さ
れ

る
に
至
っ
た
こ
と
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
町
人
た
ち
（
＝
民
衆
）
が
主
体

と
な
っ
て
行
わ
れ
る
近
世
的
な
祭
礼
の
成
立
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
民
衆

統
治
の
た
め
の
顕
著
な
政
治
的
性
格
を
帯
び
た
国
鎮
守
と
し
て
の
、
本
来
の
一
宮
祭

礼
と
は
大
き
く
性
格
を
転
換
さ
せ
て
い
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　以
上
、
室
町
・
戦
国
期
を
通
じ
て
一
・
二
宮
の
祭
礼
構
造
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し

て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
三
つ
の
点
を
指
摘
し
た
。
で
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
中

世
一
宮
制
の
変
質
・
解
体
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
合
っ
て
い
た
と
考
え
れ
ば
よ
い
の

で
あ
ろ
う
か
。
本
章
を
終
え
る
に
当
た
っ
て
、
簡
単
に
こ
の
問
題
の
ま
と
め
を
し
て

お
く
こ
と
と
し
た
い
。

　ま
ず
第
一
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
放
生
会
の
あ
り
方
の
変
化
に
最
も
端
的
な
形
で

示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
守
護
大
内
氏
の
室
町
幕
府
―
守
護
体
制
か
ら
の
離
脱
化
傾

向
（
＝
大
内
氏
独
自
の
国
御
家
人
制
の
成
立
に
よ
る
地
域
支
配
権
力
と
し
て
の
自
立

化
な
ど
）
の
中
で
そ
の
変
質
が
始
ま
り
、
そ
し
て
戦
国
大
名
毛
利
氏
の
も
と
で
一
挙

に
そ
の
変
質
が
加
速
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
、
こ
う
し
た
祭
礼
内
容
の
変
化
が
長
門
国

に
お
け
る
中
世
一
宮
制
の
解
体
過
程
に
他
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
政
治
的
・
社
会
的
・
宗
教
的
勢
力
と
し
て
の
一
・
二
宮
（
権
力
）
の

世
俗
的
領
主
権
力
へ
の
従
属
化
、
及
び
国
鎮
守
と
し
て
の
一
・
二
宮
の
祭
礼
の
政
治

的
性
格
の
喪
失
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
単
な
る
地
域
的
な
祭
礼
化
と
し
て
捉
え
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　問
題
は
守
護
大
内
氏
の
戦
国
大
名
化
や
戦
国
大
名
毛
利
氏
の
支
配
の
展
開
に
と
も

な
っ
て
、
な
ぜ
こ
う
し
た
中
世
一
宮
制
の
解
体
化
が
急
激
に
進
行
し
て
い
っ
た
の
か

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
が
第
二
の
論
点
と
な
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
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上
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
毛
利
氏
の
支
配
下
に
あ
っ
て
長
門
国
一
・
二
宮
の
位
置
づ

け
が
大
き
く
変
化
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
う
か
が
わ
せ

る
の
は
、
元
亀
三
年
（
一
五
七
二
）
十
月
十
二
日
に
内
藤
隆
春
が
毛
利
氏
奉
行
人
児

玉
元
良
・
兼
重
元
宣
両
名
に
提
出
し
た
起
請
文

（
（（（
（

の
神
文
部
分
に
、「（
隆
春
事
、
何
篇

於
レ
存
二
別
心
一
者
）
日
本
国
中
大
小
神
祇
、
当
国
厳
島
大
明
神
、
相
合
八
幡
大
菩
薩
、

殊
長
州
一
・
二
両
社
、
各
神
罰
冥
罰
可
二
罷
蒙
一
者
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
厳
島
神
社
は
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
毛
利
氏
の
本
国
安
芸
国
の
一
宮

で
あ
る
が
、
重
要
な
の
は
そ
れ
と
並
べ
て
内
藤
隆
春
の
居
住
す
る
長
門
国
の
一
・
二

宮
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
戦
国
期
の
毛
利
氏
関
係
文
書
に
は
、
こ
の
よ
う

に
安
芸
国
一
宮
厳
島
神
社
と
毛
利
氏
に
よ
っ
て
制
圧
さ
れ
た
国
の
一
宮
と
を
併
記
す

る
事
例
が
広
く
一
般
的
に
認
め
ら
れ

（
（（（
（

、
本
文
書
も
ま
た
そ
う
し
た
事
例
の
一
つ
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
問
題
は
、
こ
の
二
つ
の
異
な
る
国
一
宮
の
併
記
が
何
を
意
味
し
た

の
か
で
あ
り
、そ
れ
が
単
な
る
並
列
、併
記
で
は
な
く
、明
ら
か
な
上
下
関
係
を
持
っ

て
い
た
こ
と
に
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
厳
島
神
社
が
安
芸
国
の
一

宮
で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
が
、
複
数
国
に
ま
た
が
る
領
国
支
配
を
実
現
し
た
毛

利
氏
に
と
っ
て
、
厳
島
神
社
は
安
芸
一
国
に
と
ど
ま
ら
ず
、
領
国
全
体
を
覆
う
毛
利

氏
領
国
全
体
の
鎮
守
神
へ
と
実
質
的
に
そ
の
性
格
を
転
換
さ
せ
た
の
で
あ
っ
て
、
同

様
に
毛
利
氏
領
国
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
諸
国
の
一
宮
は
、
本
来
の
一
宮
（
＝
国
鎮

守
）
と
し
て
の
性
格
を
喪
失
し
、
毛
利
氏
領
国
の
一
部
を
構
成
す
る
一
地
域
神
へ
と

転
換
し
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
領
国
支
配
秩
序
の
原
理
が
「
長
門
国
」
と

い
う
旧
来
の
政
治
的
な
枠
組
み
を
希
薄
化
さ
せ
、
国
鎮
守
の
存
立
基
盤
を
一
挙
に
崩

壊
さ
せ
る
に
至
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
同
じ
く
戦
国
大
名
と
は
い
っ

て
も
、
国
支
配
秩
序
の
原
理
と
枠
組
み
の
上
に
構
築
さ
れ
て
い
た
大
内
氏
と
そ
う
で

は
な
い
毛
利
氏
と
で
は
、
そ
の
権
力
編
成
の
あ
り
方
に
大
き
な
違
い
が
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　右
に
指
摘
し
た
問
題
は
、
中
世
諸
国
一
宮
制
の
解
体
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
に
つ

い
て
考
え
る
上
で
注
目
す
べ
き
論
点
を
提
示
し
て
お
り
、
そ
れ
が
第
三
の
問
題
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
毛
利
氏
を
初
め
と
し
て
強
力
な
家
臣
団
編
成
と
組
織
さ
れ
た
軍
事

力
を
背
景
に
自
立
的
権
力
と
し
て
各
地
に
割
拠
し
た
戦
国
大
名
が
自
ら
の
権
力
を

「
公
儀
」
と
称
し
、
ま
た
他
か
ら
も
そ
う
呼
ば
れ
た

（
（（（
（

こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
こ
の
呼
称
の
持
つ
意
味
は
、
そ
れ
が
守
護
権
力
の
本
質
的
な
属
性
で
あ
る
国
支

配
秩
序
の
原
理
や
枠
組
み
を
超
え
る
も
の
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
、
こ
の
呼
称
の
登

場
は
中
央
国
家
権
力
と
各
国
単
位
の
地
域
支
配
権
力
と
の
鋭
い
矛
盾
と
緊
張
を
は
ら

ん
だ
相
互
依
存
・
補
完
関
係
の
上
に
立
つ
中
世
的
国
家
秩
序
そ
の
も
の
が
最
終
的
な

解
体
期
に
入
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
中
世
諸
国

一
宮
制
の
解
体
は
中
世
国
家
権
力
構
造
の
解
体
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
っ
た
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
が
戦
国
の
争
乱
と
天
下
統
一
（
近
世
幕
藩
制
国
家
の
成
立
）
の
過
程

を
通
じ
て
進
行
し
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
、
国
家
的
神
社
制
度
と
し
て
の
中
世
諸
国
一

宮
制
の
歴
史
的
な
本
質
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

❷
中
世
諸
国
一
宮
制
の
歴
史
的
性
格
と
構
造
的
特
質

　第
一
節

　中
世
後
期
一
宮
制
研
究
の
現
状
と
課
題

　前
章
で
の
考
察
を
踏
ま
え
、
本
章
で
は
全
国
的
な
視
野
に
立
っ
て
中
世
後
期
一
宮

制
の
歴
史
的
諸
特
徴
、
及
び
「
は
じ
め
に
」
で
指
摘
し
た
中
世
諸
国
一
宮
制
の
基
本

的
な
構
造
と
特
質
に
つ
い
て
若
干
考
え
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。
本
節
で
は
、
ま
ず

第
一
の
点
に
つ
い
て
考
え
る
。

　中
世
後
期
の
一
宮
制
そ
の
も
の
に
関
し
て
も
、
近
年
新
し
い
動
向
が
生
ま
れ
つ
つ

あ
る
。
一
つ
は
、
若
手
の
研
究
者
を
中
心
と
し
て
、
従
来
大
き
く
研
究
の
立
ち
後
れ

て
い
た
中
世
後
期
の
諸
国
一
宮
の
実
態
解
明
が
大
き
く
前
進
し
つ
つ
あ
る
こ
と
に
あ

る
。
永
田
忠
靖
氏

（
（（（
（

や
田
村
正
孝
氏

（
（（（
（

の
研
究
、
あ
る
い
は
さ
き
に
掲
げ
た
一
宮
研
究
会

編
『
中
世
一
宮
制
の
歴
史
的
展
開
』
上
に
収
め
ら
れ
た
諸
氏
の
論
考

（
（（（
（

な
ど
が
そ
れ
で

あ
る
。
し
か
し
い
ま
一
つ
に
は
、
中
世
諸
国
一
宮
制
の
理
解
を
め
ぐ
る
分
析
視
角
・
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方
法
論
上
の
混
乱
が
生
じ
て
い
て
、
こ
の
問
題
の
適
正
な
解
決
な
し
に
、
実
り
あ
る

研
究
の
発
展
が
期
待
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
中
世
後
期
一
宮
制
研
究
の
現
状
を
整
理
す
れ
ば
、
次
の
よ

う
な
特
徴
と
問
題
点
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　そ
の
第
一
は
、
中
世
後
期
一
宮
制
の
歴
史
的
特
性
と
も
関
わ
っ
て
、
各
一
宮
の
持

つ
多
様
で
個
性
的
な
実
態
が
具
体
的
な
形
で
明
ら
か
と
な
る
一
方
、
そ
の
地
域
的
独

自
性
・
特
殊
性
の
側
面
の
み
が
強
調
さ
れ
、
そ
れ
ら
全
体
の
統
一
的
把
握
（
＝
諸
国

一
宮
制
と
し
て
の
普
遍
性
の
抽
出
）
が
ま
す
ま
す
困
難
の
度
を
深
め
る
傾
向
に
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
鎌
倉
末
・
南
北
朝
期
以
後
の
中
世
後

期
に
は
各
国
な
ど
の
地
域
支
配
権
力
の
自
立
性
・
分
散
性
が
大
き
く
進
行
す
る
の
に

と
も
な
っ
て
、
諸
国
一
宮
の
持
つ
地
域
的
独
自
性
や
特
徴
が
い
っ
そ
う
顕
著
と
な

り
、
増
幅
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
中
世
諸
国
一

宮
制
の
ト
ー
タ
ル
で
統
一
的
な
解
明
の
た
め
に
は
、
本
来
、
よ
り
自
覚
的
に
一
宮
制

研
究
の
分
析
視
角
や
方
法
を
鍛
え
上
げ
、
構
築
し
て
い
く
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
状
に
あ
っ
て
は
そ
う
し
た
点
へ
の
配
慮
が
十
分
な
さ
れ

て
い
る
と
は
い
え
ず
、
む
し
ろ
事
態
は
い
っ
そ
う
困
難
な
方
向
（
＝
混
乱
）
へ
と
向

か
い
つ
つ
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　な
ぜ
そ
う
な
の
か
と
い
う
こ
と
と
も
関
わ
っ
て
、
第
二
の
特
徴
と
し
て
指
摘
で
き

る
の
は
、
現
状
に
お
け
る
中
世
後
期
一
宮
制
研
究
が
不
用
意
に
榎
原
雅
治
氏
の
理
論

に
依
拠
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
榎
原
氏
が
、
若
狭
や
備

前
・
播
磨
な
ど
の
諸
国
の
事
例
を
踏
ま
え
て
提
起
し
た
「
一
宮
を
中
心
と
す
る
国
内

荘
郷
鎮
守
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
論

（
（（（
（

は
、
中
世
後
期
一
宮
制
研
究
に
大
き
な
飛
躍
を
も

た
ら
し
た
、た
い
へ
ん
興
味
深
く
重
要
な
問
題
提
起
と
評
価
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、

一
宮
制
研
究
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
時
、
そ
こ
に
は
重
大
な
問
題
点
も
ま
た
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
ら
な
い
。

　榎
原
氏
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
の
最
大
の
理
論
的
特
徴
（
＝
弱
点
）
は
、
守
護
権
力

を
「
地
域
社
会
の
中
か
ら
生
ま
れ
る
公
権
力
」
と
し
て
の
み
捉
え
、
室
町
幕
府
―
守

護
体
制
と
の
関
連
を
問
う
視
点
が
欠
落
し
て
い
る
こ
と

（
（（（
（

、
す
な
わ
ち
集
権
性
と
分
権

性
と
の
統
一
に
お
い
て
中
世
国
家
を
ト
ー
タ
ル
に
捉
え
る
視
角
を
持
ち
得
て
い
な
い

こ
と
に
あ
る
。
榎
原
氏
が
提
起
し
た
守
護
権
力
の
民
衆
的
合
意
を
踏
ま
え
た
「
公
権

力
」
化
と
い
う
論
点
や
視
角
そ
れ
自
体
は
極
め
て
注
目
す
べ
き
重
要
な
も
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
が
国
家
権
力
機
構
の
不
可
欠
の
一
環
を
構
成
す
る
地
域
支
配
権
力
で
あ
る

こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
と
は
「
公
権
力
」
化
と
い
う
に
止
ま
ら
ず
、
そ
の
こ
と
を
通

じ
て
中
世
国
家
権
力
や
国
家
権
力
構
造
そ
の
も
の
が
ど
の
よ
う
に
変
質
し
て
い
っ
た

の
か
が
同
時
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
会
史
的
な
観
点
と
同
時
に
、
国
家

論
の
観
点
か
ら
の
分
析
も
ま
た
不
可
欠
だ
と
考
え
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
者

の
視
角
を
拒
否
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。　そ

し
て
さ
ら
に
注
意
を
要
す
る
の
は
、
こ
う
し
た
問
題
の
立
て
方
そ
の
も
の
が
、

そ
の
主
観
的
意
図
と
は
逆
に
、
客
観
的
に
は
具
体
的
な
一
宮
分
析
に
お
い
て
、
第
二

期
一
宮
制
研
究
の
継
続
と
新
た
な
形
で
の
復
活
を
促
す
結
果
を
招
い
て
し
ま
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
が
第
三
の
特
徴
と
い
え
る
。
具
体
的
に
は
、

国
衙
在
庁
官
人
層
の
み
の
意
志
的
結
集
の
場
で
あ
っ
た
諸
国
一
宮
が
、
荘
郷
鎮
守
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
媒
介
と
し
た
地
域
民
衆
共
同
の
守
護
神
へ
と
転
換
す
る
と
い
う
形

で
一
般
化
、
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
て
い
て
、
客
観
的
に
は
そ
れ
が
一
宮
制
研
究
の
第
二

期
へ
の
後
戻
り
、
一
宮
制
研
究
の
さ
ら
な
る
発
展
に
重
大
な
障
害
を
も
た
ら
す
結
果

を
招
い
て
し
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　こ
こ
で
改
め
て
石
井
進
・
河
音
能
平
・
伊
藤
邦
彦
氏
ら
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
第

二
期
一
宮
制
研
究
の
特
徴
と
問
題
点
と
を
整
理
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う

（
（（（
（

。

　一
、
古
代
末
・
中
世
成
立
期
に
研
究
が
集
中
し
て
い
て
、
そ
の
後
の
歴
史
的
展
開

過
程
（
変
質
・
解
体
過
程
）
が
明
ら
か
で
な
い
。

　二
、
政
治
史
的
な
視
角
か
ら
の
分
析
に
偏
り
、
宗
教
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
・
神
社
制
度

と
し
て
そ
れ
自
体
に
即
し
て
ト
ー
タ
ル
に
問
題
を
捉
え
る
展
望
が
示
さ
れ
て
い
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方
法
論
上
の
混
乱
が
生
じ
て
い
て
、
こ
の
問
題
の
適
正
な
解
決
な
し
に
、
実
り
あ
る

研
究
の
発
展
が
期
待
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
中
世
後
期
一
宮
制
研
究
の
現
状
を
整
理
す
れ
ば
、
次
の
よ

う
な
特
徴
と
問
題
点
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　そ
の
第
一
は
、
中
世
後
期
一
宮
制
の
歴
史
的
特
性
と
も
関
わ
っ
て
、
各
一
宮
の
持

つ
多
様
で
個
性
的
な
実
態
が
具
体
的
な
形
で
明
ら
か
と
な
る
一
方
、
そ
の
地
域
的
独

自
性
・
特
殊
性
の
側
面
の
み
が
強
調
さ
れ
、
そ
れ
ら
全
体
の
統
一
的
把
握
（
＝
諸
国

一
宮
制
と
し
て
の
普
遍
性
の
抽
出
）
が
ま
す
ま
す
困
難
の
度
を
深
め
る
傾
向
に
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
鎌
倉
末
・
南
北
朝
期
以
後
の
中
世
後

期
に
は
各
国
な
ど
の
地
域
支
配
権
力
の
自
立
性
・
分
散
性
が
大
き
く
進
行
す
る
の
に

と
も
な
っ
て
、
諸
国
一
宮
の
持
つ
地
域
的
独
自
性
や
特
徴
が
い
っ
そ
う
顕
著
と
な

り
、
増
幅
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
中
世
諸
国
一

宮
制
の
ト
ー
タ
ル
で
統
一
的
な
解
明
の
た
め
に
は
、
本
来
、
よ
り
自
覚
的
に
一
宮
制

研
究
の
分
析
視
角
や
方
法
を
鍛
え
上
げ
、
構
築
し
て
い
く
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
状
に
あ
っ
て
は
そ
う
し
た
点
へ
の
配
慮
が
十
分
な
さ
れ

て
い
る
と
は
い
え
ず
、
む
し
ろ
事
態
は
い
っ
そ
う
困
難
な
方
向
（
＝
混
乱
）
へ
と
向

か
い
つ
つ
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　な
ぜ
そ
う
な
の
か
と
い
う
こ
と
と
も
関
わ
っ
て
、
第
二
の
特
徴
と
し
て
指
摘
で
き

る
の
は
、
現
状
に
お
け
る
中
世
後
期
一
宮
制
研
究
が
不
用
意
に
榎
原
雅
治
氏
の
理
論

に
依
拠
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
榎
原
氏
が
、
若
狭
や
備

前
・
播
磨
な
ど
の
諸
国
の
事
例
を
踏
ま
え
て
提
起
し
た
「
一
宮
を
中
心
と
す
る
国
内

荘
郷
鎮
守
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
論

（
（（（
（

は
、
中
世
後
期
一
宮
制
研
究
に
大
き
な
飛
躍
を
も

た
ら
し
た
、た
い
へ
ん
興
味
深
く
重
要
な
問
題
提
起
と
評
価
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、

一
宮
制
研
究
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
時
、
そ
こ
に
は
重
大
な
問
題
点
も
ま
た
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
ら
な
い
。

　榎
原
氏
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
の
最
大
の
理
論
的
特
徴
（
＝
弱
点
）
は
、
守
護
権
力

を
「
地
域
社
会
の
中
か
ら
生
ま
れ
る
公
権
力
」
と
し
て
の
み
捉
え
、
室
町
幕
府
―
守

護
体
制
と
の
関
連
を
問
う
視
点
が
欠
落
し
て
い
る
こ
と

（
（（（
（

、
す
な
わ
ち
集
権
性
と
分
権

性
と
の
統
一
に
お
い
て
中
世
国
家
を
ト
ー
タ
ル
に
捉
え
る
視
角
を
持
ち
得
て
い
な
い

こ
と
に
あ
る
。
榎
原
氏
が
提
起
し
た
守
護
権
力
の
民
衆
的
合
意
を
踏
ま
え
た
「
公
権

力
」
化
と
い
う
論
点
や
視
角
そ
れ
自
体
は
極
め
て
注
目
す
べ
き
重
要
な
も
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
が
国
家
権
力
機
構
の
不
可
欠
の
一
環
を
構
成
す
る
地
域
支
配
権
力
で
あ
る

こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
と
は
「
公
権
力
」
化
と
い
う
に
止
ま
ら
ず
、
そ
の
こ
と
を
通

じ
て
中
世
国
家
権
力
や
国
家
権
力
構
造
そ
の
も
の
が
ど
の
よ
う
に
変
質
し
て
い
っ
た

の
か
が
同
時
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
会
史
的
な
観
点
と
同
時
に
、
国
家

論
の
観
点
か
ら
の
分
析
も
ま
た
不
可
欠
だ
と
考
え
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
者

の
視
角
を
拒
否
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。　そ

し
て
さ
ら
に
注
意
を
要
す
る
の
は
、
こ
う
し
た
問
題
の
立
て
方
そ
の
も
の
が
、

そ
の
主
観
的
意
図
と
は
逆
に
、
客
観
的
に
は
具
体
的
な
一
宮
分
析
に
お
い
て
、
第
二

期
一
宮
制
研
究
の
継
続
と
新
た
な
形
で
の
復
活
を
促
す
結
果
を
招
い
て
し
ま
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
が
第
三
の
特
徴
と
い
え
る
。
具
体
的
に
は
、

国
衙
在
庁
官
人
層
の
み
の
意
志
的
結
集
の
場
で
あ
っ
た
諸
国
一
宮
が
、
荘
郷
鎮
守
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
媒
介
と
し
た
地
域
民
衆
共
同
の
守
護
神
へ
と
転
換
す
る
と
い
う
形

で
一
般
化
、
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
て
い
て
、
客
観
的
に
は
そ
れ
が
一
宮
制
研
究
の
第
二

期
へ
の
後
戻
り
、
一
宮
制
研
究
の
さ
ら
な
る
発
展
に
重
大
な
障
害
を
も
た
ら
す
結
果

を
招
い
て
し
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　こ
こ
で
改
め
て
石
井
進
・
河
音
能
平
・
伊
藤
邦
彦
氏
ら
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
第

二
期
一
宮
制
研
究
の
特
徴
と
問
題
点
と
を
整
理
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う

（
（（（
（

。

　一
、
古
代
末
・
中
世
成
立
期
に
研
究
が
集
中
し
て
い
て
、
そ
の
後
の
歴
史
的
展
開

過
程
（
変
質
・
解
体
過
程
）
が
明
ら
か
で
な
い
。

　二
、
政
治
史
的
な
視
角
か
ら
の
分
析
に
偏
り
、
宗
教
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
・
神
社
制
度

と
し
て
そ
れ
自
体
に
即
し
て
ト
ー
タ
ル
に
問
題
を
捉
え
る
展
望
が
示
さ
れ
て
い
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な
い
。

　三
、 

一
面
的
な
「
一
宮
」
の
性
格
規
定
（
①
国
府
に
近
接
し
、
②
国
衙
と
の
関
係

で
一
宮
の
地
位
を
獲
得
し
国
衙
権
力
へ
の
依
存
性
が
強
く
、
③
「
一
宮
」
の
呼

称
を
持
つ
、
こ
れ
ら
の
諸
特
徴
を
備
え
た
一
宮
が
そ
の
最
も
「
典
型
的
」
な
あ

り
方
だ
と
す
る
）
と
も
関
わ
っ
て
、実
際
に
は
は
る
か
に
多
数
を
占
め
る
非
「
典

型
的
」
一
宮
と
の
統
一
的
把
握
が
で
き
な
い
論
理
構
造
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
。

　四
、 

上
記（
二
）・（
三
）の
問
題
点
と
も
関
わ
っ
て
、
個
々
の
事
例
や
史
料
を
「
恣

意
的
」
に
繋
ぎ
あ
わ
せ
、「
不
用
意
に
一
般
化
」
す
る
な
ど
、
諸
国
一
宮
の
持

つ
多
様
な
地
域
的
・
歴
史
的
特
殊
性
と
普
遍
性
と
を
統
一
的
に
捉
え
る
分
析
視

角
や
方
法
を
示
し
得
て
い
な
い
。

  

五
、
同
じ
く
上
記
の
（
二
）・（
三
）
な
ど
と
も
関
わ
っ
て
、
諸
国
一
宮
を
国
衙
在

庁
官
人
層
の
意
志
的
結
集
の
場
、
す
な
わ
ち
国
衙
機
構
に
結
集
し
た
在
地
領
主

層
の
国
衙
権
力
機
構
を
媒
介
と
し
た
領
主
制
支
配
の
た
め
の
政
治
的
守
護
神
と

捉
え
、
荘
園
領
主
・
荘
園
制
支
配
や
中
央
国
家
権
力
と
の
関
わ
り
が
論
理
的
に

欠
落
す
る
、
な
い
し
そ
れ
と
の
統
一
的
把
握
が
で
き
な
い
論
理
構
造
と
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
。

　以
上
の
う
ち
、
榎
原
氏
の
一
宮
制
論
は
（
一
）・（
二
）
に
対
す
る
批
判
と
し
て
提

起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
改
め
て
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
（
三
）・

（
四
）
と
（
五
）
で
あ
る
。
と
り
わ
け
（
五
）
は
、
こ
う
し
た
理
解
を
支
え
る
歴
史

分
析
方
法
と
密
接
に
結
び
合
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
戸
田
芳
美
・
河
音
氏
ら
に
よ
っ
て

提
起
さ
れ
た
、
新
た
な
農
奴
制
理
論
に
基
づ
き
在
地
領
主
制
の
発
展
を
基
軸
に
据
え

て
日
本
中
世
史
を
読
み
解
く
歴
史
理
論
（
い
わ
ゆ
る
新
「
領
主
制
」
理
論
）
に
他
な

ら
な
か
っ
た

（
（（（
（

。
こ
の
理
論
は
歴
史
分
析
方
法
そ
れ
自
体
と
し
て
も
再
検
討
を
要
す
る

と
こ
ろ
と
考
え
ら
れ
る
が
（
但
し
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
い
ま
な
お
学
会
で
も
意
見

が
分
か
れ
て
い
る

（
（（（
（

）、
何
よ
り
問
題
な
の
は
、
天
皇
・
諸
権
門
な
ど
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
る
中
央
国
家
権
力
と
国
衙
・
守
護
・
一
宮
な
ど
の
地
域
支
配
権
力
の
全
体
を
視

野
の
中
に
収
め
、
中
世
国
家
を
そ
の
総
体
に
お
い
て
解
明
す
る
理
論
的
展
望
が
示
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
（
＝
中
世
国
家
論
の
欠
如
）
に
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　そ
こ
で
、
以
上
の
点
を
踏
ま
え
、
か
つ
中
世
後
期
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
改
め
て

中
世
諸
国
一
宮
制
研
究
の
課
題
と
方
法
を
整
理
す
る
な
ら
ば
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に

ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　ま
ず
第
一
に
、
中
世
の
「
諸
国
一
宮
」
と
は
そ
も
そ
も
何
な
の
か
と
い
う
、
そ
の

概
念
規
定
を
改
め
て
明
確
に
す
る
こ
と
が
ま
ず
以
て
重
要
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て

そ
こ
で
は
、
一
宮
を
二
・
三
宮
以
下
と
の
相
対
的
な
関
係
に
お
い
て
捉
え
、
そ
こ
に

「
一
宮
」
の
歴
史
的
本
質
を
見
出
す
と
い
う
、
第
二
期
研
究
の
抜
本
的
な
見
直
し
が

必
要
だ
考
え
ら
れ
る
。
表
（
（
）
に
示
し
た
と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
圧

倒
的
多
数
の
国
が
「
一
宮
」
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
一
宮

と
二
宮
の
両
社
で
構
成
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
も
、
例
え
ば
淡
路
や
長
門
（
及
び
若

狭
）
あ
る
い
は
美
作
国
な
ど
の
場
合
の
よ
う
に
、
両
社
が
有
機
的
に
結
び
合
う
こ
と

に
よ
っ
て
「
国
鎮
守
」
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
当
該
国
の

「
鎮
守
神
」（
＝
国
鎮
守
）
と
い
う
点
に
こ
そ
中
世
諸
国
一
宮
の
最
も
本
質
的
で
重
要

な
特
徴
が
看
取
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
な
ど
か
ら
こ
れ
を
指
摘
す
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。

　第
二
は
、
そ
の
「
国
鎮
守
」
の
成
立
過
程
を
各
国
ご
と
の
状
況
に
即
し
て
歴
史
具

体
的
に
捉
え
る
よ
う
努
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
際
と
く
に
留
意
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
の
は
、
こ
こ
で
い
う
「
国
」
が
中
世
日
本
に
お
け
る
「
国
家
権
力
機
構

の
中
間
支
配
機
関
」
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
に
お
い
て

中
世
諸
国
一
宮
制
は
「
国
家
的
神
社
制
度
」
と
し
て
の
基
本
的
特
徴
を
備
え
て
い
る

こ
と
を
的
確
に
押
さ
え
て
お
く
こ
と
が
と
り
わ
け
重
要
と
な
る
（
本
来
は
、
こ
の
論

点
こ
そ
が
第
二
期
と
第
三
期
の
一
宮
制
研
究
の
最
も
大
き
な
相
違
点
の
一
つ
で
あ
っ

た
は
ず
。
筆
者
が
中
世
一
宮
制
を
、
①
二
十
二
社
・
一
宮
制
〈
王
城
鎮
守
・
国
鎮
守

制
〉
と
、
②
諸
国
一
宮
・
惣
社
制
の
統
一
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
を
提
起
し
、
①
こ

そ
が
最
も
本
質
的
で
重
要
な
特
徴
だ
と
指
摘
し
た
の
も
、
こ
う
し
た
意
図
に
よ
る
）。
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表4　中世諸国一宮の形態的諸特徴

Ａ．呼称
1．「一宮」の呼称なく（ないし定着せず）、一宮のみ…山城・大和・河内・摂津・伊勢・志摩・駿河・安房・（下総）・下野・若狭・

越前・越後（南北朝期以前）・出雲・備中（戦国期を除く）・紀伊（日前国懸社）・筑前・筑後・豊前・大隅・薩摩（開聞社）
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ＜計 21 ヶ国＞

2．「一宮」の呼称あるも、二宮以下が確認できず…三河・常陸・近江・飛騨・陸奥・出羽・越中・越後（居多社、南北朝期以後）・
丹波・丹後・因幡・隠岐・備前・備後・安芸・紀伊（丹生都比売神社）・阿波・伊予・豊後・肥前（千栗社）・日向・薩摩（新
田八幡宮）・壱岐・対馬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＜計 2（ ヶ国＞

3．一・二宮のみ…遠江・（伊豆）・上総・加賀・能登・佐渡・美作・長門・淡路・讃岐・土佐　　　　　　　 　＜計 11 ヶ国＞
（．一～三宮のみ…伊賀・尾張・甲斐（南北朝期以後）・美濃（南北朝期以後）・越後（弥彦社、南北朝期以後）・但馬・伯耆・石見・

肥後（一宮の呼称定着せず）    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　＜計 （ ヶ国＞
（．四宮以下あり…和泉（五宮まで）・相模（四宮まで）・武蔵（六宮まで）・信濃（四宮まで、一宮の呼称は定着せず）・上野（九

宮まで）・播磨（四宮まで）・周防（五宮まで）                                                         　　　　　　　　 ＜計 （ ヶ国＞

Ｂ．国府との位置関係
1．一宮が国府とは別の郡に属し国府から遠く離れている…山城・大和・河内・和泉・摂津・志摩・遠江・駿河・上総・下総・常陸・

信濃・上野・下野・越前・加賀・能登・越後（弥彦社）・佐渡・但馬・伯耆・出雲・石見・隠岐・播磨・備前・備後・安芸・
紀伊（丹生都比売神社）・淡路・阿波・讃岐・土佐・筑前・豊前・肥前（千栗社）・肥後・大隅・薩摩（開聞社）・対馬　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ＜計 （0 ヶ国＞

2．同一郡内ではあるが距離的に離れている…安房・伊予（大祝が府中に別館を構える）　　　　　　　　　　　＜計 2 ヶ国＞
3．一宮が国府と同一郡内の国府近くに位置する…伊賀・伊勢・尾張・三河・伊豆・甲斐・相模・武蔵・近江・美濃・飛騨・陸奥・

若狭・越中・越後（居多社）・丹波・丹後・因幡・美作・備中・周防・長門・紀伊（日前国懸社）・筑後・豊後・日向・薩摩（新
田八幡宮）・壱岐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＜計 2（ ヶ国＞

（．不明…出羽 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　  ＜計 1 ヶ国＞

Ｃ．併存・競合関係
1．2 つの「一宮」が併存…越後（南北朝期以後）・紀伊（鎌倉後期以後）
2．複数の一宮が交代しつつ併存…阿波
3．分郡毎に一宮が併存（重層関係）…伊予
（．一宮が交代…薩摩（鎌倉後期）

（注）本表は、中世諸国一宮制研究会編『中世諸国一宮制の基礎的研究』をベースに、一部を修正して作成した。
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宮まで）・播磨（四宮まで）・周防（五宮まで）                                                         　　　　　　　　 ＜計 （ ヶ国＞

Ｂ．国府との位置関係
1．一宮が国府とは別の郡に属し国府から遠く離れている…山城・大和・河内・和泉・摂津・志摩・遠江・駿河・上総・下総・常陸・

信濃・上野・下野・越前・加賀・能登・越後（弥彦社）・佐渡・但馬・伯耆・出雲・石見・隠岐・播磨・備前・備後・安芸・
紀伊（丹生都比売神社）・淡路・阿波・讃岐・土佐・筑前・豊前・肥前（千栗社）・肥後・大隅・薩摩（開聞社）・対馬　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ＜計 （0 ヶ国＞

2．同一郡内ではあるが距離的に離れている…安房・伊予（大祝が府中に別館を構える）　　　　　　　　　　　＜計 2 ヶ国＞
3．一宮が国府と同一郡内の国府近くに位置する…伊賀・伊勢・尾張・三河・伊豆・甲斐・相模・武蔵・近江・美濃・飛騨・陸奥・

若狭・越中・越後（居多社）・丹波・丹後・因幡・美作・備中・周防・長門・紀伊（日前国懸社）・筑後・豊後・日向・薩摩（新
田八幡宮）・壱岐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＜計 2（ ヶ国＞

（．不明…出羽 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　  ＜計 1 ヶ国＞

Ｃ．併存・競合関係
1．2 つの「一宮」が併存…越後（南北朝期以後）・紀伊（鎌倉後期以後）
2．複数の一宮が交代しつつ併存…阿波
3．分郡毎に一宮が併存（重層関係）…伊予
（．一宮が交代…薩摩（鎌倉後期）

（注）本表は、中世諸国一宮制研究会編『中世諸国一宮制の基礎的研究』をベースに、一部を修正して作成した。
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従
っ
て
、「
国
鎮
守
」
の
成
立
過
程
を
「
各
国
ご
と
の
状
況
に
即
し
て
歴
史
具
体
的

に
把
握
す
る
」
と
は
、
各
国
ご
と
の
諸
国
一
宮
の
多
様
な
成
立
過
程
と
実
態
を
そ
れ

自
体
に
即
し
て
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
（
地
域
的
独
自
性
・
特
殊
性
の
解
明
）
と

同
時
に
、
天
皇
を
含
む
対
中
央
国
家
権
力
と
の
関
係
、
及
び
他
の
諸
国
一
宮
と
の
共

通
性
や
全
国
の
中
で
占
め
る
独
自
の
位
置
な
ど
を
合
わ
せ
明
ら
か
に
す
る
（
全
国
的

な
位
置
づ
け
と
普
遍
性
・
共
通
性
の
解
明
）
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。

　第
三
の
課
題
は
、
以
上
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
中
世
諸
国
一
宮
制
が
如
何
な
る

歴
史
過
程
を
経
て
変
質
・
解
体
し
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の
歴
史
過
程
を
一
貫
し
た
視

点
に
基
づ
い
て
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
際
と
く
に
留
意
す
る
必
要
が

あ
る
の
は
、
成
立
過
程
の
場
合
と
同
様
、
何
を
以
て
変
質
と
い
い
、
ま
た
何
を
以
て

解
体
と
い
う
の
か
を
明
確
に
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
さ
き

に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
中
世
後
期
の
一
宮
制
が
成
立
期
や
中
世
前
期
以
上
に
顕
著
な

地
域
的
多
様
性
を
持
っ
て
い
て
、
そ
の
一
般
的
・
普
遍
的
特
徴
の
抽
出
が
大
き
な
困

難
を
と
も
な
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
い
っ
そ
う
自
覚
的
に
こ
の
課
題
に
取
り
組
む
こ

と
が
重
要
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　第
四
の
課
題
は
、
中
世
前
期
か
ら
後
期
へ
の
移
行
に
と
も
な
っ
て
国
家
権
力
の
構

造
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
、
さ
ら
に
は
戦
国
期
へ
の
移
行
や
近
世
幕
藩
制
国

家
の
形
成
に
と
も
な
っ
て
、
そ
れ
が
さ
ら
に
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
、

こ
れ
ら
の
問
題
を
中
世
一
宮
制
の
変
質
・
解
体
過
程
と
関
わ
ら
せ
な
が
ら
、
そ
れ
自

体
と
し
て
解
明
し
て
い
く
よ
う
努
め
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
た
い
へ
ん

に
重
く
、
か
つ
大
き
な
課
題
で
あ
っ
て
、
現
状
で
は
な
お
容
易
に
解
答
の
見
出
し
得

な
い
性
格
の
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
中
世
一
宮
制
の
変
質
・
解
体
が
こ
れ
と
表
裏

一
体
の
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
あ
る
以
上
こ

う
し
た
問
題
へ
の
自
覚
的
な
追
究
の
視
点
な
し
に
、
中
世
一
宮
制
の
変
質
や
解
体
に

つ
い
て
も
ま
た
十
分
に
は
解
明
で
き
な
い
こ
と
を
承
知
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
前
章
に
お
い
て
、
長
門
国
を
事
例
と
し
な
が
ら
検
討
し
た
地
域
支
配

権
力
の
よ
り
い
っ
そ
う
の
自
立
化
と
、
そ
れ
に
対
応
す
る
国
家
権
力
構
造
の
再
編
成

（
室
町
幕
府
―
守
護
体
制
か
ら
戦
国
大
名
領
国
制
へ
）、
及
び
地
域
支
配
権
力
そ
の
も

の
の
質
的
転
換
（
守
護
・
戦
国
大
名
権
力
の
肥
大
化
・「
公
儀
」
権
力
化
と
一
宮
の

地
位
や
自
立
性
の
相
対
的
低
下
と
喪
失
な
ど
）
の
具
体
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が

課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　最
後
に
第
五
の
課
題
と
し
て
、
神
社
の
果
た
す
固
有
の
役
割
と
、
そ
の
あ
り
方
の

変
化
を
、
日
本
中
世
の
宗
教
構
造
（
顕
密
体
制
）
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
解
明
す
る

こ
と
も
、
中
世
後
期
の
一
宮
制
研
究
に
と
っ
て
、
極
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い

る
こ
と
に
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
世
俗
の
政
治
権
力
と
宗
教

と
の
関
わ
り
、
そ
し
て
そ
の
中
で
神
社
が
果
た
す
政
治
的
・
社
会
的
・
宗
教
的
機
能

の
あ
り
方
や
、
神
社
そ
の
も
の
が
こ
れ
ら
の
歴
史
過
程
を
通
じ
て
ど
の
よ
う
に
変
化

し
て
い
っ
た
の
か
を
解
明
す
る
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
榎
原
氏
が
提
起
し
た
問
題
も
、

萩
原
龍
夫
氏
な
ど
が
指
摘
す
る
氏
神
や
村
鎮
守
の
成
立
な
ど

（
（（（
（

の
問
題
と
合
わ
せ
、
本

来
こ
う
し
た
観
点
か
ら
こ
そ
解
明
が
進
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
と
い
え

よ
う
。
戦
国
期
に
お
け
る
吉
田
兼
倶
に
よ
る
「
唯
一
神
道
」
論
・「
吉
田
神
道
」
の

成
立
と
そ
の
展
開
の
持
つ
意
味
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
の
関
わ
り
な
ど
も
重
要
な
論
点

の
一
つ
と
な
る
こ
と
は
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い

（
（（（
（

。

　第
二
節

　中
世
諸
国
一
宮
制
の
歴
史
的
性
格

　本
節
で
は
、
以
上
に
述
べ
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
な
が
ら
、「
中
世
諸
国
一
宮
制

と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
っ
た
の
か
」
に
つ
い
て
若
干
踏
み
込
ん
で
考
え
る
こ
と
に
よ

り
、
本
稿
の
最
初
に
指
摘
し
た
岡
田
・
井
原
・
上
島
諸
氏
の
筆
者
へ
の
批
判
に
対
す

る
、
現
時
点
に
お
け
る
筆
者
な
り
の
見
解
を
提
示
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　本
論
に
入
る
に
先
立
っ
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
留
意
す
べ
き
い
く

つ
か
の
点
を
整
理
し
て
お
く
。

　ま
ず
第
一
に
、
中
世
諸
国
一
宮
は
、
中
世
日
本
の
す
べ
て
の
国
（
六
十
六
な
い
し

六
十
八
ヶ
国
）
に
漏
れ
な
く
設
定
さ
れ
た
神
社
で
あ
る
こ
と
、
し
か
し
だ
か
ら
と
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い
っ
て
中
央
政
府
の
一
片
の
法
令
に
基
づ
い
て
、
あ
る
年
に
全
国
一
斉
に
成
立
し
た

と
い
う
性
格
の
も
の
で
も
な
い
こ
と
、
こ
の
二
つ
を
最
も
基
本
的
な
特
徴
と
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
多
く
の
一
宮
が
戦
国
末
期
の
争
乱
や
社
家
の
断
絶
、

あ
る
い
は
そ
の
他
様
々
な
事
情
で
伝
来
の
古
文
書
を
焼
失
、
あ
る
い
は
散
佚
し
て
し

ま
い
、
そ
の
実
態
解
明
に
多
く
の
困
難
を
と
も
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い

こ
と
で
あ
る
（
越
中
国
や
飛
騨
水
無
社
・
備
中
吉
備
津
社
な
ど
）。
そ
し
て
何
よ
り

も
第
三
に
、
一
宮
が
各
国
の
鎮
守
神
（
国
鎮
守
）
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
地
理
的
・

歴
史
的
諸
条
件
な
ど
と
も
関
わ
っ
て
、
国
ご
と
の
顕
著
な
多
様
性
を
最
も
基
本
的
で

重
要
な
特
徴
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　以
上
の
こ
と
か
ら
、
一
口
に
諸
国
一
宮
と
い
っ
て
も
、
そ
の
実
態
は
極
め
て
多
様

で
あ
っ
て
、
均
質
な
も
の
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
加
え
て
、
史
料
の
残
存
状

況
（
第
二
の
特
徴
）
と
も
関
わ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
単
純
に
比
較
す
る
こ
と
に
は
十
分

慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
結
果
、
何
を
以
て
中
世
諸
国
一
宮
の
歴
史
的
な

本
質
（
＝
基
本
的
性
格
）、
あ
る
い
は
最
も
典
型
的
な
形
態
と
考
え
る
か
を
確
定
す

る
こ
と
に
極
め
て
大
き
な
困
難
を
と
も
な
っ
て
い
る
こ
と
に
十
分
注
意
し
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
九
六
〇
年
代
末
以
後
に
お
け
る
第
二
期
、
及
び
一
九
八
〇
年

代
以
後
の
第
三
期
（
と
く
に
第
三
期
）
の
一
宮
制
研
究
は
、
①
地
域
史
研
究
の
観
点

か
ら
個
別
一
宮
の
実
態
分
析
を
試
み
る
も
の
と
、
②
普
遍
的
な
中
世
神
社
史
・
宗
教

史
研
究
の
観
点
か
ら
諸
国
一
宮
の
中
の
一
側
面
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
る
も
の
、
こ

の
二
つ
が
併
行
し
て
進
め
ら
れ
て
き
た
と
い
え
る
が
、
し
か
し
②
の
場
合
に
あ
っ
て

も
、
実
際
に
は
い
く
つ
か
の
一
宮
か
ら
「
適
宜
抽
出
さ
れ
た
諸
論
点
を
、
こ
れ
ま
た

適
宜
（
恣
意
的
に
）
繋
ぎ
あ
わ
せ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
（
と
く
に
第
二
期
）、

そ
れ
が
ど
こ
ま
で
普
遍
性
・
一
般
性
を
確
保
し
得
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
大

い
に
疑
問
の
あ
る
と
こ
ろ
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
節
で
も
指
摘
し
た
よ
う

に
、
中
世
諸
国
一
宮
制
の
研
究
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
（
＝
諸
国
一
宮
の
実
体
解
明
の

前
進
）、
中
世
一
宮
制
の
理
解
が
い
っ
そ
う
「
拡
散
」
し
、
混
乱
の
度
を
深
め
る
と

い
う
の
は
、
こ
う
し
た
事
情
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
世
諸
国
一

宮
制
の
基
本
的
性
格
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
の
本
質
的
な
困
難
性
を
自
覚
的
、
か
つ

的
確
に
踏
ま
え
た
上
で
検
討
を
進
め
る
こ
と
が
と
り
わ
け
重
要
で
あ
る
こ
と
に
、
私

た
ち
は
改
め
て
十
分
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　い
ま
一
つ
、
前
節
で
も
少
し
触
れ
た
よ
う
に
、
中
世
諸
国
一
宮
制
の
歴
史
的
性
格

に
つ
い
て
論
じ
よ
う
と
す
る
場
合
、
日
本
の
中
世
国
家
を
如
何
な
る
も
の
と
し
て
理

解
す
る
の
か
と
い
う
問
題
も
極
め
て
重
要
な
論
点
と
な
る
こ
と
に
予
め
十
分
留
意
し

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　近
年
刊
行
さ
れ
た
『
新
体
系
日
本
史
1

　国
家
史

（
（（（
（

』
な
ど
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
日
本
の
中
世
国
家
論
は
い
わ
ゆ
る
「
公
武
二
重
政
権
論
」
の
観
点
か
ら
検
討

が
進
め
ら
れ
る
と
い
う
の
が
一
般
的
で
、
古
代
と
中
世
、
中
世
と
近
世
と
の
間
に
お

け
る
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
の
持
つ
質
的
な
差
異
と
共
通
性
が
何
で
あ
っ
た
の
か
に
つ

い
て
は
極
め
て
不
明
確
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
国
家
と
宗
教
と
の
関
わ

り
と
い
う
、
前
近
代
国
家
、
と
り
わ
け
封
建
制
国
家
に
つ
い
て
論
じ
る
際
と
く
に
留

意
す
る
必
要
の
あ
る
重
要
な
問
題
を
国
家
論
の
中
に
十
分
組
み
込
み
得
て
い
な
い
こ

と
と
密
接
に
結
び
合
っ
て
お
り
、
慎
重
な
再
検
討
が
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
い
え
よ

う
。　か

つ
て
黒
田
俊
雄
氏
が
提
起
し
た
顕
密
体
制
・
権
門
体
制
論
の
最
も
重
要
な
論
点

の
一
つ
は
、
こ
う
し
た
公
武
二
重
政
権
論
（
＝
世
俗
的
権
力
論
）
に
対
し
、
古
代
や

近
世
・
近
代
と
は
異
な
る
中
世
国
家
特
有
の
「
質
」
の
問
題
を
提
起
し
た
と
こ
ろ
に

あ
り
、
そ
れ
は
公
家
・
武
家
な
ど
世
俗
の
封
建
領
主
層
が
三
国
世
界
観
や
「
神
国
」

思
想
な
ど
の
宗
教
的
世
界
観
を
共
有
し
、
そ
れ
が
政
治
と
宗
教
と
の
癒
着
・
一
体
化

と
し
て
現
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
黒
田
氏
は

こ
れ
を
「
寺
社
勢
力
論
」
や
「
王
法
仏
法
相
依
論
」
な
ど
と
い
う
形
で
提
起
し
た
が
、

黒
田
氏
が
専
ら
仏
教
史
の
観
点
か
ら
の
み
理
論
を
組
み
立
て
、
神
社
や
神
社
祭
祀
の

問
題
を
正
し
く
そ
の
中
に
組
み
込
み
得
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
中
世
国
家
論
と

し
て
は
十
分
に
具
体
化
さ
れ
、
発
展
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
ま
ま
今
日
に
至
っ
て

し
ま
っ
た
。
西
欧
封
建
社
会
の
教
会
組
織
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
世
俗
の
封
建
領
主
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い
っ
て
中
央
政
府
の
一
片
の
法
令
に
基
づ
い
て
、
あ
る
年
に
全
国
一
斉
に
成
立
し
た

と
い
う
性
格
の
も
の
で
も
な
い
こ
と
、
こ
の
二
つ
を
最
も
基
本
的
な
特
徴
と
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
多
く
の
一
宮
が
戦
国
末
期
の
争
乱
や
社
家
の
断
絶
、

あ
る
い
は
そ
の
他
様
々
な
事
情
で
伝
来
の
古
文
書
を
焼
失
、
あ
る
い
は
散
佚
し
て
し

ま
い
、
そ
の
実
態
解
明
に
多
く
の
困
難
を
と
も
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い

こ
と
で
あ
る
（
越
中
国
や
飛
騨
水
無
社
・
備
中
吉
備
津
社
な
ど
）。
そ
し
て
何
よ
り

も
第
三
に
、
一
宮
が
各
国
の
鎮
守
神
（
国
鎮
守
）
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
地
理
的
・

歴
史
的
諸
条
件
な
ど
と
も
関
わ
っ
て
、
国
ご
と
の
顕
著
な
多
様
性
を
最
も
基
本
的
で

重
要
な
特
徴
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　以
上
の
こ
と
か
ら
、
一
口
に
諸
国
一
宮
と
い
っ
て
も
、
そ
の
実
態
は
極
め
て
多
様

で
あ
っ
て
、
均
質
な
も
の
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
加
え
て
、
史
料
の
残
存
状

況
（
第
二
の
特
徴
）
と
も
関
わ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
単
純
に
比
較
す
る
こ
と
に
は
十
分

慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
結
果
、
何
を
以
て
中
世
諸
国
一
宮
の
歴
史
的
な

本
質
（
＝
基
本
的
性
格
）、
あ
る
い
は
最
も
典
型
的
な
形
態
と
考
え
る
か
を
確
定
す

る
こ
と
に
極
め
て
大
き
な
困
難
を
と
も
な
っ
て
い
る
こ
と
に
十
分
注
意
し
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
九
六
〇
年
代
末
以
後
に
お
け
る
第
二
期
、
及
び
一
九
八
〇
年

代
以
後
の
第
三
期
（
と
く
に
第
三
期
）
の
一
宮
制
研
究
は
、
①
地
域
史
研
究
の
観
点

か
ら
個
別
一
宮
の
実
態
分
析
を
試
み
る
も
の
と
、
②
普
遍
的
な
中
世
神
社
史
・
宗
教

史
研
究
の
観
点
か
ら
諸
国
一
宮
の
中
の
一
側
面
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
る
も
の
、
こ

の
二
つ
が
併
行
し
て
進
め
ら
れ
て
き
た
と
い
え
る
が
、
し
か
し
②
の
場
合
に
あ
っ
て

も
、
実
際
に
は
い
く
つ
か
の
一
宮
か
ら
「
適
宜
抽
出
さ
れ
た
諸
論
点
を
、
こ
れ
ま
た

適
宜
（
恣
意
的
に
）
繋
ぎ
あ
わ
せ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
（
と
く
に
第
二
期
）、

そ
れ
が
ど
こ
ま
で
普
遍
性
・
一
般
性
を
確
保
し
得
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
大

い
に
疑
問
の
あ
る
と
こ
ろ
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
節
で
も
指
摘
し
た
よ
う

に
、
中
世
諸
国
一
宮
制
の
研
究
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
（
＝
諸
国
一
宮
の
実
体
解
明
の

前
進
）、
中
世
一
宮
制
の
理
解
が
い
っ
そ
う
「
拡
散
」
し
、
混
乱
の
度
を
深
め
る
と

い
う
の
は
、
こ
う
し
た
事
情
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
世
諸
国
一

宮
制
の
基
本
的
性
格
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
の
本
質
的
な
困
難
性
を
自
覚
的
、
か
つ

的
確
に
踏
ま
え
た
上
で
検
討
を
進
め
る
こ
と
が
と
り
わ
け
重
要
で
あ
る
こ
と
に
、
私

た
ち
は
改
め
て
十
分
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　い
ま
一
つ
、
前
節
で
も
少
し
触
れ
た
よ
う
に
、
中
世
諸
国
一
宮
制
の
歴
史
的
性
格

に
つ
い
て
論
じ
よ
う
と
す
る
場
合
、
日
本
の
中
世
国
家
を
如
何
な
る
も
の
と
し
て
理

解
す
る
の
か
と
い
う
問
題
も
極
め
て
重
要
な
論
点
と
な
る
こ
と
に
予
め
十
分
留
意
し

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　近
年
刊
行
さ
れ
た
『
新
体
系
日
本
史
1

　国
家
史

（
（（（
（

』
な
ど
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
日
本
の
中
世
国
家
論
は
い
わ
ゆ
る
「
公
武
二
重
政
権
論
」
の
観
点
か
ら
検
討

が
進
め
ら
れ
る
と
い
う
の
が
一
般
的
で
、
古
代
と
中
世
、
中
世
と
近
世
と
の
間
に
お

け
る
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
の
持
つ
質
的
な
差
異
と
共
通
性
が
何
で
あ
っ
た
の
か
に
つ

い
て
は
極
め
て
不
明
確
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
国
家
と
宗
教
と
の
関
わ

り
と
い
う
、
前
近
代
国
家
、
と
り
わ
け
封
建
制
国
家
に
つ
い
て
論
じ
る
際
と
く
に
留

意
す
る
必
要
の
あ
る
重
要
な
問
題
を
国
家
論
の
中
に
十
分
組
み
込
み
得
て
い
な
い
こ

と
と
密
接
に
結
び
合
っ
て
お
り
、
慎
重
な
再
検
討
が
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
い
え
よ

う
。　か

つ
て
黒
田
俊
雄
氏
が
提
起
し
た
顕
密
体
制
・
権
門
体
制
論
の
最
も
重
要
な
論
点

の
一
つ
は
、
こ
う
し
た
公
武
二
重
政
権
論
（
＝
世
俗
的
権
力
論
）
に
対
し
、
古
代
や

近
世
・
近
代
と
は
異
な
る
中
世
国
家
特
有
の
「
質
」
の
問
題
を
提
起
し
た
と
こ
ろ
に

あ
り
、
そ
れ
は
公
家
・
武
家
な
ど
世
俗
の
封
建
領
主
層
が
三
国
世
界
観
や
「
神
国
」

思
想
な
ど
の
宗
教
的
世
界
観
を
共
有
し
、
そ
れ
が
政
治
と
宗
教
と
の
癒
着
・
一
体
化

と
し
て
現
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
黒
田
氏
は

こ
れ
を
「
寺
社
勢
力
論
」
や
「
王
法
仏
法
相
依
論
」
な
ど
と
い
う
形
で
提
起
し
た
が
、

黒
田
氏
が
専
ら
仏
教
史
の
観
点
か
ら
の
み
理
論
を
組
み
立
て
、
神
社
や
神
社
祭
祀
の

問
題
を
正
し
く
そ
の
中
に
組
み
込
み
得
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
中
世
国
家
論
と

し
て
は
十
分
に
具
体
化
さ
れ
、
発
展
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
ま
ま
今
日
に
至
っ
て

し
ま
っ
た
。
西
欧
封
建
社
会
の
教
会
組
織
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
世
俗
の
封
建
領
主

224

国立歴史民俗博物館研究報告
第 148集　2008年 12月

権
力
に
対
抗
す
る
宗
教
勢
力
独
自
の
組
織
化
が
日
本
で
は
十
分
な
展
開
を
見
な
か
っ

た
こ
と
が
、
公
家
・
武
家
と
寺
社
と
の
対
抗
・
相
互
補
完
関
係
と
い
う
、
黒
田
氏
の

問
題
提
起
の
意
味
を
大
き
く
後
退
さ
せ
、
説
得
力
を
失
わ
せ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
と

い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　し
か
し
、
朝
廷
や
幕
府
に
対
抗
す
る
宗
教
勢
力
独
自
の
権
力
機
構
が
存
在
し
な
い

こ
と
を
以
て
、
直
ち
に
権
門
体
制
国
家
論
は
成
り
立
ち
得
な
い
と
い
え
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
黒
田
氏
が
提
起
し
た
権
門
体
制
国
家
論
の
抱
え
る
問

題
点
は
、
寺
社
勢
力
と
い
う
重
要
な
問
題
提
起
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
中
世
国

家
論
と
し
て
具
体
化
す
る
た
め
の
理
論
や
方
法
を
具
体
的
な
形
で
提
示
し
得
な
か
っ

た
こ
と
に
こ
そ
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
。
中
世
諸
国
一
宮
制
の
問

題
は
、
こ
う
し
た
隘
路
を
突
破
す
る
た
め
の
一
つ
の
具
体
的
で
重
要
な
手
掛
か
り
を

提
示
し
て
い
る
、
と
筆
者
は
考
え
る
。                    

　中
世
諸
国
一
宮
制
の
問
題
は
、「
諸
国
一
宮
事
。
国
々
擁
護
霊
神
也
。

日
本
者
神
国

　
　
」
と
い
う
『
類
聚

既
験
抄

（
（（（
（

』
の
文
言
に
最
も
端
的
な
形
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
国
家
論
の
観
点
か

ら
見
る
時
、
主
に
二
つ
の
論
点
を
提
起
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
一
つ
は
中

世
「
神
国
」
日
本
の
国
家
的
統
合
を
体
現
す
る
「
天
皇
」
の
存
在
（
拙
著
『
日
本
の

神
社
と
「
神
道
」』
で
論
じ
た
中
世
に
お
け
る
「
神
道
」
の
成
立
は
こ
の
問
題
と
密

接
に
関
わ
り
合
っ
て
い
る
）、
そ
し
て
い
ま
一
つ
は
中
世
「
日
本
国
」
の
分
枝
、
そ

の
有
機
的
構
成
体
と
し
て
の
各
「
国
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
「
神
国
」

日
本
と
い
う
の
は
観
念
的
な
国
家
観
の
問
題
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
直
ち
に
社
会
的
な

実
態
を
持
つ
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
前
近
代
国
家
と
近
代
「
国
民
国
家
」

と
の
本
質
的
な
違
い
が
そ
こ
に
認
め
ら
れ
よ
う
）
が
、
し
か
し
顕
密
仏
教
に
よ
っ
て

担
わ
れ
る
本
地
垂
迹
説
な
ど
の
仏
教
的
世
界
観
や
価
値
観
に
基
づ
い
て
、
現
実
に
中

世
に
生
き
た
人
々
の
意
識
や
行
動
、
あ
る
い
は
社
会
そ
の
も
の
の
あ
り
方
が
規
制
さ

れ
（
（（（
（

、
そ
れ
ら
が
一
つ
の
国
家
的
な
枠
組
み
の
中
に
編
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
限
り
に

お
い
て
中
世
国
家
は
日
本
列
島
の
全
体
を
覆
う
国
家
と
し
て
の
実
態
を
持
ち
、
そ
の

全
体
を
統
括
し
代
表
す
る
の
が
仏
教
思
想
に
よ
っ
て
理
論
武
装
し
た
天
皇
神
話
（
＝

中
世
日
本
紀
）
に
依
拠
し
て
機
能
す
る
天
皇
、
そ
し
て
そ
の
天
皇
を
政
治
的
・
社
会

的
・
宗
教
的
・
思
想
的
に
支
え
て
い
る
の
が
国
家
的
宗
教
（
神
社
）
制
度
に
他
な
ら

な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　こ
れ
に
対
し
、
中
世
日
本
の
国
家
権
力
機
構
と
い
う
観
点
か
ら
見
て
と
り
わ
け
重

要
な
の
が
各
「
国
」
の
問
題
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
な
特
徴
を
持
っ
て
い

た
と
い
え
る
。

　一
、
も
と
も
と
「
国
」
は
、
小
帝
国
主
義
的
世
界
観
の
上
に
立
つ
中
央
集
権
的
な

古
代
律
令
制
国
家
の
地
方
統
治
の
た
め
の
領
域
支
配
単
位
と
し
て
成
立
し
た
も

の
で
あ
り
、
そ
の
管
理
機
構
は
天
皇
の
代
理
で
あ
る
国
司
が
律
令
法
に
基
づ
く

均
質
な
国
家
統
治
を
実
現
す
る
た
め
の
機
関
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
を
任
務
と

し
た
。

　二
、
し
か
し
、
日
本
の
律
令
制
支
配
が
実
際
に
は
在
地
首
長
制
的
原
理
の
上
に
立

つ
郡
司
層
に
依
拠
し
て
運
営
さ
れ
た
（
戸
籍
の
作
成
や
班
田
収
授
、徴
税
な
ど
）

こ
と
も
あ
っ
て
、
律
令
制
成
立
期
の
当
初
、
そ
の
支
配
機
構
と
し
て
の
機
能
や

役
割
に
は
著
し
く
制
約
さ
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
（
前
期
律
令
制
）。

　三
、
律
令
制
の
成
立
と
展
開
に
よ
る
古
代
ア
ジ
ア
的
共
同
体
の
変
質
・
解
体
と
旧

郡
司
層
の
没
落
に
と
も
な
っ
て
、
九
世
紀
以
後
、
国
レ
ベ
ル
に
お
け
る
地
方
統

治
機
関
の
比
重
や
重
要
性
が
高
ま
り
、
日
本
社
会
の
実
情
に
応
じ
た
形
で
律
令

制
支
配
を
維
持
・
貫
徹
す
る
た
め
の
機
関
（
＝
国
家
権
力
の
中
間
支
配
機
関
）

と
し
て
、
独
自
の
機
能
と
役
割
を
果
た
す
こ
と
と
な
っ
た
。

　四
、
右
の
過
程
は
、中
央
国
家
権
力
機
構
に
お
け
る
天
皇
の
政
治
的
機
能
の
強
化
・

拡
大
、
及
び
天
皇
を
中
心
と
し
た
律
令
制
支
配
機
構
の
再
編
成
と
表
裏
一
体
の

関
係
に
あ
り
、
十
世
紀
に
は
天
皇
を
中
心
と
し
た
中
央
国
家
権
力
機
構
の
整
備

（
天
皇
の
家
政
機
関
と
し
て
の
令
外
官
で
あ
る
蔵
人
所
と
、
そ
れ
を
媒
介
と
す

る
摂
関
政
治
体
制
の
成
立
な
ど
）
が
進
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
民
衆
統
治
の
た

め
の
政
治
的
権
限
の
各
国
国
司
へ
の
大
幅
な
移
譲
（
国
司
に
よ
る
地
方
政
治
の

請
負
）
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
「
国
」
単
位
で
の
地
域
支
配
権
力
の
国
家
権
力
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機
構
上
に
お
け
る
相
対
的
自
立
化
が
進
行
し
て
い
っ
た
（
後
期
律
令
制
＝
日
本

的
律
令
制
）。

　五
、
一
方
、
十
・
十
一
世
紀
に
は
律
令
財
政
の
破
綻
と
荘
園
領
有
の
国
家
的
公
認

を
契
機
と
し
て
、
門
閥
的
な
家
産
制
支
配
の
拡
大
と
律
令
制
官
僚
機
構
の
再
編

成
、
及
び
そ
れ
に
と
も
な
う
権
門
勢
家
の
登
場
と
彼
ら
に
よ
る
国
家
権
力
機
能

の
分
割
・
分
有
と
再
編
成
が
進
行
す
る
。
黒
田
氏
の
い
う
公
家
・
武
家
・
寺
社

に
よ
る
国
家
権
力
機
能
の
分
有
・
相
互
補
完
関
係
（
権
門
体
制
）
が
体
制
的
に

整
え
ら
れ
る
の
は
十
一
世
紀
末
以
後
の
院
政
期
に
な
っ
て
か
ら
（
＝
中
世
）
の

こ
と
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
分
散
的
・
多
元
的
で
不
安
定
な
中
央
国
家
権
力
機

構
が
成
立
し
機
能
し
得
た
最
大
の
要
因
、
な
い
し
そ
の
歴
史
的
前
提
は
、
右
に

述
べ
た
よ
う
な
日
常
的
な
民
衆
統
治
の
た
め
の
政
治
支
配
体
制
が
実
際
に
は
各

国
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
状
況
に
応
じ
た
多
様
性
を
持
っ
て
整
備
さ
れ

て
い
た
こ
と
に
こ
そ
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　六
、
し
か
し
、
各
国
ご
と
に
設
け
ら
れ
体
制
的
に
整
備
さ
れ
た
国
衙
・
守
護
な
ど

の
地
域
支
配
権
力
が
、
中
世
「
日
本
国
」
の
有
機
的
な
一
部
と
し
て
、
国
家
権

力
機
構
の
中
間
支
配
機
関
と
い
う
本
質
的
な
属
性
を
持
っ
て
い
た
の
は
い
う
ま

で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
中
央
国
家
権
力
と
地
域
支
配
権
力
と
の
鋭
い
矛

盾
と
緊
張
を
は
ら
ん
だ
相
互
依
存
・
補
完
関
係
こ
そ
が
中
世
国
家
権
力
の
全
体

を
貫
く
最
も
本
質
的
で
重
要
な
特
徴
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　七
、
こ
う
し
た
二
重
の
意
味
で
の
多
元
性
・
分
散
性
と
中
央
集
権
性
と
を
本
質

的
な
特
徴
と
す
る
中
世
国
家
に
あ
っ
て
は
、
中
世
民
衆
の
歴
史
的
成
長
に
と
も

な
っ
て
、
彼
ら
と
直
接
向
き
合
っ
て
い
る
各
地
域
支
配
権
力
そ
れ
自
体
の
公
権

力
化
が
進
行
し

（
（（（
（

、
そ
れ
は
地
域
支
配
権
力
の
い
っ
そ
う
の
自
立
化
と
な
っ
て
現

れ
、
権
門
体
制
国
家
の
第
二
次
的
編
成
と
し
て
の
室
町
幕
府
―
守
護
体
制

（
（（（
（

を
経

て
、
最
終
的
に
は
戦
国
大
名
が
日
本
列
島
の
各
地
に
割
拠
す
る
戦
国
の
争
乱
へ

と
日
本
を
導
く
こ
と
と
な
っ
た
。
戦
国
大
名
た
ち
が
自
ら
の
支
配
権
力
を
「
公

儀
」
と
称
し
、
ま
た
そ
の
支
配
領
国
を
そ
れ
ぞ
れ
自
立
的
な
「
国
家
」
と
自
称

し
た

（
（（（
（

の
は
、
そ
れ
が
中
世
国
家
権
力
構
造
の
最
終
的
な
解
体
期
に
当
た
っ
て
い

た
こ
と
を
示
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　こ
こ
で
、
序
で
な
が
ら
中
世
権
門
体
制
国
家
と
近
世
幕
藩
制
国
家
と
の
質
的
な
差

異
と
共
通
性
に
つ
い
て
ご
く
簡
単
に
整
理
し
て
お
く
と
、
次
の
よ
う
な
点
を
指
摘
す

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
第
一
に
、
中
央
国
家
権
力
と
そ
れ
に
対
す
る
相

対
的
な
自
立
性
を
持
っ
た
地
域
支
配
権
力
（
近
世
の
場
合
は
幕
府
に
対
す
る
各
藩
）

と
の
矛
盾
と
緊
張
を
は
ら
ん
だ
相
互
補
完
関
係
に
よ
っ
て
国
家
権
力
の
全
体
が
構
成

さ
れ
、
天
皇
が
形
式
的
な
い
し
観
念
的
に
こ
れ
を
統
括
し
代
表
す
る
（
＝
封
建
的
象

徴
天
皇
制
）
と
い
う
点
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
外
見
上
は
近
似
し
た
構
造
を
持
っ

て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
中
世
と
近
世
と
の
国
家
権
力
構
造
上
の
連
続
性
な

い
し
共
通
性
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　し
か
し
第
二
に
、
そ
の
権
力
編
成
の
原
理
や
階
級
構
成
に
お
い
て
両
者
は
大
き
く

異
な
り
、
そ
こ
に
明
確
な
歴
史
の
断
絶
と
非
連
続
と
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

近
世
幕
藩
制
国
家
に
お
け
る
幕
府
と
藩
と
の
関
係
は
、
基
本
的
に
武
家
権
力
内
部
に

お
け
る
主
従
制
的
な
原
理
に
基
づ
く
世
俗
的
な
論
理
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、

中
世
に
お
け
る
「
神
国
」
日
本
と
そ
の
有
機
的
構
成
体
と
し
て
の
「
国
」
と
い
う

関
係
と
は
明
ら
か
に
そ
の
構
成
原
理
や
理
念
が
異
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
武
家

に
よ
る
国
家
権
力
の
本
質
的
独
占
と
そ
の
組
織
さ
れ
た
軍
事
力
を
背
景
と
し
た
物
理

的
強
制
力
に
よ
る
宗
教
の
支
配
と
統
制
（「
鎖
国
」
と
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
、
寺
請
制

度
な
ど
）
と
い
う
点
に
、
中
世
と
は
大
き
く
異
な
る
近
世
国
家
の
特
徴
を
認
め
る
こ

と
が
で
き
る
（
そ
の
歴
史
的
前
提
に
、
中
世
と
近
世
と
の
間
に
お
け
る
東
ア
ジ
ア
世

界
の
構
造
転
換
が
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
）。
逆
か
ら
い
う
と
、
国
家
領

域
の
流
動
・
不
確
定
性

（
（（（
（

と
も
連
動
す
る
地
域
支
配
権
力
の
強
固
な
自
立
性
、
な
い
し

国
家
権
力
構
造
上
に
占
め
る
地
域
支
配
権
力
の
本
質
的
な
比
重
の
大
き
さ
（
集
権
性

に
対
す
る
多
元
・
分
散
性
の
優
位
）
と
、
国
家
的
統
治
・
統
合
を
維
持
・
推
進
す
る

上
で
の
宗
教
の
果
た
す
役
割
の
決
定
的
な
重
要
性
（
そ
の
前
提
に
、
物
質
的
基
盤
と

し
て
の
中
世
荘
園
公
領
制
と
諸
権
門
に
よ
る
国
家
権
力
機
能
の
分
有
が
あ
っ
た
こ
と
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機
構
上
に
お
け
る
相
対
的
自
立
化
が
進
行
し
て
い
っ
た
（
後
期
律
令
制
＝
日
本

的
律
令
制
）。

　五
、
一
方
、
十
・
十
一
世
紀
に
は
律
令
財
政
の
破
綻
と
荘
園
領
有
の
国
家
的
公
認

を
契
機
と
し
て
、
門
閥
的
な
家
産
制
支
配
の
拡
大
と
律
令
制
官
僚
機
構
の
再
編

成
、
及
び
そ
れ
に
と
も
な
う
権
門
勢
家
の
登
場
と
彼
ら
に
よ
る
国
家
権
力
機
能

の
分
割
・
分
有
と
再
編
成
が
進
行
す
る
。
黒
田
氏
の
い
う
公
家
・
武
家
・
寺
社

に
よ
る
国
家
権
力
機
能
の
分
有
・
相
互
補
完
関
係
（
権
門
体
制
）
が
体
制
的
に

整
え
ら
れ
る
の
は
十
一
世
紀
末
以
後
の
院
政
期
に
な
っ
て
か
ら
（
＝
中
世
）
の

こ
と
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
分
散
的
・
多
元
的
で
不
安
定
な
中
央
国
家
権
力
機

構
が
成
立
し
機
能
し
得
た
最
大
の
要
因
、
な
い
し
そ
の
歴
史
的
前
提
は
、
右
に

述
べ
た
よ
う
な
日
常
的
な
民
衆
統
治
の
た
め
の
政
治
支
配
体
制
が
実
際
に
は
各

国
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
状
況
に
応
じ
た
多
様
性
を
持
っ
て
整
備
さ
れ

て
い
た
こ
と
に
こ
そ
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　六
、
し
か
し
、
各
国
ご
と
に
設
け
ら
れ
体
制
的
に
整
備
さ
れ
た
国
衙
・
守
護
な
ど

の
地
域
支
配
権
力
が
、
中
世
「
日
本
国
」
の
有
機
的
な
一
部
と
し
て
、
国
家
権

力
機
構
の
中
間
支
配
機
関
と
い
う
本
質
的
な
属
性
を
持
っ
て
い
た
の
は
い
う
ま

で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
中
央
国
家
権
力
と
地
域
支
配
権
力
と
の
鋭
い
矛

盾
と
緊
張
を
は
ら
ん
だ
相
互
依
存
・
補
完
関
係
こ
そ
が
中
世
国
家
権
力
の
全
体

を
貫
く
最
も
本
質
的
で
重
要
な
特
徴
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　七
、
こ
う
し
た
二
重
の
意
味
で
の
多
元
性
・
分
散
性
と
中
央
集
権
性
と
を
本
質

的
な
特
徴
と
す
る
中
世
国
家
に
あ
っ
て
は
、
中
世
民
衆
の
歴
史
的
成
長
に
と
も

な
っ
て
、
彼
ら
と
直
接
向
き
合
っ
て
い
る
各
地
域
支
配
権
力
そ
れ
自
体
の
公
権

力
化
が
進
行
し

（
（（（
（

、
そ
れ
は
地
域
支
配
権
力
の
い
っ
そ
う
の
自
立
化
と
な
っ
て
現

れ
、
権
門
体
制
国
家
の
第
二
次
的
編
成
と
し
て
の
室
町
幕
府
―
守
護
体
制

（
（（（
（

を
経

て
、
最
終
的
に
は
戦
国
大
名
が
日
本
列
島
の
各
地
に
割
拠
す
る
戦
国
の
争
乱
へ

と
日
本
を
導
く
こ
と
と
な
っ
た
。
戦
国
大
名
た
ち
が
自
ら
の
支
配
権
力
を
「
公

儀
」
と
称
し
、
ま
た
そ
の
支
配
領
国
を
そ
れ
ぞ
れ
自
立
的
な
「
国
家
」
と
自
称

し
た

（
（（（
（

の
は
、
そ
れ
が
中
世
国
家
権
力
構
造
の
最
終
的
な
解
体
期
に
当
た
っ
て
い

た
こ
と
を
示
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　こ
こ
で
、
序
で
な
が
ら
中
世
権
門
体
制
国
家
と
近
世
幕
藩
制
国
家
と
の
質
的
な
差

異
と
共
通
性
に
つ
い
て
ご
く
簡
単
に
整
理
し
て
お
く
と
、
次
の
よ
う
な
点
を
指
摘
す

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
第
一
に
、
中
央
国
家
権
力
と
そ
れ
に
対
す
る
相

対
的
な
自
立
性
を
持
っ
た
地
域
支
配
権
力
（
近
世
の
場
合
は
幕
府
に
対
す
る
各
藩
）

と
の
矛
盾
と
緊
張
を
は
ら
ん
だ
相
互
補
完
関
係
に
よ
っ
て
国
家
権
力
の
全
体
が
構
成

さ
れ
、
天
皇
が
形
式
的
な
い
し
観
念
的
に
こ
れ
を
統
括
し
代
表
す
る
（
＝
封
建
的
象

徴
天
皇
制
）
と
い
う
点
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
外
見
上
は
近
似
し
た
構
造
を
持
っ

て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
中
世
と
近
世
と
の
国
家
権
力
構
造
上
の
連
続
性
な

い
し
共
通
性
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　し
か
し
第
二
に
、
そ
の
権
力
編
成
の
原
理
や
階
級
構
成
に
お
い
て
両
者
は
大
き
く

異
な
り
、
そ
こ
に
明
確
な
歴
史
の
断
絶
と
非
連
続
と
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

近
世
幕
藩
制
国
家
に
お
け
る
幕
府
と
藩
と
の
関
係
は
、
基
本
的
に
武
家
権
力
内
部
に

お
け
る
主
従
制
的
な
原
理
に
基
づ
く
世
俗
的
な
論
理
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、

中
世
に
お
け
る
「
神
国
」
日
本
と
そ
の
有
機
的
構
成
体
と
し
て
の
「
国
」
と
い
う

関
係
と
は
明
ら
か
に
そ
の
構
成
原
理
や
理
念
が
異
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
武
家

に
よ
る
国
家
権
力
の
本
質
的
独
占
と
そ
の
組
織
さ
れ
た
軍
事
力
を
背
景
と
し
た
物
理

的
強
制
力
に
よ
る
宗
教
の
支
配
と
統
制
（「
鎖
国
」
と
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
、
寺
請
制

度
な
ど
）
と
い
う
点
に
、
中
世
と
は
大
き
く
異
な
る
近
世
国
家
の
特
徴
を
認
め
る
こ

と
が
で
き
る
（
そ
の
歴
史
的
前
提
に
、
中
世
と
近
世
と
の
間
に
お
け
る
東
ア
ジ
ア
世

界
の
構
造
転
換
が
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
）。
逆
か
ら
い
う
と
、
国
家
領

域
の
流
動
・
不
確
定
性

（
（（（
（

と
も
連
動
す
る
地
域
支
配
権
力
の
強
固
な
自
立
性
、
な
い
し

国
家
権
力
構
造
上
に
占
め
る
地
域
支
配
権
力
の
本
質
的
な
比
重
の
大
き
さ
（
集
権
性

に
対
す
る
多
元
・
分
散
性
の
優
位
）
と
、
国
家
的
統
治
・
統
合
を
維
持
・
推
進
す
る

上
で
の
宗
教
の
果
た
す
役
割
の
決
定
的
な
重
要
性
（
そ
の
前
提
に
、
物
質
的
基
盤
と

し
て
の
中
世
荘
園
公
領
制
と
諸
権
門
に
よ
る
国
家
権
力
機
能
の
分
有
が
あ
っ
た
こ
と
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は
、
こ
れ
ま
た
い
う
ま
で
も
な
い
）、
こ
こ
に
近
世
と
は
異
な
る
中
世
国
家
独
自
の

特
徴
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　も
ち
ろ
ん
、
近
世
に
あ
っ
て
も
武
家
の
み
に
よ
っ
て
国
家
権
力
が
構
成
さ
れ
、
作

動
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
天
皇
や
朝
廷
の
果
た
す
独
自
の
機
能
や
役
割
、
国
家

的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
「
神
国
」
思
想
の
担
っ
た
独
自
の
重
要
性
（
と
く
に
「
華

夷
変
態
」
以
後
）、
さ
ら
に
は
「
国
持
ち
大
名
」
の
広
範
な
存
在
に
示
さ
れ
る
「
国
」

支
配
秩
序
の
存
続
（
正
し
く
は
天
皇
権
力
と
同
じ
く
再
構
築
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ

う
）
な
ど
、
さ
き
に
第
一
点
と
し
て
指
摘
し
た
論
点
と
の
統
一
的
把
握
が
近
世
国
家

論
の
観
点
か
ら
推
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
し
か
し
そ
の
基
本
的
性
格
が
第
二
の
点
に
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
の
な
い
と
こ

ろ
と
い
え
よ
う
。

　一
宮
制
の
問
題
に
関
し
て
い
え
ば
、
近
世
に
あ
っ
て
も
中
世
一
宮
の
多
く
は
依
然

と
し
て
各
国
内
の
最
有
力
神
社
と
し
て
大
き
な
社
会
的
・
宗
教
的
勢
力
を
誇
っ
て
お

り
、
む
し
ろ
中
世
以
上
に
一
宮
の
呼
称
が
重
視
さ
れ
、
社
会
的
に
も
浸
透
し
て
い
っ

た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
で
中
世
と
近
世
と
の
連
続
性
は
明
白
だ
と
い
え
る
。
し
か

し
、
表
面
的
・
形
式
的
に
は
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
内
実
は
大
き
く
異
な
っ
て
い

た
。
中
世
の
諸
国
一
宮
が
「
国
鎮
守
」
で
あ
る
こ
と
を
最
も
本
質
的
で
重
要
な
特
徴

と
し
、し
た
が
っ
て
必
ず
し
も
「
一
宮
」
の
呼
称
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
の
に
対
し
、

近
世
に
あ
っ
て
は
基
本
的
に
由
緒
と
伝
統
を
誇
る
「
神
社
の
社
格
」
を
示
す
も
の
と

し
て
、「
一
宮
」
の
呼
称
と
と
も
に
、
こ
れ
に
対
す
る
二
宮
・
三
宮
な
ど
の
呼
称
が

と
り
わ
け
重
視
さ
れ
、
郡
や
村
な
ど
様
々
な
レ
ベ
ル
で
一
・
二
・
三
宮
な
ど
が
新
た

に
設
定
さ
れ
て
い
っ
た
。
今
日
知
ら
れ
て
い
る
、
全
国
各
地
に
残
る
多
数
の
一
宮
・

二
宮
な
ど
の
う
ち
、
そ
の
圧
倒
的
な
部
分
が
近
世
に
な
っ
て
新
し
く
成
立
し
た
も
の

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
、
私
た
ち
は
十
分
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と

い
え
よ
う
。
井
上
智
勝
氏

（
（（（
（

が
明
ら
か
に
し
た
、
中
世
に
は
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
よ
い

ほ
ど
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
式
内
社
が
、
近
世
に
は
一
宮
な
ど
と
並
ん
で

と
り
わ
け
重
視
さ
れ
、
近
世
初
頭
以
後
そ
の
復
興
・
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
と

い
う
の
も
、
同
様
の
事
情
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　一
宮
制
を
め
ぐ
る
中
世
と
近
世
の
連
続
・
非
連
続
と
い
う
問
題
と
関
わ
っ
て
い
ま

一
つ
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
、
一
・
二
・
三
宮
な
ど
の
合
同
祭
礼
に
つ
い

て
で
あ
る
。
現
在
も
新
暦
の
五
月
五
日
に
一
宮
・
二
宮
・
三
宮
・
四
宮
・
平
塚
八
幡

宮
の
五
社
の
神
輿
が
国
府
本
郷
五
揃
山
（
神
奈
川
県
中
郡
大
磯
町
）
に
集
合
し
て
行

わ
れ
る
「
国
府
祭
（
こ
う
の
ま
ち

（
（（（
（

）」
は
、
戦
国
期
の
文
書
に
見
え
る
「
端
午
祭
」

が
現
在
ま
で
連
綿
と
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
と
し
て
多
く
の
注
目
を
集
め
て
い
る
。

そ
し
て
重
要
な
の
は
、
①
相
模
国
の
み
な
ら
ず
、
甲
斐
・
武
蔵
国
や
美
濃
国
な
ど
、

い
く
つ
か
の
国
に
お
い
て
同
様
の
祭
礼
が
共
通
し
て
確
認
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ

れ
が
中
世
一
宮
の
祭
礼
の
最
も
典
型
的
な
一
つ
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
②

平
山
優
氏

（
（（（
（

が
甲
斐
国
の
事
例
に
即
し
て
論
じ
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
祭
礼
形
態
の
淵

源
は
中
世
成
立
期
に
ま
で
遡
り
、
そ
の
点
で
も
一
宮
の
祭
礼
の
最
も
本
質
的
で
典
型

的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。

　こ
の
問
題
は
、
中
世
と
近
世
と
の
連
続
・
非
連
続
と
い
う
論
点
に
止
ま
ら
ず
、
一

宮
の
祭
礼
と
は
何
か
、
さ
ら
に
は
一
宮
と
は
何
な
の
か
と
い
う
、
最
も
本
質
的
な
問

題
と
も
関
わ
る
重
要
な
論
点
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
慎
重
な
検
討
が
求
め

ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、本
論
か
ら
若
干
逸
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、少
々

踏
み
込
ん
で
検
討
を
加
え
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。

　現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
こ
う
し
た
合
同
祭
礼
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
、
な

い
し
推
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
先
述
の
相
模
国
の
ほ
か
、
次
の
諸
国
を
合
わ
せ
た
計

六
ヶ
国
で
あ
る

（
（（（
（

。

〔
甲
斐
国
〕
合
同
祭
礼
と
し
て
の
御
幸
祭
は
四
月
第
二
亥
日
（
夏
御
幸
）
と
、
十
一

月
第
一
亥
日
（
冬
御
幸
）
の
二
回
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
。
夏
御
幸
は
、一
宮
・

二
宮
・
三
宮
の
神
輿
が
そ
ろ
っ
て
巨
摩
郡
竜
王
村
の
三
社
神
社
に
渡
御
し
釜
無

川
で
川
除
神
事
を
行
い
、
一
宮
・
二
宮
の
神
輿
は
往
路
の
笛
吹
川
で
も
川
除
神

事
を
行
う
と
い
う
も
の
。
こ
れ
に
対
し
冬
御
幸
で
は
、
三
社
の
神
輿
は
竜
王
ま

で
行
か
ず
、
上
石
田
村
の
三
社
神
社
で
川
除
神
事
を
行
っ
た
。
こ
れ
は
、
甲
府
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盆
地
中
央
部
の
荒
川
・
貢
川
・
相
川
の
合
流
地
点
に
お
け
る
治
水
祈
願
で
あ
っ

て
、
武
田
信
玄
が
釜
無
川
の
治
水
に
着
手
す
る
以
前
の
形
態
だ
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。

〔
武
蔵
国
〕
総
社
六
所
宮
（
大
国
魂
神
社
）
の
五
月
五
日
（
大
国
魂
神
社
創
建
の
日

だ
と
い
う
）
の
例
祭
で
は
、
か
つ
て
一
～
六
宮
が
集
ま
っ
て
祭
礼
が
行
わ
れ
た

と
い
わ
れ
る
。

〔
美
濃
国
〕
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
の
『
南
宮
神
事
祭
礼
年
中
行
事

（
（（（
（

』
な
ど
に
よ

る
と
、
三
月
三
日
に
は
二
・
三
宮
の
神
輿
が
前
後
を
競
っ
て
一
宮
南
宮
社
に
渡

御
す
る
祭
礼
が
あ
り
、
ま
た
五
月
五
日
に
は
一
・
二
・
三
宮
の
神
輿
が
御
旅
所

＝
国
府
宮
へ
神
幸
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
五
月
四
日
に
は
府
中
（
一
宮
の

旧
社
地
）
よ
り
一
宮
の
神
輿
が
帰
座
し
た
と
い
う
。

〔
美
作
国
〕
元
禄
年
間
（
一
六
八
八
～
一
七
〇
四
）
の
作
成
と
推
定
さ
れ
る
『
総
社

旧
記

（
（（（
（

』
に
よ
る
と
、
九
月
九
日
に
は
一
・
二
宮
の
神
輿
が
惣
社
に
合
し
、
惣

社
の
客
社
に
て
祭
礼
が
行
わ
れ
た
と
い
う
。

〔
長
門
国
〕
第
一
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
八
月
十
五
日
の
放
生
会
や
六
月
晦
日
の
夏

越
神
事
を
初
め
と
し
て
、
数
多
く
の
祭
礼
が
一
・
二
宮
合
同
で
行
わ
れ
、
六
月

の
夏
越
神
事
や
八
月
十
五
日
の
放
生
会
で
は
両
社
の
神
輿
渡
御
も
行
わ
れ
た
。

　し
か
し
、
以
上
の
う
ち
、
合
同
祭
礼
が
間
違
い
な
く
中
世
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
史

料
的
に
確
認
で
き
る
の
は
甲
斐
と
長
門
の
両
国
の
み
で
あ
っ
て
、
他
の
諸
国
に
つ
い

て
は
そ
の
明
証
に
欠
け
、
む
し
ろ
近
世
に
な
っ
て
新
し
く
成
立
し
た
、
な
い
し
単
な

る
伝
承
で
は
な
い
か
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
武
蔵
国
の
場
合
、
確
か
に
中
世
成
立
期

か
ら
一
～
六
宮
は
存
在
し
た
が
、
四
宮
秩
父
神
社
な
ど
は
鎌
倉
期
以
来
郡
鎮
守
と
し

て
機
能
し
て
お
り
、
国
鎮
守
と
し
て
府
中
惣
社
ま
で
出
向
い
て
祭
礼
を
行
っ
た
と
は

考
え
が
た
い
。「
総
社
六
所
宮
」
と
し
て
、
六
所
宮
（
大
国
魂
神
社
）
が
「
総
社
」

を
冠
し
て
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
の
が
室
町
期
以
後
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ

れ
る
よ
う
に
、
中
世
後
期
に
再
編
成
さ
れ
た
六
所
宮
の
「
六
所
」
を
一
～
六
宮
の
集

合
体
と
考
え
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
出
さ
れ
た
も
の
（
相
模
国
や
出
雲
国
を
初
め
と
し

て
、
惣
社
が
六
所
宮
と
称
す
る
国
は
多
数
存
在
す
る

（
（（（
（

が
、
そ
の
祭
神
が
一
～
六
宮
の

祭
神
を
合
わ
せ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
は
武
蔵
国
の
み
で
、「
六
所
」
宮
の
観
念

的
で
意
図
的
な
解
釈
に
よ
る
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
武
蔵
国
の
場
合
、
偶
々

一
～
六
宮
で
構
成
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
六
所
宮
を
一
～
六
宮
の
集
合
体
と
考

え
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
）
で
あ
っ
て
、
六
社
合
同
の
祭
礼
が
行
わ
れ
た
徴
証

は
何
ら
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
戦
国
期
以
後
、
そ
れ
ま
で
三
宮
と
さ
れ
た
氷
川

神
社
が
「
一
宮
」
を
称
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
近
世
以
後
に
大
国
魂

神
社
に
氷
川
神
社
を
含
む
一
～
六
宮
が
集
ま
っ
て
六
社
合
同
の
祭
礼
が
行
わ
れ
た
と

は
考
え
が
た
い
。

　武
蔵
国
と
違
っ
て
美
濃
国
の
場
合
、
近
世
に
一
～
三
宮
の
三
社
合
同
祭
礼
が
行
わ

れ
た
の
は
事
実
と
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ま
た
中
世
に
ま
で
遡
る
徴
証
は
見
出
し
得

な
い
。
ま
ず
以
て
中
世
の
惣
社
が
御
旅
所
で
あ
っ
た
と
は
認
め
が
た
く
、
ま
た
中
世

を
通
じ
て
「
二
宮
」
の
呼
称
を
確
認
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
三
宮
に
関
し
て
も
南

北
朝
・
室
町
期
以
後
多
芸
郡
大
塚
社
と
厚
見
郡
因
幡
社
の
両
社
が
と
も
に
三
宮
を
称

し
て
い
て
明
確
で
な
く
、
こ
う
し
た
中
で
近
世
同
様
に
御
旅
所
を
惣
社
と
す
る
一
～

三
宮
の
三
社
合
同
祭
礼
が
整
然
と
行
わ
れ
て
い
た
と
は
考
え
が
た
い
。
近
世
的
な
祭

礼
と
し
て
新
た
に
成
立
し
た
と
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　こ
れ
に
対
し
相
模
国
の
場
合
、
一
～
四
宮
や
惣
社
（
六
所
宮
）
は
中
世
成
立
期
以

来
そ
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
戦
国
期
の
文
書
に
見
え
る
五
月
五
日
の

「
端
午
祭
」
が
平
塚
八
幡
宮
を
含
め
た
五
社
合
同
の
祭
礼
で
あ
っ
た
可
能
性
を
完
全

に
否
定
し
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
こ
の
場
合
に
あ
っ
て
も
、
史
料
的
に
そ

れ
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ば
か
り
か
、
何
ら
の
徴
証
も
見
出
す
こ
と
が
で
き

な
い
。
や
は
り
近
世
に
な
っ
て
新
し
く
成
立
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
と
い
え
よ

う
。
美
作
国
の
場
合
も
こ
れ
と
同
様
で
あ
る
。

　以
上
よ
り
、
一
～
三
宮
な
ど
の
合
同
祭
礼
が
中
世
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
確
認
で
き

る
の
は
甲
斐
国
と
長
門
国
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
成
立
が
中
世
成
立
期

に
ま
で
遡
る
と
す
る
理
解
に
は
こ
れ
ま
た
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
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盆
地
中
央
部
の
荒
川
・
貢
川
・
相
川
の
合
流
地
点
に
お
け
る
治
水
祈
願
で
あ
っ

て
、
武
田
信
玄
が
釜
無
川
の
治
水
に
着
手
す
る
以
前
の
形
態
だ
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。

〔
武
蔵
国
〕
総
社
六
所
宮
（
大
国
魂
神
社
）
の
五
月
五
日
（
大
国
魂
神
社
創
建
の
日

だ
と
い
う
）
の
例
祭
で
は
、
か
つ
て
一
～
六
宮
が
集
ま
っ
て
祭
礼
が
行
わ
れ
た

と
い
わ
れ
る
。

〔
美
濃
国
〕
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
の
『
南
宮
神
事
祭
礼
年
中
行
事

（
（（（
（

』
な
ど
に
よ

る
と
、
三
月
三
日
に
は
二
・
三
宮
の
神
輿
が
前
後
を
競
っ
て
一
宮
南
宮
社
に
渡

御
す
る
祭
礼
が
あ
り
、
ま
た
五
月
五
日
に
は
一
・
二
・
三
宮
の
神
輿
が
御
旅
所

＝
国
府
宮
へ
神
幸
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
五
月
四
日
に
は
府
中
（
一
宮
の

旧
社
地
）
よ
り
一
宮
の
神
輿
が
帰
座
し
た
と
い
う
。

〔
美
作
国
〕
元
禄
年
間
（
一
六
八
八
～
一
七
〇
四
）
の
作
成
と
推
定
さ
れ
る
『
総
社

旧
記

（
（（（
（

』
に
よ
る
と
、
九
月
九
日
に
は
一
・
二
宮
の
神
輿
が
惣
社
に
合
し
、
惣

社
の
客
社
に
て
祭
礼
が
行
わ
れ
た
と
い
う
。

〔
長
門
国
〕
第
一
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
八
月
十
五
日
の
放
生
会
や
六
月
晦
日
の
夏

越
神
事
を
初
め
と
し
て
、
数
多
く
の
祭
礼
が
一
・
二
宮
合
同
で
行
わ
れ
、
六
月

の
夏
越
神
事
や
八
月
十
五
日
の
放
生
会
で
は
両
社
の
神
輿
渡
御
も
行
わ
れ
た
。

　し
か
し
、
以
上
の
う
ち
、
合
同
祭
礼
が
間
違
い
な
く
中
世
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
史

料
的
に
確
認
で
き
る
の
は
甲
斐
と
長
門
の
両
国
の
み
で
あ
っ
て
、
他
の
諸
国
に
つ
い

て
は
そ
の
明
証
に
欠
け
、
む
し
ろ
近
世
に
な
っ
て
新
し
く
成
立
し
た
、
な
い
し
単
な

る
伝
承
で
は
な
い
か
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
武
蔵
国
の
場
合
、
確
か
に
中
世
成
立
期

か
ら
一
～
六
宮
は
存
在
し
た
が
、
四
宮
秩
父
神
社
な
ど
は
鎌
倉
期
以
来
郡
鎮
守
と
し

て
機
能
し
て
お
り
、
国
鎮
守
と
し
て
府
中
惣
社
ま
で
出
向
い
て
祭
礼
を
行
っ
た
と
は

考
え
が
た
い
。「
総
社
六
所
宮
」
と
し
て
、
六
所
宮
（
大
国
魂
神
社
）
が
「
総
社
」

を
冠
し
て
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
の
が
室
町
期
以
後
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ

れ
る
よ
う
に
、
中
世
後
期
に
再
編
成
さ
れ
た
六
所
宮
の
「
六
所
」
を
一
～
六
宮
の
集

合
体
と
考
え
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
出
さ
れ
た
も
の
（
相
模
国
や
出
雲
国
を
初
め
と
し

て
、
惣
社
が
六
所
宮
と
称
す
る
国
は
多
数
存
在
す
る

（
（（（
（

が
、
そ
の
祭
神
が
一
～
六
宮
の

祭
神
を
合
わ
せ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
は
武
蔵
国
の
み
で
、「
六
所
」
宮
の
観
念

的
で
意
図
的
な
解
釈
に
よ
る
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
武
蔵
国
の
場
合
、
偶
々

一
～
六
宮
で
構
成
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
六
所
宮
を
一
～
六
宮
の
集
合
体
と
考

え
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
）
で
あ
っ
て
、
六
社
合
同
の
祭
礼
が
行
わ
れ
た
徴
証

は
何
ら
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
戦
国
期
以
後
、
そ
れ
ま
で
三
宮
と
さ
れ
た
氷
川

神
社
が
「
一
宮
」
を
称
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
近
世
以
後
に
大
国
魂

神
社
に
氷
川
神
社
を
含
む
一
～
六
宮
が
集
ま
っ
て
六
社
合
同
の
祭
礼
が
行
わ
れ
た
と

は
考
え
が
た
い
。

　武
蔵
国
と
違
っ
て
美
濃
国
の
場
合
、
近
世
に
一
～
三
宮
の
三
社
合
同
祭
礼
が
行
わ

れ
た
の
は
事
実
と
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ま
た
中
世
に
ま
で
遡
る
徴
証
は
見
出
し
得

な
い
。
ま
ず
以
て
中
世
の
惣
社
が
御
旅
所
で
あ
っ
た
と
は
認
め
が
た
く
、
ま
た
中
世

を
通
じ
て
「
二
宮
」
の
呼
称
を
確
認
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
三
宮
に
関
し
て
も
南

北
朝
・
室
町
期
以
後
多
芸
郡
大
塚
社
と
厚
見
郡
因
幡
社
の
両
社
が
と
も
に
三
宮
を
称

し
て
い
て
明
確
で
な
く
、
こ
う
し
た
中
で
近
世
同
様
に
御
旅
所
を
惣
社
と
す
る
一
～

三
宮
の
三
社
合
同
祭
礼
が
整
然
と
行
わ
れ
て
い
た
と
は
考
え
が
た
い
。
近
世
的
な
祭

礼
と
し
て
新
た
に
成
立
し
た
と
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　こ
れ
に
対
し
相
模
国
の
場
合
、
一
～
四
宮
や
惣
社
（
六
所
宮
）
は
中
世
成
立
期
以

来
そ
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
戦
国
期
の
文
書
に
見
え
る
五
月
五
日
の

「
端
午
祭
」
が
平
塚
八
幡
宮
を
含
め
た
五
社
合
同
の
祭
礼
で
あ
っ
た
可
能
性
を
完
全

に
否
定
し
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
こ
の
場
合
に
あ
っ
て
も
、
史
料
的
に
そ

れ
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ば
か
り
か
、
何
ら
の
徴
証
も
見
出
す
こ
と
が
で
き

な
い
。
や
は
り
近
世
に
な
っ
て
新
し
く
成
立
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
と
い
え
よ

う
。
美
作
国
の
場
合
も
こ
れ
と
同
様
で
あ
る
。

　以
上
よ
り
、
一
～
三
宮
な
ど
の
合
同
祭
礼
が
中
世
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
確
認
で
き

る
の
は
甲
斐
国
と
長
門
国
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
成
立
が
中
世
成
立
期

に
ま
で
遡
る
と
す
る
理
解
に
は
こ
れ
ま
た
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
。

　甲
斐
国
の
一
宮
制
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
ま
ず
第
一
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が

あ
る
の
は
そ
の
呼
称
に
つ
い
て
で
あ
る
。
甲
斐
国
一
宮
浅
間
神
社
は
国
内
唯
一
の
名

神
大
社
が
一
宮
に
転
化
し
た
と
い
う
事
情
も
あ
っ
て
、
少
な
く
と
も
戦
国
期
以
前
に

関
し
て
は
中
世
を
通
じ
て
「
一
宮
」
の
呼
称
は
定
着
せ
ず
、
一
宮
と
浅
間
神
社
と
を

直
接
結
び
つ
け
る
史
料
も
戦
国
期
に
至
っ
て
初
め
て
登
場
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
以

後
、
浅
間
神
社
は
そ
れ
ま
で
と
異
な
り
、「
甲
州
一
宮
」「
甲
州
第
一
宮
」「
甲
州
鎮

守
第
一
宮
」
な
ど
専
ら
「
一
宮
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、「
二

宮
」
の
史
料
初
見
は
南
北
朝
期
の
貞
治
三
年
（
一
三
六
三

（
（（（
（

）、
そ
し
て
「
三
宮
」
に

至
っ
て
は
戦
国
期
の
文
亀
四
年
（
一
五
〇
四

（
（（（
（

）
に
な
っ
て
初
め
て
史
料
上
に
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る

（
（（（
（

。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
二
宮
美
和
神
社
は
と
も
か
く
、
玉
諸
神
社

が
三
宮
の
地
位
を
獲
得
し
「
三
宮
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
戦
国
大
名
武

田
氏
に
よ
る
神
社
再
編
成
に
基
づ
く
可
能
性
が
極
め
て
高
い
、
す
な
わ
ち
「
三
宮
」

の
成
立
そ
の
も
の
が
戦
国
期
に
属
す
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

　第
二
の
問
題
は
、「
三
社
神
社
」
と
い
う
一
～
三
宮
を
合
わ
せ
祭
る
神
社
の
存
在

で
あ
る
。
中
世
に
は
す
べ
て
の
国
に
一
宮
と
惣
社
が
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
機

能
と
役
割
を
担
っ
た
。
一
宮
が
国
鎮
守
で
あ
る
の
に
対
し
、
惣
社
は
国
衙
権
力
機
構

の
一
環
と
し
て
、
国
衙
祭
祀
の
執
行
と
と
も
に
一
宮
を
初
め
と
す
る
国
内
神
社
の
全

体
を
統
括
す
る
こ
と
を
そ
の
主
要
な
任
務
と
し
た

（
（（（
（

。
さ
き
に
武
蔵
国
の
場
合
に
即
し

て
指
摘
し
た
よ
う
に
、
惣
社
が
国
鎮
守
（
武
蔵
の
場
合
は
一
～
六
宮
）
の
祭
神
を
合

わ
せ
祭
る
神
社
だ
と
す
る
理
解
は
後
代
に
な
っ
て
生
ま
れ
た
牽
強
付
会
に
過
ぎ
な
い

の
で
あ
っ
て
、
惣
社
本
来
の
性
格
と
は
認
め
が
た
い
。
ま
し
て
や
惣
社
と
は
別
に
、

国
鎮
守
の
祭
神
を
合
わ
せ
祭
る
「
三
社
神
社
」
な
ど
と
い
う
も
の
が
一
宮
制
の
成
立

期
以
来
存
在
し
た
な
ど
と
は
到
底
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
三
宮
の
史
料
初
見
と

合
わ
せ
考
え
る
な
ら
ば
、
戦
国
大
名
武
田
氏
に
よ
る
「
三
宮
」
の
設
定
と
「
三
社
神

社
」
の
成
立
は
、「
一
宮
」
の
呼
称
の
成
立
を
含
め
相
互
に
密
接
な
関
わ
り
を
持
っ

て
い
た
と
考
え
る
べ
き
も
の
と
い
え
よ
う
。

　第
三
に
、
そ
も
そ
も
一
～
三
宮
な
ど
の
国
鎮
守
の
合
同
祭
祀
と
い
う
祭
礼
形
態
そ

の
も
の
が
後
に
な
っ
て
成
立
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
前
節
で
も

指
摘
し
た
よ
う
に
、
中
世
に
あ
っ
て
は
圧
倒
的
多
数
の
国
が
一
宮
の
み
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
、「
一
宮
」
の
呼
称
が
成
立
な
い
し
定
着
し
な
い
国
も
多
数
に
上
っ
た
。
そ

し
て
二
・
三
宮
以
下
が
存
在
す
る
国
に
あ
っ
て
も
、
一
宮
が
最
も
重
視
さ
れ
、
国
鎮

守
と
し
て
の
祭
礼
は
専
ら
一
宮
単
独
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
一
宮
と
二
宮
が
相

互
に
密
接
な
関
わ
り
を
持
っ
て
成
立
し
た
長
門
国
の
場
合
に
あ
っ
て
も
、
一
・
二
宮

合
同
の
祭
礼
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
南
北
朝
期
以
後
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ

が
守
護
大
内
氏
に
よ
る
国
衙
権
力
機
能
の
掌
握
・
再
編
成
と
密
接
に
関
わ
り
合
っ
て

い
た
こ
と
は
前
章
で
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
室
町
幕
府
に
よ
る
全
国
的
統
治
権
を

前
提
に
、
そ
の
有
機
的
な
一
環
と
し
て
機
能
し
た
守
護
と
は
異
な
り
、
組
織
さ
れ
た

強
力
な
軍
事
力
と
家
臣
団
の
編
成
を
背
景
に
各
地
に
自
立
的
に
割
拠
し
た
戦
国
大
名

の
場
合
、
そ
の
領
国
経
営
の
観
点
か
ら
強
権
的
な
寺
社
の
統
制
と
再
編
成
の
行
わ
れ

る
の
が
一
般
的
で
、
甲
斐
武
田
氏
は
い
わ
ば
そ
の
最
も
典
型
的
な
形
態
で
あ
っ
た
と

評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
来
の
惣
社
＝
林
部
之
宮
に
代
え
て
新
た
に
武
田
氏
の

氏
神
＝
石
和
八
幡
宮
を
府
中
八
幡
宮
と
し
て
甲
斐
国
惣
社
と
な
し
、
そ
れ
を
中
心
に

一
・
二
・
三
宮
以
下
の
国
内
神
社
を
抜
本
的
に
再
編
成
す
る
（
勤
番
体
制
の
成
立

（
（（（
（

な

ど
）。
釜
無
川
で
の
一
～
三
宮
合
同
祭
礼
は
そ
う
し
た
国
内
神
社
再
編
成
の
一
環
を

な
す
も
の
で
あ
り
、
上
石
田
村
三
社
神
社
で
の
一
～
三
宮
合
同
の
川
除
神
事
と
い
う

の
も
、
こ
れ
と
一
連
の
も
の
で
あ
り
、
甲
斐
国
一
宮
制
の
解
体
過
程
を
示
す
も
の
に

他
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

（
（（（
（

。

　さ
て
、
よ
う
や
く
本
論
に
戻
っ
て
岡
田
氏
以
下
の
諸
氏
の
一
宮
制
理
解
に
つ
い
て

私
見
を
述
べ
る
段
と
な
っ
た
が
、
す
で
に
こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
中
で
部
分
的
に

触
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
の
で
、
で
き
る
だ
け
簡
単
に
私
見
を
整
理
し
て
お
く

こ
と
と
し
た
い
。

　ま
ず
岡
田
荘
司
氏
の
理
解
に
つ
い
て
。
岡
田
氏
が
指
摘
し
て
い
る
二
つ
の
論
点
、
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す
な
わ
ち
①
二
十
二
社
制
と
諸
国
一
宮
制
と
で
は
そ
の
拠
っ
て
立
つ
原
理
や
方
向
性

に
違
い
が
認
め
ら
れ
る
、
②
諸
国
一
宮
制
は
各
国
ご
と
の
多
様
性
を
持
っ
て
い
る
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
指
摘
の
通
り
で
、
筆
者
と
し
て
も
と
く
に
こ
れ
に
異
論
が
あ
る
わ

け
で
は
な
い
。
問
題
は
、
こ
う
し
た
神
社
制
度
の
特
徴
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
評

価
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
で
筆
者
は
岡
田
氏
と
意
見
を
異
に
す

る
。　こ

の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
注
意
す
る
必
要
の
あ
る
第
一
の
点
は
、
そ
れ
ぞ

れ
異
な
る
経
過
と
特
徴
と
を
持
っ
て
成
立
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
世
に
あ
っ
て

は
そ
れ
が
「
王
城
鎮
守
」・「
国
鎮
守
」
と
い
う
一
体
的
な
形
で
起
請
文
な
ど
に
記

さ
れ
、
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る

（
（（（
（

。
そ
し
て
第
二
に
、
両
者
そ
れ
ぞ
れ
の
具
体

的
な
制
度
的
確
立
過
程
は
と
も
か
く
、
そ
の
起
点
と
な
る
時
期
に
お
い
て
、
両
者
が

相
互
に
緊
密
で
一
体
的
な
関
係
に
あ
り
、
ま
た
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
成
立
し
た
と

考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
岡
田
氏
が
注
目
す
る
天
皇
直
轄
祭
祀
の
成

立
（
（（（
（

と
、
地
方
神
社
行
政
の
国
司
へ
の
委
任
と
そ
れ
に
と
も
な
う
神
社
制
度
そ
の
も
の

の
整
備
・
発
展
（
官
社
制
か
ら
神
階
社
制
へ
の
転
換
と
全
国
的
な
規
模
で
の
「
神
社
」

の
整
備

（
（（（
（

）、
そ
し
て
い
ま
一
つ
は
一
代
一
度
大
神
宝
使
制
と
十
六
社
制
の
成
立
で
あ

る
。　第

二
の
う
ち
の
前
者
、
す
な
わ
ち
天
皇
直
轄
祭
祀
の
成
立
と
地
方
神
社
行
政
の
国

司
へ
の
委
任
と
い
う
の
は
、
先
述
し
た
前
期
律
令
制
か
ら
後
期
律
令
制
（
＝
日
本
的

律
令
制
）
へ
の
移
行
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
岡
田
氏
は
専
ら
中
央
政
府
に
の

み
視
点
を
合
わ
せ
て
天
皇
直
轄
祭
祀
を
論
じ
て
い
る
が
、
神
祇
官
を
中
心
と
し
た
古

代
の
神
社
制
度
全
体
の
変
容
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
地
方
神
社
行
政
の
国
司
へ
の

委
任
と
そ
れ
に
と
も
な
う
神
社
や
神
社
制
度
の
整
備
・
発
展
と
い
う
の
も
こ
れ
と
表

裏
一
体
を
な
す
問
題
と
し
て
正
し
く
位
置
づ
け
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
後

者
の
一
代
一
度
大
神
宝
使
制
と
十
六
社
制
の
成
立
と
い
う
問
題
も
、
そ
う
し
た
観
点

か
ら
で
な
け
れ
ば
そ
の
歴
史
的
性
格
を
的
確
に
把
握
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
は

な
い
か
、
と
筆
者
は
考
え
る
。

　九
世
紀
末
に
成
立
し
た
天
皇
直
轄
祭
祀
の
一
典
型
と
さ
れ
る
一
代
一
度
大
神
宝
使

制
（
（（（
（

は
、
新
し
く
即
位
し
た
天
皇
が
全
国
の
有
力
神
社
五
十
社
に
神
宝
を
捧
げ
て
挨
拶

を
行
う
と
と
も
に
そ
の
加
護
を
求
め
る
と
い
う
も
の
で
、
こ
の
儀
式
で
最
も
注
目
さ

れ
る
こ
と
の
一
つ
は
そ
の
対
象
と
な
る
神
社
の
ほ
と
ん
ど
が
後
に
二
十
二
社
・
一
宮

と
認
定
さ
れ
た
神
社
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。「
帝
王
御
即
位
之

時
、
諸
国
一
宮
被
レ
行
二
大
奉
幣

（
（（（
（

一
」
な
ど
と
し
て
、
中
世
に
あ
っ
て
は
一
代
一
度
大

神
宝
使
の
発
遣
が
一
宮
に
固
有
の
儀
礼
と
さ
れ
た
（
そ
の
発
遣
対
象
社
と
さ
れ
た
有

力
一
宮
に
限
ら
れ
て
は
い
る
が
）
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
天
皇
は
中
央
の

二
十
二
社
の
み
な
ら
ず
、
全
国
の
有
力
一
宮
と
も
直
接
結
び
合
っ
て
い
た
。
し
か
し

同
時
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
十
六
社
制
か
ら
二
十
一
社
制
、
さ
ら
に
は
二
十
二
社
制

へ
と
い
う
よ
う
に
、
天
皇
が
日
常
的
か
つ
直
接
的
に
関
わ
り
を
持
つ
神
社
が
畿
内
と

そ
の
周
辺
部
に
位
置
す
る
中
央
の
二
十
二
社
（
王
城
鎮
守
）
に
限
定
・
固
定
化
さ
れ

て
い
く
の
と
並
行
し
て
、
国
司
に
よ
る
国
内
有
力
諸
社
へ
の
神
拝
が
始
ま
り
、
そ
し

て
そ
れ
が
一
宮
（
国
鎮
守
）
へ
の
国
司
神
拝
と
し
て
定
式
化
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
で

あ
る
。

　成
立
期
一
宮
の
具
体
的
な
様
相
を
示
す
希
有
の
史
料
と
し
て
従
来
か
ら
多
く
の
注

目
を
集
め
て
き
た
『
時
範
記

（
（（（
（

』
に
よ
る
と
、
境
迎
え
の
儀
な
ど
を
経
て
国
府
に
到
着

し
た
因
幡
国
司
平
時
範
は
、
国
守
と
し
て
の
種
々
の
初
任
儀
礼
の
一
つ
と
し
て
国
司

神
拝
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
国
司
神
拝
で
注
目
さ
れ
る
の
は
次
の
二
点
で
あ
る
。
①

承
徳
三
年
（
一
〇
九
九
）
二
月
十
五
日
夜
に
因
幡
国
府
に
到
着
し
た
時
範
は
、
同

日
夜
の
う
ち
に
介
久
経
（
一
宮
宇
部
神
社
の
社
司
で
も
あ
る
）
を
呼
ん
で
神
拝
の
準

備
に
取
り
か
か
る
よ
う
命
じ
る
と
と
も
に
、
同
じ
く
目
代
保
清
に
命
じ
て
神
宝
を
作

ら
せ
始
め
て
い
る
。
②
実
際
に
神
拝
が
行
わ
れ
た
の
は
着
府
か
ら
十
日
も
経
っ
た

二
十
六
日
の
こ
と
で
、
当
日
は
神
拝
に
先
立
っ
て
館
侍
十
人
を
遣
わ
し
て
遠
社
に
幣

帛
・
神
宝
を
捧
げ
、
そ
の
上
で
在
庁
官
人
を
引
き
連
れ
自
ら
一
宮
宇
部
社
に
出
向
い

て
神
拝
を
行
い
、
さ
ら
に
そ
の
終
了
後
、
馬
や
舟
を
用
い
て
国
府
近
辺
の
坂
本
社
・

三
嶋
社
・
賀
呂
社
・
服
社
・
美
歎
社
の
五
社
に
出
向
き
、
奉
幣
を
行
っ
て
い
る
。
こ
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す
な
わ
ち
①
二
十
二
社
制
と
諸
国
一
宮
制
と
で
は
そ
の
拠
っ
て
立
つ
原
理
や
方
向
性

に
違
い
が
認
め
ら
れ
る
、
②
諸
国
一
宮
制
は
各
国
ご
と
の
多
様
性
を
持
っ
て
い
る
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
指
摘
の
通
り
で
、
筆
者
と
し
て
も
と
く
に
こ
れ
に
異
論
が
あ
る
わ

け
で
は
な
い
。
問
題
は
、
こ
う
し
た
神
社
制
度
の
特
徴
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
評

価
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
で
筆
者
は
岡
田
氏
と
意
見
を
異
に
す

る
。　こ

の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
注
意
す
る
必
要
の
あ
る
第
一
の
点
は
、
そ
れ
ぞ

れ
異
な
る
経
過
と
特
徴
と
を
持
っ
て
成
立
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
世
に
あ
っ
て

は
そ
れ
が
「
王
城
鎮
守
」・「
国
鎮
守
」
と
い
う
一
体
的
な
形
で
起
請
文
な
ど
に
記

さ
れ
、
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る

（
（（（
（

。
そ
し
て
第
二
に
、
両
者
そ
れ
ぞ
れ
の
具
体

的
な
制
度
的
確
立
過
程
は
と
も
か
く
、
そ
の
起
点
と
な
る
時
期
に
お
い
て
、
両
者
が

相
互
に
緊
密
で
一
体
的
な
関
係
に
あ
り
、
ま
た
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
成
立
し
た
と

考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
岡
田
氏
が
注
目
す
る
天
皇
直
轄
祭
祀
の
成

立
（
（（（
（

と
、
地
方
神
社
行
政
の
国
司
へ
の
委
任
と
そ
れ
に
と
も
な
う
神
社
制
度
そ
の
も
の

の
整
備
・
発
展
（
官
社
制
か
ら
神
階
社
制
へ
の
転
換
と
全
国
的
な
規
模
で
の
「
神
社
」

の
整
備

（
（（（
（

）、
そ
し
て
い
ま
一
つ
は
一
代
一
度
大
神
宝
使
制
と
十
六
社
制
の
成
立
で
あ

る
。　第

二
の
う
ち
の
前
者
、
す
な
わ
ち
天
皇
直
轄
祭
祀
の
成
立
と
地
方
神
社
行
政
の
国

司
へ
の
委
任
と
い
う
の
は
、
先
述
し
た
前
期
律
令
制
か
ら
後
期
律
令
制
（
＝
日
本
的

律
令
制
）
へ
の
移
行
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
岡
田
氏
は
専
ら
中
央
政
府
に
の

み
視
点
を
合
わ
せ
て
天
皇
直
轄
祭
祀
を
論
じ
て
い
る
が
、
神
祇
官
を
中
心
と
し
た
古

代
の
神
社
制
度
全
体
の
変
容
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
地
方
神
社
行
政
の
国
司
へ
の

委
任
と
そ
れ
に
と
も
な
う
神
社
や
神
社
制
度
の
整
備
・
発
展
と
い
う
の
も
こ
れ
と
表

裏
一
体
を
な
す
問
題
と
し
て
正
し
く
位
置
づ
け
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
後

者
の
一
代
一
度
大
神
宝
使
制
と
十
六
社
制
の
成
立
と
い
う
問
題
も
、
そ
う
し
た
観
点

か
ら
で
な
け
れ
ば
そ
の
歴
史
的
性
格
を
的
確
に
把
握
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
は

な
い
か
、
と
筆
者
は
考
え
る
。

　九
世
紀
末
に
成
立
し
た
天
皇
直
轄
祭
祀
の
一
典
型
と
さ
れ
る
一
代
一
度
大
神
宝
使

制
（
（（（
（

は
、
新
し
く
即
位
し
た
天
皇
が
全
国
の
有
力
神
社
五
十
社
に
神
宝
を
捧
げ
て
挨
拶

を
行
う
と
と
も
に
そ
の
加
護
を
求
め
る
と
い
う
も
の
で
、
こ
の
儀
式
で
最
も
注
目
さ

れ
る
こ
と
の
一
つ
は
そ
の
対
象
と
な
る
神
社
の
ほ
と
ん
ど
が
後
に
二
十
二
社
・
一
宮

と
認
定
さ
れ
た
神
社
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。「
帝
王
御
即
位
之

時
、
諸
国
一
宮
被
レ
行
二
大
奉
幣

（
（（（
（

一
」
な
ど
と
し
て
、
中
世
に
あ
っ
て
は
一
代
一
度
大

神
宝
使
の
発
遣
が
一
宮
に
固
有
の
儀
礼
と
さ
れ
た
（
そ
の
発
遣
対
象
社
と
さ
れ
た
有

力
一
宮
に
限
ら
れ
て
は
い
る
が
）
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
天
皇
は
中
央
の

二
十
二
社
の
み
な
ら
ず
、
全
国
の
有
力
一
宮
と
も
直
接
結
び
合
っ
て
い
た
。
し
か
し

同
時
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
十
六
社
制
か
ら
二
十
一
社
制
、
さ
ら
に
は
二
十
二
社
制

へ
と
い
う
よ
う
に
、
天
皇
が
日
常
的
か
つ
直
接
的
に
関
わ
り
を
持
つ
神
社
が
畿
内
と

そ
の
周
辺
部
に
位
置
す
る
中
央
の
二
十
二
社
（
王
城
鎮
守
）
に
限
定
・
固
定
化
さ
れ

て
い
く
の
と
並
行
し
て
、
国
司
に
よ
る
国
内
有
力
諸
社
へ
の
神
拝
が
始
ま
り
、
そ
し

て
そ
れ
が
一
宮
（
国
鎮
守
）
へ
の
国
司
神
拝
と
し
て
定
式
化
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
で

あ
る
。

　成
立
期
一
宮
の
具
体
的
な
様
相
を
示
す
希
有
の
史
料
と
し
て
従
来
か
ら
多
く
の
注

目
を
集
め
て
き
た
『
時
範
記

（
（（（
（

』
に
よ
る
と
、
境
迎
え
の
儀
な
ど
を
経
て
国
府
に
到
着

し
た
因
幡
国
司
平
時
範
は
、
国
守
と
し
て
の
種
々
の
初
任
儀
礼
の
一
つ
と
し
て
国
司

神
拝
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
国
司
神
拝
で
注
目
さ
れ
る
の
は
次
の
二
点
で
あ
る
。
①

承
徳
三
年
（
一
〇
九
九
）
二
月
十
五
日
夜
に
因
幡
国
府
に
到
着
し
た
時
範
は
、
同

日
夜
の
う
ち
に
介
久
経
（
一
宮
宇
部
神
社
の
社
司
で
も
あ
る
）
を
呼
ん
で
神
拝
の
準

備
に
取
り
か
か
る
よ
う
命
じ
る
と
と
も
に
、
同
じ
く
目
代
保
清
に
命
じ
て
神
宝
を
作

ら
せ
始
め
て
い
る
。
②
実
際
に
神
拝
が
行
わ
れ
た
の
は
着
府
か
ら
十
日
も
経
っ
た

二
十
六
日
の
こ
と
で
、
当
日
は
神
拝
に
先
立
っ
て
館
侍
十
人
を
遣
わ
し
て
遠
社
に
幣

帛
・
神
宝
を
捧
げ
、
そ
の
上
で
在
庁
官
人
を
引
き
連
れ
自
ら
一
宮
宇
部
社
に
出
向
い

て
神
拝
を
行
い
、
さ
ら
に
そ
の
終
了
後
、
馬
や
舟
を
用
い
て
国
府
近
辺
の
坂
本
社
・

三
嶋
社
・
賀
呂
社
・
服
社
・
美
歎
社
の
五
社
に
出
向
き
、
奉
幣
を
行
っ
て
い
る
。
こ
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の
二
つ
こ
と
か
ら
、次
の
よ
う
な
事
実
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
第
一
は
、

一
宮
宇
部
社
に
献
上
さ
れ
た
神
宝
が
時
範
自
身
が
京
都
か
ら
持
ち
下
っ
た
も
の
と
、

現
地
（
因
幡
国
衙
細
工
所
）
で
作
成
さ
れ
た
も
の
と
の
二
つ
か
ら
な
り
、
国
司
神
拝

が
着
府
後
十
日
も
経
っ
て
行
わ
れ
た
の
は
、
こ
の
神
宝
作
り
の
た
め
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
こ
と
。
第
二
に
、時
範
が
奉
幣
の
対
象
と
し
た
の
は
遠
社
と
一
宮
宇
部
社
、

及
び
国
府
周
辺
五
社
の
三
者
で
、時
範
が
直
接
参
拝
し
た
の
は
後
の
二
者
で
あ
る
が
、

坂
本
社
以
下
へ
の
参
拝
に
在
庁
官
人
ら
が
参
列
し
た
形
跡
は
認
め
ら
れ
ず
、
正
規
の

儀
礼
と
し
て
の
国
司
神
拝
（
厳
密
な
意
味
で
の
国
司
神
拝
）
は
一
宮
に
限
ら
れ
て
い

た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
同
じ
く
因
幡
国
に
お
い
て
、
着
任
以
来
一
度
も
神

拝
を
行
っ
て
い
な
い
の
は
「
恐
」
が
あ
る
と
し
て
、「
国
人
」
ら
の
要
請
を
容
れ
て

天
永
元
年（
一
一
一
九
）七
月
に
国
司
藤
原
宗
成
が
急
遽
下
向
し
て
国
司
神
拝
を
行
っ

た
（
（（（
（

、
そ
の
対
象
が
や
は
り
一
宮
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

　こ
の
因
幡
国
の
事
例
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
国
司
神
拝
は
一
代
一
度
大

神
宝
使
制
に
倣
っ
て
始
ま
り
、
ま
た
行
わ
れ
て
い
て
、
一
宮
に
献
上
す
る
神
宝
の
一

部
が
京
都
か
ら
持
ち
下
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
も
、
国
司
が
中
央
か
ら
遣
わ
さ

れ
た
天
皇
の
代
理
と
い
う
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
に
他
な
ら
な
い

（
（（（
（

。

天
皇
が
そ
の
即
位
に
際
し
、
主
立
っ
た
諸
国
の
一
宮
に
神
宝
を
捧
げ
て
全
国
的
統
治

権
を
表
明
し
、
日
本
列
島
全
体
の
神
々
か
ら
の
加
護
を
得
る
よ
う
求
め
る
と
は
い
う

も
の
の
、
日
常
的
か
つ
直
接
的
に
は
中
央
の
二
十
二
社
（
王
城
鎮
守
）
と
の
緊
密
な

関
係
を
持
つ
だ
け
で
、
諸
国
一
宮
と
の
関
係
が
非
日
常
的
で
間
接
的
な
も
の
に
止

ま
っ
た
の
に
対
し
、
新
任
の
国
司
た
ち
が
一
代
一
度
大
神
宝
使
制
に
倣
う
形
で
諸
国

一
宮
へ
の
国
司
神
拝
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
天
皇
と
諸
国
一
宮
（
国
鎮
守
）
と
の
関

係
が
改
め
て
直
接
的
な
形
で
確
認
さ
れ
、
更
新
さ
れ
る
。
一
代
一
度
大
神
宝
使
制
の

成
立
を
受
け
て
、
そ
れ
に
倣
う
形
で
開
始
さ
れ
、
そ
し
て
二
十
二
社
制
の
成
立
と
時

期
を
同
じ
く
し
て
確
立
さ
れ
た
諸
国
一
宮
へ
の
国
司
神
拝
は
こ
う
し
た
意
味
を
持
つ

も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
天
皇
と
二
十
二
社
（
王
城
鎮
守
）、
及
び

天
皇
と
諸
国
一
宮
（
国
鎮
守
）
と
の
重
層
的
と
も
い
う
べ
き
関
わ
り
方
の
違
い
を
示

す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
補
い
支
え
る
の
が
諸
国
一
宮
へ
の
国
司
神
拝
で
あ
っ
て
、

そ
こ
に
古
代
や
近
世
以
後
と
は
異
な
る
中
世
国
家
特
有
の
国
家
的
神
社
制
度
の
あ
り

方
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
中
世
諸
国
一
宮
の
祭
礼

が
、
中
央
の
二
十
二
社
に
お
け
る
「
勅
祭
」
に
準
ず
る
「
国
祭
」
と
さ
れ

（
（（（
（

、
ま
た
一

宮
の
祭
礼
に
関
与
す
る
国
衙
在
庁
官
人
ら
が
「
勅
使
」
な
ど
と
称
さ
れ
る
場
合
が
広

く
認
め
ら
れ
る

（
（（（
（

の
も
、
と
も
に
中
世
諸
国
一
宮
制
が
そ
う
し
た
複
合
的
・
重
層
的
な

意
味
で
の
国
家
的
神
社
制
度
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
一
つ
の
証
左
と
い
え
る
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
と
り
わ
け
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
、諸
国
一
宮
が
「
国
鎮
守
」

た
り
得
た
最
大
の
根
拠
が
天
皇
神
話
の
各
国
ご
と
の
状
況
に
応
じ
た
独
自
の
読
み
か

え
（
＝
各
国
特
有
の
中
世
天
皇
神
話
の
創
出
）
に
あ
り
、
天
皇
を
中
心
と
す
る
そ
の

有
機
的
な
集
合
体
が
中
世
「
神
国
」
日
本
に
他
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
き
に
引
い
た
『
類
聚
既
験
抄
』
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
そ
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
天
皇
や
中
央
権
力
と
の
密
接
な
関
わ
り
は
、
一
宮
制
の
展

開
に
と
も
な
っ
て
、
と
く
に
国
守
が
下
向
せ
ず
国
衙
在
庁
官
人
ら
が
国
衙
権
力
の
主

導
権
を
握
る
よ
う
に
な
る
の
に
と
も
な
っ
て
希
薄
化
し
、
ま
た
こ
れ
と
平
行
し
て
諸

国
一
宮
の
自
立
性
と
多
様
性
が
い
っ
そ
う
顕
著
と
な
っ
て
い
っ
た
の
は
い
う
ま
で
も

な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
場
合
に
あ
っ
て
も
国
支
配
秩
序
の
存
続
と
も

関
わ
っ
て
、
国
家
的
神
社
制
度
と
し
て
の
基
本
的
性
格
や
枠
組
み
、
あ
る
い
は
王
城

鎮
守
・
国
鎮
守
と
し
て
の
基
本
骨
格
そ
の
も
の
は
中
世
を
通
じ
て
本
質
的
に
変
わ
ら

な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
点
か
ら
い
え
ば
、
岡
田
氏
の
評
価
と

は
逆
に
、
む
し
ろ
各
国
ご
と
の
多
様
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
こ
そ
、
中
世
の
国
家

的
神
社
制
度
と
し
て
の
特
徴
が
示
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
か
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る

（
（（（
（

。

　次
に
上
島
享
氏
の
理
解
に
つ
い
て
。
上
島
氏
の
一
宮
制
理
解
は
各
国
ご
と
の
多
様

性
を
強
調
し
、
そ
れ
故
に
国
家
的
神
社
制
度
で
は
な
か
っ
た
と
す
る
点
で
岡
田
氏
の
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場
合
と
基
本
的
に
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
が
、
中
央
の
公
家
社
会
と
緊
密
に
結
び

合
っ
た
都
下
り
の
受
領
に
よ
る
強
力
な
任
国
支
配
と
い
う
観
点
か
ら
、
国
内
寺
社
の

系
列
・
階
層
制
化
と
支
配
・
統
制
が
強
権
的
に
、
す
な
わ
ち
受
領
の
「
恣
意
」
に
基

づ
い
て
行
わ
れ
た
と
す
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。

　上
島
氏
の
こ
う
し
た
一
宮
制
理
解
は
、
第
二
期
の
一
宮
制
研
究
が
強
調
す
る
「
一

宮
＝
国
衙
在
庁
官
人
層
の
意
志
的
結
集
の
場
」
と
す
る
理
解
を
批
判
す
る
と
こ
ろ
に

一
つ
の
狙
い
が
あ
り
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
筆
者
と
認
識
を
共
有
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。
問
題
は
、
上
島
氏
が
受
領
の
「
恣
意
」
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
に

も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
専
ら
中
央
権
力
に
よ
る
地
方
・
地
域
民
衆
の
支
配
と
統

制
と
い
う
観
点
か
ら
諸
国
一
宮
な
ど
地
方
寺
社
の
掌
握
・
統
制
と
再
編
成
を
考
え
、

そ
う
し
た
脈
絡
の
中
に
位
置
づ
け
て
一
宮
制
の
問
題
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ

と
に
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
理
解
は
次
の
二
点
に
お
い
て
再
検
討
の
必
要
が
あ

る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　ま
ず
第
一
に
、
諸
国
一
宮
制
の
成
立
や
ど
の
神
社
が
一
宮
の
地
位
を
獲
得
す
る
の

か
（
一
宮
の
選
定
）
な
ど
と
い
う
問
題
は
、
基
本
的
に
は
古
代
以
来
の
長
い
歴
史
過

程
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
（
国
）
や
神
社
の
状
況
に
応
じ
て
独
自
に
進
め
ら
れ

て
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
都
下
り
の
受
領
の
「
恣
意
」
に
基
づ
い
て
一
方
的
に
成

立
・
確
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
な
ど
と
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い

（
（（（
（

。
第
二
に
、

受
領
が
中
央
国
家
権
力
の
政
策
や
意
向
と
は
無
関
係
に
、
個
人
的
な
判
断
に
基
づ
い

て
独
断
的
に
一
宮
の
選
定
を
行
っ
た
り
、
寺
社
の
掌
握
・
統
制
を
行
っ
た
、
あ
る
い

は
一
宮
制
を
成
立
さ
せ
た
な
ど
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ま
た
事
実
と
は
認
め
が
た
い

（
（（（
（

。

古
代
の
神
社
制
度
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
過
程
を
経
て
中
世
一
宮
制
の
成
立
に
至
っ
た

の
か
、
そ
れ
を
各
国
や
神
社
の
状
況
、
あ
る
い
は
中
央
と
地
方
と
の
関
わ
り
の
変
化

な
ど
に
視
点
を
据
え
な
が
ら
具
体
的
に
解
明
す
る
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
が
中
世
諸
国
一

宮
制
研
究
に
課
せ
ら
れ
た
重
要
な
研
究
課
題
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
明
確
に
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　で
は
、
上
島
氏
は
な
ぜ
あ
え
て
こ
の
よ
う
な
問
題
の
立
て
方
を
し
た
の
か
。
そ
こ

に
は
、
こ
う
し
た
一
宮
制
理
解
を
支
え
る
上
島
氏
独
自
の
中
世
宗
教
史
や
中
世
王
権

に
つ
い
て
の
理
解
と
い
う
問
題
が
存
在
し
て
お
り
、
黒
田
氏
と
は
異
な
る
「
顕
密
体

制
」
概
念
の
新
た
な
定
立
の
問
題
な
ど
を
含
め
、
多
面
的
な
検
討
が
求
め
ら
れ
る
と

こ
ろ
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
す
べ
て
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
は
本
稿
の
趣
旨
か

ら
大
き
く
逸
れ
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
し
ば
ら
く
措
き
、
こ
こ
で
は
一
宮
制
の
問
題

に
関
わ
る
限
り
で
一
・
二
の
点
を
指
摘
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。

　そ
の
一
つ
は
「
神
仏
習
合
」
の
問
題
で
あ
る
。
上
島
氏
が
一
宮
制
の
成
立
に
お
け

る
受
領
の
果
た
す
役
割
を
と
り
わ
け
重
視
・
強
調
す
る
背
景
に
は
、
二
十
二
社
の
上

層
神
社
や
摂
関
家
な
ど
に
お
い
て
い
ち
早
く
本
地
垂
迹
思
想
に
基
づ
く
中
世
的
な

「
神
仏
習
合
」が
成
立
し
、そ
れ
が
受
領
を
媒
介
と
し
て
地
方
に
伝
播
・
普
及
し
て
い
っ

た
と
す
る
理
解
の
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
指
摘
は
、
本
地
垂
迹

思
想
の
広
範
な
広
が
り
の
一
端
を
示
し
て
い
る
と
い
う
点
で
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で

は
あ
る
が
、
し
か
し
諸
国
一
宮
の
実
態
に
即
し
て
み
て
も
「
神
仏
習
合
」
の
す
べ
て

を
こ
の
論
理
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
り

（
（（（
（

、
何
よ
り
も
こ
の
問
題
と

中
世
諸
国
一
宮
制
の
成
立
と
は
次
元
が
異
な
る
と
考
え
ざ
る
を
得
ず
、
と
も
に
説
得

力
に
欠
け
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　い
ま
一
つ
、
国
家
的
仏
事
の
問
題
が
あ
る
。
上
島
氏
が
一
宮
祭
礼
の
基
軸
に
据
え

て
議
論
を
展
開
し
て
い
る
の
は
最
勝
講
を
初
め
と
す
る
講
経
法
会
な
ど
の
国
家
的
仏

事
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
中
世
に
お
け
る
国
家
的
宗
教
儀
礼
の
根
幹
に
位
置
す
る
と

の
認
識
を
踏
ま
え
、そ
の
観
点
か
ら
中
世
一
宮
制
や
一
宮
祭
祀
を
読
み
解
こ
う
と
し
、

右
で
述
べ
た
よ
う
な
理
解
も
ま
た
導
き
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
背

景
に
は
、日
本
中
世
の
宗
教
は
仏
教
を
基
軸
に
据
え
て
読
み
解
く
必
要
が
あ
る
と
の
、

黒
田
氏
な
ど
と
共
通
す
る
伝
統
的
な
宗
教
（
仏
教
）
史
理
解
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
仏
教
的
世
界
観
や
仏
教
思
想
が
中
世
宗
教
の
基
軸
的
な
位
置
を
占
め
た
と

い
う
こ
と
と
、
神
社
・
神
社
祭
祀
が
寺
院
・
仏
教
と
は
異
な
る
独
自
の
機
能
や
役
割

を
担
っ
た
と
い
う
こ
と
と
は
決
し
て
矛
盾
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
中
世
諸
国
一
宮
制

の
問
題
は
顕
密
仏
教
や
仏
教
思
想
に
支
え
ら
れ
た
神
社
制
度
、
中
世
顕
密
体
制
に
対
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場
合
と
基
本
的
に
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
が
、
中
央
の
公
家
社
会
と
緊
密
に
結
び

合
っ
た
都
下
り
の
受
領
に
よ
る
強
力
な
任
国
支
配
と
い
う
観
点
か
ら
、
国
内
寺
社
の

系
列
・
階
層
制
化
と
支
配
・
統
制
が
強
権
的
に
、
す
な
わ
ち
受
領
の
「
恣
意
」
に
基

づ
い
て
行
わ
れ
た
と
す
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。

　上
島
氏
の
こ
う
し
た
一
宮
制
理
解
は
、
第
二
期
の
一
宮
制
研
究
が
強
調
す
る
「
一

宮
＝
国
衙
在
庁
官
人
層
の
意
志
的
結
集
の
場
」
と
す
る
理
解
を
批
判
す
る
と
こ
ろ
に

一
つ
の
狙
い
が
あ
り
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
筆
者
と
認
識
を
共
有
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。
問
題
は
、
上
島
氏
が
受
領
の
「
恣
意
」
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
に

も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
専
ら
中
央
権
力
に
よ
る
地
方
・
地
域
民
衆
の
支
配
と
統

制
と
い
う
観
点
か
ら
諸
国
一
宮
な
ど
地
方
寺
社
の
掌
握
・
統
制
と
再
編
成
を
考
え
、

そ
う
し
た
脈
絡
の
中
に
位
置
づ
け
て
一
宮
制
の
問
題
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ

と
に
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
理
解
は
次
の
二
点
に
お
い
て
再
検
討
の
必
要
が
あ

る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　ま
ず
第
一
に
、
諸
国
一
宮
制
の
成
立
や
ど
の
神
社
が
一
宮
の
地
位
を
獲
得
す
る
の

か
（
一
宮
の
選
定
）
な
ど
と
い
う
問
題
は
、
基
本
的
に
は
古
代
以
来
の
長
い
歴
史
過

程
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
（
国
）
や
神
社
の
状
況
に
応
じ
て
独
自
に
進
め
ら
れ

て
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
都
下
り
の
受
領
の
「
恣
意
」
に
基
づ
い
て
一
方
的
に
成

立
・
確
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
な
ど
と
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い

（
（（（
（

。
第
二
に
、

受
領
が
中
央
国
家
権
力
の
政
策
や
意
向
と
は
無
関
係
に
、
個
人
的
な
判
断
に
基
づ
い

て
独
断
的
に
一
宮
の
選
定
を
行
っ
た
り
、
寺
社
の
掌
握
・
統
制
を
行
っ
た
、
あ
る
い

は
一
宮
制
を
成
立
さ
せ
た
な
ど
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ま
た
事
実
と
は
認
め
が
た
い

（
（（（
（

。

古
代
の
神
社
制
度
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
過
程
を
経
て
中
世
一
宮
制
の
成
立
に
至
っ
た

の
か
、
そ
れ
を
各
国
や
神
社
の
状
況
、
あ
る
い
は
中
央
と
地
方
と
の
関
わ
り
の
変
化

な
ど
に
視
点
を
据
え
な
が
ら
具
体
的
に
解
明
す
る
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
が
中
世
諸
国
一

宮
制
研
究
に
課
せ
ら
れ
た
重
要
な
研
究
課
題
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
明
確
に
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　で
は
、
上
島
氏
は
な
ぜ
あ
え
て
こ
の
よ
う
な
問
題
の
立
て
方
を
し
た
の
か
。
そ
こ

に
は
、
こ
う
し
た
一
宮
制
理
解
を
支
え
る
上
島
氏
独
自
の
中
世
宗
教
史
や
中
世
王
権

に
つ
い
て
の
理
解
と
い
う
問
題
が
存
在
し
て
お
り
、
黒
田
氏
と
は
異
な
る
「
顕
密
体

制
」
概
念
の
新
た
な
定
立
の
問
題
な
ど
を
含
め
、
多
面
的
な
検
討
が
求
め
ら
れ
る
と

こ
ろ
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
す
べ
て
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
は
本
稿
の
趣
旨
か

ら
大
き
く
逸
れ
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
し
ば
ら
く
措
き
、
こ
こ
で
は
一
宮
制
の
問
題

に
関
わ
る
限
り
で
一
・
二
の
点
を
指
摘
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。

　そ
の
一
つ
は
「
神
仏
習
合
」
の
問
題
で
あ
る
。
上
島
氏
が
一
宮
制
の
成
立
に
お
け

る
受
領
の
果
た
す
役
割
を
と
り
わ
け
重
視
・
強
調
す
る
背
景
に
は
、
二
十
二
社
の
上

層
神
社
や
摂
関
家
な
ど
に
お
い
て
い
ち
早
く
本
地
垂
迹
思
想
に
基
づ
く
中
世
的
な

「
神
仏
習
合
」が
成
立
し
、そ
れ
が
受
領
を
媒
介
と
し
て
地
方
に
伝
播
・
普
及
し
て
い
っ

た
と
す
る
理
解
の
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
指
摘
は
、
本
地
垂
迹

思
想
の
広
範
な
広
が
り
の
一
端
を
示
し
て
い
る
と
い
う
点
で
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で

は
あ
る
が
、
し
か
し
諸
国
一
宮
の
実
態
に
即
し
て
み
て
も
「
神
仏
習
合
」
の
す
べ
て

を
こ
の
論
理
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
り

（
（（（
（

、
何
よ
り
も
こ
の
問
題
と

中
世
諸
国
一
宮
制
の
成
立
と
は
次
元
が
異
な
る
と
考
え
ざ
る
を
得
ず
、
と
も
に
説
得

力
に
欠
け
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　い
ま
一
つ
、
国
家
的
仏
事
の
問
題
が
あ
る
。
上
島
氏
が
一
宮
祭
礼
の
基
軸
に
据
え

て
議
論
を
展
開
し
て
い
る
の
は
最
勝
講
を
初
め
と
す
る
講
経
法
会
な
ど
の
国
家
的
仏

事
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
中
世
に
お
け
る
国
家
的
宗
教
儀
礼
の
根
幹
に
位
置
す
る
と

の
認
識
を
踏
ま
え
、そ
の
観
点
か
ら
中
世
一
宮
制
や
一
宮
祭
祀
を
読
み
解
こ
う
と
し
、

右
で
述
べ
た
よ
う
な
理
解
も
ま
た
導
き
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
背

景
に
は
、日
本
中
世
の
宗
教
は
仏
教
を
基
軸
に
据
え
て
読
み
解
く
必
要
が
あ
る
と
の
、

黒
田
氏
な
ど
と
共
通
す
る
伝
統
的
な
宗
教
（
仏
教
）
史
理
解
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
仏
教
的
世
界
観
や
仏
教
思
想
が
中
世
宗
教
の
基
軸
的
な
位
置
を
占
め
た
と

い
う
こ
と
と
、
神
社
・
神
社
祭
祀
が
寺
院
・
仏
教
と
は
異
な
る
独
自
の
機
能
や
役
割

を
担
っ
た
と
い
う
こ
と
と
は
決
し
て
矛
盾
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
中
世
諸
国
一
宮
制

の
問
題
は
顕
密
仏
教
や
仏
教
思
想
に
支
え
ら
れ
た
神
社
制
度
、
中
世
顕
密
体
制
に
対
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応
す
る
国
家
的
神
社
制
度
と
し
て
こ
そ
解
明
が
進
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
点
で
、
上
島
氏
の
一
宮
制
理
解
に
は
、
そ
の
分
析
視
角
や
方

法
を
含
め
根
本
的
な
と
こ
ろ
ま
で
立
ち
返
っ
て
再
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　最
後
に
井
原
今
朝
男
氏
の
理
解
に
つ
い
て
。
井
原
氏
の
場
合
も
、
国
家
的
仏
教
儀

礼
の
問
題
を
基
軸
に
据
え
て
中
世
諸
国
一
宮
制
の
問
題
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
点

に
お
い
て
上
島
氏
と
共
通
の
理
解
の
上
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ

し
て
井
原
氏
の
場
合
、
こ
れ
を
榎
原
氏
が
提
起
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
と
結
ん
で
、

民
衆
統
合
儀
礼
の
一
国
レ
ベ
ル
で
の
具
体
化
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
よ
う
と
し
て
い

る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
と
い
え
る
。
井
原
氏
は
そ
の
た
め
の
分
析
概
念
と
し
て
新

た
に
「
国
衙
寺
社
体
制
」
な
る
も
の
を
設
定
し
、
筆
者
が
提
起
し
た
「
諸
国
一
宮
・

惣
社
制
」
な
ど
と
い
う
概
念
設
定
の
あ
り
方
は
「
諸
国
一
宮
や
惣
社
の
み
を
国
司
と

関
係
す
る
特
殊
神
社
と
捉
え
る
」「
国
制
史
」
的
な
捉
え
方
だ
と
批
判
す
る
。

　こ
の
井
原
氏
の
問
題
提
起
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
中
世
民
衆
に
視
点
を
据
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
中
世
国
家
が
い
か
な
る
宗
教
的
装
置
を
用
い
、
ど
の
よ
う
に
し
て
彼

ら
を
掌
握
・
統
制
し
よ
う
と
し
た
の
か
を
具
体
的
な
形
で
論
じ
た
と
こ
ろ
に
あ
り
、

そ
の
た
め
の
試
論
と
し
て
重
要
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
な
お
い
く
つ
か
の
問
題
点
も
含
ま
れ
て
い
て
、
慎
重
な
検

討
を
要
す
る
と
こ
ろ
と
考
え
ら
れ
る
。

　そ
の
第
一
は
、
井
原
氏
が
「
国
衙
寺
社
体
制
」
と
い
う
場
合
の
「
国
衙
」
を
ど
の

よ
う
に
位
置
づ
け
、
評
価
す
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
井
原
氏
自
身
も
か
つ
て

論
じ
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
に

（
（（（
（

、
民
衆
統
合
儀
礼
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
荘
園
制
支
配
な

ど
多
様
な
場
と
次
元
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
井
原
氏
の
い

う
「
国
衙
寺
社
体
制
」
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
合
っ
て
い
る
の
か
、
そ
の
連
関
構
造

こ
そ
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
重
要
な
こ
と
は
、
国
家
権
力
機
構
の

一
環
、
そ
の
中
間
支
配
機
関
と
し
て
の
国
衙
は
、
そ
う
し
た
社
会
レ
ベ
ル
に
お
け
る

多
様
な
諸
儀
礼
を
統
括
・
編
成
し
、
そ
れ
に
一
つ
の
公
的
な
秩
序
と
体
系
性
を
与
え

る
こ
と
に
こ
そ
本
来
の
政
治
的
・
社
会
的
機
能
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
筆
者
が
指
摘
し
た
「
諸
国
一
宮
・
惣
社
制
」
と
い
う
の
は
、
そ
う
し
た
国
家
権

力
に
よ
る
地
域
社
会
や
地
域
民
衆
の
政
治
的
・
社
会
的
統
合
や
編
成
の
あ
り
方
に
関

わ
る
次
元
の
問
題
で
あ
っ
て
、
井
原
氏
の
筆
者
へ
の
批
判
は
必
ず
し
も
十
分
に
噛
み

合
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　第
二
は
、
井
原
氏
の
い
う
護
国
法
会
執
行
の
た
め
の
「
国
衙
寺
社
体
制
」
と
諸
国

一
宮
制
と
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。
井
原
氏
は
後
者
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
前
者

を
対
置
さ
せ
強
調
す
る
が
、
果
た
し
て
両
者
は
そ
う
し
た
相
矛
盾
し
た
関
係
に
あ
る

と
い
え
る
の
か
。
井
原
氏
に
あ
っ
て
は
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
古
代
か
ら
中
世
へ
の
移
行

に
と
も
な
っ
て
「
一
宮
」
や
「
惣
社
」
な
ど
と
い
う
新
た
な
タ
イ
プ
の
神
社
や
神
社

制
度
が
登
場
し
、
中
世
を
通
じ
て
そ
れ
ら
が
独
自
の
機
能
や
役
割
を
担
っ
た
の
か
と

い
う
、
一
宮
制
研
究
の
最
も
根
幹
に
関
わ
る
重
要
な
問
題
が
完
全
に
考
察
の
外
に
置

か
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
井
原
氏
の
い
う
護
国
法
会
が
他
で
も
な
い

一
宮
や
惣
社
な
ど
を
中
心
に
執
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
持
つ
意
味
が
ま
っ
た
く
考
慮

さ
れ
て
い
な
い
。
中
世
諸
国
一
宮
制
の
研
究
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と

こ
そ
が
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
や
は
り
抜
本
的
な
再
検
討

が
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
い
え
よ
う
。

　第
三
に
、
右
の
よ
う
な
問
題
が
提
起
さ
れ
る
背
景
に
、
井
原
氏
に
あ
っ
て
も
上
島

氏
の
場
合
と
同
じ
く
、
寺
院
・
仏
教
と
は
区
別
さ
れ
る
神
社
や
神
社
祭
祀
の
持
つ
独

自
の
機
能
や
役
割
が
的
確
に
捉
え
切
れ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
と
い
え
よ

う
。
顕
密
仏
教
に
よ
る
仏
教
思
想
を
共
通
の
基
盤
と
し
な
が
ら
も
、
寺
院
と
神
社
と

が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
機
能
と
役
割
を
担
っ
た
、
そ
う
し
た
観
点
か
ら
国
家
的
神
社
制

度
と
し
て
の
中
世
諸
国
一
宮
制
の
問
題
は
そ
れ
自
体
に
即
し
て
分
析
が
進
め
ら
れ
る

必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

む
す
び
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　以
上
、
本
稿
で
は
中
世
諸
国
一
宮
制
研
究
の
現
在
の
到
達
点
の
上
に
立
っ
て
、
今

後
こ
れ
を
ど
う
い
う
点
に
留
意
し
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
に
発
展
さ
せ
て
い
く
必
要
が

あ
る
の
か
を
考
え
る
観
点
か
ら
、
中
世
後
期
長
門
国
一
宮
制
の
変
質
・
解
体
過
程
に

つ
い
て
の
分
析
（
第
一
章
）
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
極
め
て
大
雑
把
で
雑
駁
な
検
討

を
試
み
た
。
と
く
に
第
二
章
で
は
、
一
九
九
四
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
ま
で
約
十
年
間

に
わ
た
っ
て
活
動
を
行
っ
た
中
世
諸
国
一
宮
制
研
究
会
（
二
〇
〇
一
年
か
ら
は
一
宮

研
究
会
）
の
中
心
メ
ン
バ
ー
と
し
て
活
躍
し
て
こ
ら
れ
た
岡
田
荘
司
・
上
島
享
・
井

原
今
朝
男
及
び
榎
原
雅
治
各
氏
の
一
宮
制
理
解
に
つ
い
て
、
失
礼
を
承
知
の
上
で
、

あ
え
て
率
直
に
筆
者
の
考
え
る
と
こ
ろ
を
述
べ
た
。
現
在
の
第
三
期
一
宮
制
研
究
を

理
論
的
・
実
証
的
に
リ
ー
ド
し
て
こ
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
諸
氏
と
筆
者
と
の
意
見
や
認

識
の
違
い
を
よ
り
ク
リ
ア
ー
な
形
で
提
示
す
る
こ
と
が
、
今
後
に
お
け
る
一
宮
制
研

究
の
さ
ら
な
る
発
展
の
た
め
に
は
是
非
と
も
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
こ
の
研
究
に
携

わ
っ
て
き
た
者
に
課
せ
ら
れ
た
責
務
で
も
あ
る
と
考
え
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　黒
田
俊
雄
氏
が
提
起
し
た
顕
密
体
制
・
権
門
体
制
国
家
論
を
含
め
、
筆
者
が
こ
こ

で
提
示
し
た
諸
論
点
や
そ
の
認
識
内
容
・
方
法
に
対
し
て
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら

多
く
の
批
判
が
出
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
、
個
々
の
史
料

や
事
象
に
対
す
る
評
価
・
解
釈
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
れ
ら
を
い
か
に
相
互
に
繋

ぎ
あ
わ
せ
ど
の
よ
う
な
視
角
か
ら
い
か
な
る
歴
史
像
を
ど
の
よ
う
に
構
築
し
て
い
く

の
か
と
い
う
、
理
論
と
実
証
と
の
厳
し
い
緊
張
関
係
の
上
に
立
っ
た
批
判
的
な
検
討

と
し
て
研
究
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
を
、
筆
者
と
し
て
は
と
く
に
強
く
期
待
し
た
い
と

考
え
る
。
第
三
期
の
一
宮
制
研
究
が
、
中
世
諸
国
一
宮
制
の
持
つ
多
様
な
諸
側
面
や

要
素
あ
る
い
は
各
国
・
地
域
ご
と
の
多
様
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
一

宮
制
の
歴
史
的
な
解
明
の
た
め
に
大
き
く
寄
与
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
し
か
し
中
世
諸
国
一
宮
制
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
最
も
根

本
的
な
問
題
を
含
め
、
未
だ
多
く
の
未
解
明
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
の
は
否
定
で
き

な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
意
味
か
ら
い
わ
ば
研
究
の
過
渡
期
に
あ
る
と
い
う
の
が

現
状
で
あ
る
。
こ
れ
を
い
ま
一
段
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
し
、
そ
の
総
体
を
捉
え
き
る
よ
う

努
め
る
こ
と
が
私
た
ち
に
課
せ
ら
れ
た
重
要
な
課
題
だ
と
い
え
よ
う
。
本
稿
が
、
そ

う
し
た
研
究
の
前
進
の
た
め
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
諸
賢
の
厳
し
い
ご
批

判
と
ご
教
示
を
お
願
い
し
た
い
と
考
え
る
。

（
1
）

　中
世
諸
国
一
宮
制
と
地
域
支
配
権
力
」（『
日
本
史
研
究
』
三
〇
八
、
一
九
八
八
年
）、「
中
世

諸
国
一
宮
制
と
二
十
二
社
・
一
宮
制
」（『
日
本
史
研
究
』四
七

　五
、二
〇
〇
二
年
）な
ど
参
照
。

（
2
）

　岩
田
書
院
、
二
〇
〇
四
年
（
上
下
と
も
）。

（
3
）

　「
平
安
期
の
国
司
祭
祀
と
諸
国
一
宮
」。

（
（
）

　「
中
世
の
国
衙
寺
社
体
制
と
民
衆
統
合
儀
礼
」。

（
（
）  

「
中
世
宗
教
支
配
秩
序
の
形
成
」（『
新
し
い
歴
史
学
の
た
め
に
』
二
四
二
・
三
合
併
号
、

二
〇
〇
一
年
）、「
中
世
宗
教
秩
序
の
形
成
と
神
仏
習
合
」（『
国
史
学
』
一
八
二
、二
〇
〇
四

年
）、「
中
世
国
家
と
寺
社
」（『
日
本
史
講
座
3

　中
世
の
形
成
』
所
収
、
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
四
年
）
な
ど
。

（
（
）

　校
倉
書
房
、
二
〇
〇
六
年
。

（
（
）

　徳
永
健
一
郎
氏
の
拙
稿
（「
中
世
日
本
の
神
社
・「
神
道
」
と
中
世
日
本
紀
」、

　『
歴
史
評
論
』

六
七
三
、
二
〇
〇
六
年
）
へ
の
批
判
（
同
誌
）
な
ど
参
照
。

（
（
）

　日
本
中
世
地
域
社
会
の
構
造
』（
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
（
）

　「
中
世
長
門
国
一
宮
制
の
構
造
と
特
質
」（
前
掲
註（
2
）上
所
収
）。

（
10
）

　『
黒
田
俊
雄
著
作
集
第
一
巻

　権
門
体
制
論
』（
法
蔵
館
、
一
九
九
四
年
）、『
同
第
二
巻

　顕

密
体
制
論
』（
同
上
）
な
ど
。

（
11
）

　「
神
事
行
事
」
に
関
し
て
は
、
後
述
す
る
応
永
三
十
年
二
月
六
日
の
武
久
季
道
譲
状
（
武
久

家
文
書
三
一
号
、『
下
関
市
史
』
史
料
編
Ⅲ
、
下
関
市
、
一
九
九
四
年
。
以
下
、
武
久
家
文
書

は
本
書
に
よ
る
）
を
史
料
初
見
と
し
て
、
以
後
多
数
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
、
天
正
二

年
八
月
十
四
日
の
長
門
国
一
二
両
社
祭
式
定
（『

長
門
国

二
ノ
宮

忌
宮
神
社
文
書
』、
同
社
社
務
所
、

一
九
七
七
年
、豊
浦
藩
旧
記
。
以
下
、忌
宮
神
社
関
係
文
書
は
本
書
に
よ
る
）
に
「
勅
使
家
」「
勅

使
」
な
ど
と
見
え
る
。

（
12
）

　武
久
家
文
書
一
五
号
。

（
13
）

　武
久
家
文
書
四
号
。

（
1（
）

　武
久
家
文
書
二
号
。

（
1（
）

　赤
間
神
宮
文
書
（『
鎌
倉
遺
文
』
五
二
五
一
号
）。

（
1（
）

　『
角
川
地
名
辞
典
』「
永
富
名
」
の
項
参
照
。

（
1（
）

　武
久
家
文
書
五
号
。

（
1（
）

　武
久
家
文
書
六
号
。

註



233

［中世諸国一宮制の歴史的構造と特質］……井上寛司

　以
上
、
本
稿
で
は
中
世
諸
国
一
宮
制
研
究
の
現
在
の
到
達
点
の
上
に
立
っ
て
、
今

後
こ
れ
を
ど
う
い
う
点
に
留
意
し
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
に
発
展
さ
せ
て
い
く
必
要
が

あ
る
の
か
を
考
え
る
観
点
か
ら
、
中
世
後
期
長
門
国
一
宮
制
の
変
質
・
解
体
過
程
に

つ
い
て
の
分
析
（
第
一
章
）
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
極
め
て
大
雑
把
で
雑
駁
な
検
討

を
試
み
た
。
と
く
に
第
二
章
で
は
、
一
九
九
四
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
ま
で
約
十
年
間

に
わ
た
っ
て
活
動
を
行
っ
た
中
世
諸
国
一
宮
制
研
究
会
（
二
〇
〇
一
年
か
ら
は
一
宮

研
究
会
）
の
中
心
メ
ン
バ
ー
と
し
て
活
躍
し
て
こ
ら
れ
た
岡
田
荘
司
・
上
島
享
・
井

原
今
朝
男
及
び
榎
原
雅
治
各
氏
の
一
宮
制
理
解
に
つ
い
て
、
失
礼
を
承
知
の
上
で
、

あ
え
て
率
直
に
筆
者
の
考
え
る
と
こ
ろ
を
述
べ
た
。
現
在
の
第
三
期
一
宮
制
研
究
を

理
論
的
・
実
証
的
に
リ
ー
ド
し
て
こ
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
諸
氏
と
筆
者
と
の
意
見
や
認

識
の
違
い
を
よ
り
ク
リ
ア
ー
な
形
で
提
示
す
る
こ
と
が
、
今
後
に
お
け
る
一
宮
制
研

究
の
さ
ら
な
る
発
展
の
た
め
に
は
是
非
と
も
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
こ
の
研
究
に
携

わ
っ
て
き
た
者
に
課
せ
ら
れ
た
責
務
で
も
あ
る
と
考
え
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　黒
田
俊
雄
氏
が
提
起
し
た
顕
密
体
制
・
権
門
体
制
国
家
論
を
含
め
、
筆
者
が
こ
こ

で
提
示
し
た
諸
論
点
や
そ
の
認
識
内
容
・
方
法
に
対
し
て
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら

多
く
の
批
判
が
出
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
、
個
々
の
史
料

や
事
象
に
対
す
る
評
価
・
解
釈
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
れ
ら
を
い
か
に
相
互
に
繋

ぎ
あ
わ
せ
ど
の
よ
う
な
視
角
か
ら
い
か
な
る
歴
史
像
を
ど
の
よ
う
に
構
築
し
て
い
く

の
か
と
い
う
、
理
論
と
実
証
と
の
厳
し
い
緊
張
関
係
の
上
に
立
っ
た
批
判
的
な
検
討

と
し
て
研
究
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
を
、
筆
者
と
し
て
は
と
く
に
強
く
期
待
し
た
い
と

考
え
る
。
第
三
期
の
一
宮
制
研
究
が
、
中
世
諸
国
一
宮
制
の
持
つ
多
様
な
諸
側
面
や

要
素
あ
る
い
は
各
国
・
地
域
ご
と
の
多
様
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
一

宮
制
の
歴
史
的
な
解
明
の
た
め
に
大
き
く
寄
与
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
し
か
し
中
世
諸
国
一
宮
制
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
最
も
根

本
的
な
問
題
を
含
め
、
未
だ
多
く
の
未
解
明
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
の
は
否
定
で
き

な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
意
味
か
ら
い
わ
ば
研
究
の
過
渡
期
に
あ
る
と
い
う
の
が

現
状
で
あ
る
。
こ
れ
を
い
ま
一
段
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
し
、
そ
の
総
体
を
捉
え
き
る
よ
う

努
め
る
こ
と
が
私
た
ち
に
課
せ
ら
れ
た
重
要
な
課
題
だ
と
い
え
よ
う
。
本
稿
が
、
そ

う
し
た
研
究
の
前
進
の
た
め
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
諸
賢
の
厳
し
い
ご
批

判
と
ご
教
示
を
お
願
い
し
た
い
と
考
え
る
。

（
1
）

　中
世
諸
国
一
宮
制
と
地
域
支
配
権
力
」（『
日
本
史
研
究
』
三
〇
八
、
一
九
八
八
年
）、「
中
世

諸
国
一
宮
制
と
二
十
二
社
・
一
宮
制
」（『
日
本
史
研
究
』四
七

　五
、二
〇
〇
二
年
）な
ど
参
照
。

（
2
）

　岩
田
書
院
、
二
〇
〇
四
年
（
上
下
と
も
）。

（
3
）

　「
平
安
期
の
国
司
祭
祀
と
諸
国
一
宮
」。

（
（
）

　「
中
世
の
国
衙
寺
社
体
制
と
民
衆
統
合
儀
礼
」。

（
（
）  

「
中
世
宗
教
支
配
秩
序
の
形
成
」（『
新
し
い
歴
史
学
の
た
め
に
』
二
四
二
・
三
合
併
号
、

二
〇
〇
一
年
）、「
中
世
宗
教
秩
序
の
形
成
と
神
仏
習
合
」（『
国
史
学
』
一
八
二
、二
〇
〇
四

年
）、「
中
世
国
家
と
寺
社
」（『
日
本
史
講
座
3

　中
世
の
形
成
』
所
収
、
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
四
年
）
な
ど
。

（
（
）

　校
倉
書
房
、
二
〇
〇
六
年
。

（
（
）

　徳
永
健
一
郎
氏
の
拙
稿
（「
中
世
日
本
の
神
社
・「
神
道
」
と
中
世
日
本
紀
」、

　『
歴
史
評
論
』

六
七
三
、
二
〇
〇
六
年
）
へ
の
批
判
（
同
誌
）
な
ど
参
照
。

（
（
）

　日
本
中
世
地
域
社
会
の
構
造
』（
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
（
）

　「
中
世
長
門
国
一
宮
制
の
構
造
と
特
質
」（
前
掲
註（
2
）上
所
収
）。

（
10
）

　『
黒
田
俊
雄
著
作
集
第
一
巻

　権
門
体
制
論
』（
法
蔵
館
、
一
九
九
四
年
）、『
同
第
二
巻

　顕

密
体
制
論
』（
同
上
）
な
ど
。

（
11
）

　「
神
事
行
事
」
に
関
し
て
は
、
後
述
す
る
応
永
三
十
年
二
月
六
日
の
武
久
季
道
譲
状
（
武
久

家
文
書
三
一
号
、『
下
関
市
史
』
史
料
編
Ⅲ
、
下
関
市
、
一
九
九
四
年
。
以
下
、
武
久
家
文
書

は
本
書
に
よ
る
）
を
史
料
初
見
と
し
て
、
以
後
多
数
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
、
天
正
二

年
八
月
十
四
日
の
長
門
国
一
二
両
社
祭
式
定
（『

長
門
国

二
ノ
宮

忌
宮
神
社
文
書
』、
同
社
社
務
所
、

一
九
七
七
年
、豊
浦
藩
旧
記
。
以
下
、忌
宮
神
社
関
係
文
書
は
本
書
に
よ
る
）
に
「
勅
使
家
」「
勅

使
」
な
ど
と
見
え
る
。

（
12
）

　武
久
家
文
書
一
五
号
。

（
13
）

　武
久
家
文
書
四
号
。

（
1（
）

　武
久
家
文
書
二
号
。

（
1（
）

　赤
間
神
宮
文
書
（『
鎌
倉
遺
文
』
五
二
五
一
号
）。

（
1（
）

　『
角
川
地
名
辞
典
』「
永
富
名
」
の
項
参
照
。

（
1（
）

　武
久
家
文
書
五
号
。

（
1（
）

　武
久
家
文
書
六
号
。
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（
1（
）

　忌
宮
神
社
文
書
④
三
号
。

（
20
）

　前
掲
註（
（
）井
原
氏
論
文
参
照
。

（
21
）

　前
掲
註（
（
）拙
稿
。

（
22
）

　武
久
家
文
書
一
五
号
。

（
23
）

　武
久
家
文
書
八
号
。

（
2（
）

　武
久
家
文
書
一
九
五
号
。

（
2（
）

　武
久
家
文
書
二
七
号
。

（
2（
）

　佐
藤
進
一『
室
町
幕
府
守
護
制
度
の
研
究
』下（
東
京
大
学
出
版
会
、一
九
八
八
年
）「
長
門
国
」

の
項
参
照
。

（
2（
）

　武
久
家
文
書
二
八
号
。

（
2（
）

　武
久
家
文
書
二
九
・
五
六
号
。

（
2（
）

　武
久
家
文
書
三
〇
号
。

（
30
）

　武
久
家
文
書
三
一
号
。

（
31
）

　永
富
名
地
頭
系
永
富
氏
は
、
永
富
系
図
に
も
あ
る
よ
う
に
何
ら
か
の
事
情
で
季
有
・
季
親
を

最
後
に  

そ
の
家
系
は
断
絶
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

（
32
）

　武
久
家
文
書
三
二
号
。

（
33
）

　忌
宮
神
社
文
書
⑤
四
一
号
。

（
3（
）

　こ
の
他
、
武
久
（
名
）
は
光
富
（
名
）
と
と
も
に
八
月
十
四
日
の
「
放
生
会
所
課
」
を
勤
め

る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

（
3（
）

　住
吉
神
社
文
書
一
六
〇
号
（『 

長
門
国

一
ノ
宮

住
吉
神
社
文
書
』、
同
社
社
務
所
、
一
九
七
五
・
八
二
年
。

以
下
、
住
吉
神
社
関
係
文
書
は
本
書
に
よ
る
）。

（
3（
）

　拙
稿
「
中
世
諸
国
一
宮
制
研
究
の
現
状
と
課
題
」（『
中
世
諸
国
一
宮
制
の
基

　礎
的
研
究
』

所
収
、
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
）
参
照
。

（
3（
）

　忌
宮
神
社
文
書
④
一
五
号
。

（
3（
）

　前
掲
註（
3（
）。

（
3（
）  

前
掲
註（
2（
）。
な
お
『
下
関
市
史
』
原
始
―
中
世
（
下
関
市
、
二
〇
〇
五
年
）
は
、
延
文

四
年
ま
で
に
大
内
弘
世
が
室
町
幕
府
か
ら
守
護
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
が

（
四
五
〇
頁
、
平
瀬
直
樹
氏
執
筆
）、
こ
れ
は
南
朝
方
守
護
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
再
検
討
の
必
要

が
あ
ろ
う
。

（
（0
）

　住
吉
神
社
文
書
三
六
号
。

（
（1
）

　忌
宮
神
社
文
書
②
九
号
。

（
（2
）

　長
門
恒
石
八
幡
宮
文
書
（『
南
北
朝
遺
文
』
中
国
四
国
編
三
六
八
〇
号
）。

（
（3
）

　忌
宮
神
社
文
書
①
一
五
号
。

（
（（
）

　忌
宮
神
社
文
書
④
七
号
。

（
（（
）

　住
吉
神
社
文
書
三
五
号
。

（
（（
）

　忌
宮
神
社
文
書
⑤
九
号
。

（
（（
）

　忌
宮
神
社
文
書
①
一
二
号
。
本
文
書
は
長
門
国
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
た
大
内
氏
奉
行
人
奉
書

の
現
在
確
認
で
き
る
初
見
史
料
で
も
あ
る
。

（
（（
）

　前
掲
註（
2（
）。

（
（（
）

　武
久
家
文
書
二
八
号
。

（
（0
）

　武
久
家
文
書
二
九
号
。

（
（1
）

　武
久
家
文
書
五
六
号
。

（
（2
）

　武
久
家
文
書
三
〇
号
。

（
（3
）

　住
吉
神
社
文
書
四
七
号
。

（
（（
）

　田
沼
睦
「
室
町
幕
府
・
守
護
・
国
人
」（『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
七
所
収
、
岩
波
書
店
、

一
九
七
六
年
）。

（
（（
）

　忌
宮
神
社
文
書
⑤
一
九
号
。

（
（（
）

　忌
宮
神
社
文
書
⑤
二
〇
号
。

（
（（
）

　忌
宮
神
社
文
書
⑤
一
一
号
。

（
（（
）

　住
吉
神
社
文
書
五
三
号
。

（
（（
）

　住
吉
神
社
文
書
五
四
号
。

（
（0
）

　住
吉
神
社
文
書
六
〇
号
。

（
（1
）

　菊
池
浩
幸
氏
は
、「
室
町
・
戦
国
期
の
段
銭
と
大
名
権
力
―
防
長
地
域
を
事
例
に
―
」（『
人

民
の
歴
史
学
』
一
四
二
、一
九
九
九
年
）
に
お
い
て
、
大
内
盛
見
が
家
督
を
継
い
だ
応
永
七
年

直
後
に
、
郡
単
位
で
徴
収
さ
れ
る
大
内
氏
独
自
の
守
護
段
銭
が
成
立
し
た
と
し
て
い
る
が
、
段

銭
奉
行
そ
の
も
の
設
置
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。

（
（2
）

　忌
宮
神
社
文
書
⑤
二
七
号
。

（
（3
）

　防
長
寺
社
由
来
長
府
領
一
ノ
宮
村
長
門
一
宮
文
書
（『
南
北
朝
遺
文
』
中
国
四
国
編
四
四
四
三

号
）。

（
（（
）

　正
閏
史
料
三
（『
南
北
朝
遺
文
』
中
国
四
国
編
四
〇
一
七
号
）。
こ
の
綸
旨
に
は
、「
寺
領
興

行
事
、
任
二
代
々
奉
レ
寄
旨
一
、
可
レ
為
二
沙
汰
一
、
甲
乙
人
押
領
之
所
々
已
下
事
、
相
二
尋
在
庁

官
人
等
一
、
委
可
二
注
進
一
之
由
、
同
被
二
仰
下
一
候
、
謹
言
」
と
の
追
書
が
付
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）

　（
天
文
十
五
年
）
十
二
月
九
日
大
内
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
（
忌
宮
神
社
文
書
②
六
三
号
）
を

史
料
初
見
と
し
て
、
年
未
詳
野
田
興
方
等
連
署
書
状
（
住
吉
神
社
文
書
一
八
四
号
）、
年
未
詳

五
月
二
十
一
日
大
内
氏
奉
行
人
連
署
奉
書（
忌
宮
神
社
文
書
⑤
四
五
号
）な
ど
に「
郡
奉
行
」「
郡

奉
行
人
」、
ま
た
毛
利
氏
時
代
の
永
禄
十
二
年
九
月
十
三
日
吉
母
村
若
宮
社
人
等
連
判
契
状
写

（
須
子
家
文
書
、『
住
吉
神
社
文
書
』
五
七
九
号
）
を
史
料
初
見
と
し
て
、
永
禄
十
二
年
十
一
月

五
日
毛
利
輝
元
御
内
書
（
住
吉
神
社
文
書
二
二
四
号
）、
天
正
十
六
年
閏
五
月
十
三
日
二
宮
社

領
并
社
頭
掟
書
（
忌
宮
神
社
文
書
⑤
三
号
）
な
ど
に
「
郡
司
」
と
見
え
る
。

（
（（
）

　「
大
内
氏
の
『
別
奉
行
』
―
周
防
国
氷
上
山
興
隆
寺
の
場
合
―
」（『
七
隈
史
学
』
三
、二
〇
〇
二

年
）。

（
（（
）

　「
盛
見
期
の
大
内
氏
分
国
支
配
シ
ス
テ
ム
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
二
〇
一
、
二
〇
〇
六
年
）。
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（
（（
）

　住
吉
神
社
文
書
七
七
号
。

（
（（
）

　住
吉
神
社
文
書
七
八
号
。

（
（0
）

　住
吉
神
社
文
書
七
九
号
。

（
（1
）

　住
吉
神
社
文
書
一
〇
五
号
。

（
（2
）

　藤
井
氏
は
、中
村
専
阿
を
「『
一
宮
奉
行
』
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
担
当
奉
行
」（
六
三
頁
）
と
し
て
、

一
宮
の
み
を
対
象
と
す
る
別
奉
行
と
捉
え
て
い
る
が
、
美
祢
郡
赤
郷
給
人
宛
に
出
さ
れ
た
応
永

三
十
年
と
推
定
さ
れ
る
年
未
詳
九
月
二
十
四
日
の
大
内
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
（
忌
宮
神
社
文
書

⑤
三
〇
号
）
は
二
宮
の
造
営
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
実
務
担
当
奉
行
と
し
て
署
名
し
て
い

る
専
阿
が
、
二
宮
を
も
そ
の
職
務
の
対
象
と
し
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
藤
井
氏
が
専
阿

を
「
一
宮
奉
行
」
と
錯
覚
し
て
し
ま
っ
た
理
由
と
し
て
、
一
つ
に
は
、
応
永
十
四
～
三
十
年
ま

で
の
間
の
二
宮
関
係
文
書
が
偶
々
残
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
二
つ
に
は
、
応
永
十
七
年
十
二
月

二
日
と
同
十
八
年
四
月
二
十
九
日
の
二
通
の
奉
行
人
奉
書
（
藤
井
氏
が
作
成
し
た
「
周
防
長
門

関
係
大
内
氏
奉
行
人
奉
書
表
」
の
十
五
・
十
六
）
を
と
も
に
二
宮
関
係
の
忌
宮
神
社
文
書
と
誤

解
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
（
正
し
く
は
正
法
寺
関
係
の
正
法
寺
文
書
）
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
（3
）

　そ
の
後
の
専
阿
は
、
山
口
奉
行
人
と
し
て
再
び
周
防
国
内
で
活
動
を
続
け
て
い
る
。
永
享
四

年
三
月
十
七
日
大
内
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
（「
興
隆
寺
文
書
」『
防
長
史
学
』
五
二
号
）、
同
七

年
正
月
十
九
日
大
内
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
（
同
五
四
号
）
な
ど
。

（
（（
）

　森
下
重
家
と
森
下
浄
蔭
が
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
は
、
応
永
三
十
三
年
頃
と
推
定
さ
れ
る
年

未
詳
六
月
十
二
日
及
び
同
三
十
三
年
十
二
月
三
十
日
の
大
内
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
（
忌
宮
神

社
文
書
⑤
二
九
号
、
同
⑤
三
三
号
。
な
お
忌
宮
神
社
文
書
⑤
二
九
号
に
つ
い
て
、
編
者
は
応
永

三
十
年
と
推
定
し
て
い
る
が
、
藤
井
氏
の
指
摘
に
従
っ
て
応
永
三
十
三
年
頃
と
す
る
）
に
記
さ

れ
た
森
下
重
家
の
花
押
と
、
永
享
十
一
年
十
一
月
十
九
日
の
大
内
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
（
忌
宮

神
社
文
書
①
一
一
号
）に
記
さ
れ
た
森
下
浄
蔭
の
花
押
が
ま
っ
た
く
同
一
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

こ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
（（
）

　忌
宮
神
社
文
書
⑤
三
三
号
。

（
（（
）

　住
吉
神
社
文
書
一
四
五
号
。

（
（（
）

　住
吉
神
社
文
書
一
二
八
号
。

（
（（
）

　長
門
国
の
別
奉
行
が
周
防
国
の
よ
う
に
「
当
山
奉
行
」「
御
社
奉
行
」
な
ど
の
呼
称
で
呼
ば

れ
な
か
っ
た
の
も
、
こ
う
し
た
事
情
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
（（
）

　「
持
世
期
の
大
内
氏
分
国
支
配
シ
ス
テ
ム
―
長
門
国
に
お
け
る
あ
る
奉
行
人
の
動
向
を
中
心

に
―
」（『
史
潮
』
新
五
九
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
（0
）

　住
吉
神
社
文
書
一
一
五
号
。

（
（1
）

　住
吉
神
社
文
書
一
四
〇
号
、
忌
宮
神
社
文
書
①
一
一
号
。

（
（2
）

　『
山
口
県
史
』
史
料
編
中
世
1
（
山
口
県
、
一
九
九
六
年
）
六
六
七
頁
。
但
し
、
こ
れ
が
歴

史
的
事
実
を
正
確
に
伝
え
た
記
述
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
再
検
討
の
必
要
が
あ
り
、
直
ち

に
は
認
め
が
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
（
史
料
的
に
も
確
認
で
き
な
い
）、
少
な
く
と
も
こ
う
し

た
理
解
が
こ
の
当
時
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ

う
。

（
（3
）

　信
濃
諏
訪
社
を
初
め
と
し
て
、
二
・
三
宮
以
下
が
存
在
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
御
家
人
頭

役
制
な
ど
一
国
規
模
に
及
ぶ
国
鎮
守
の
祭
礼
が
一
宮
に
お
い
て
の
み
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
広
く

全
国
的
に
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
宮
制
研
究
会
編
『
中
世
諸
国
一
宮
制
の
基
礎
的
研

究
』（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
）
参
照
。

（
（（
）

　前
掲
註（
（
）。

（
（（
）

　住
吉
神
社
文
書
一
六
〇
号
。

（
（（
）

　忌
宮
神
社
文
書
⑤
四
二
号
。

（
（（
）

　忌
宮
神
社
文
書
⑤
四
一
号
。

（
（（
）

　井
原
氏
は
前
掲
註（
（
）文
に
お
い
て
、
モ
ン
ゴ
ル
襲
来
を
機
に
惣
社
・
国
分
寺
を
中
心
と

す
る
祭
礼
構
造
へ
と
転
換
し
た
と
し
て
、
鎌
倉
後
期
に
祭
礼
構
造
転
換
の
画
期
を
求
め
て
い

る
が
、
祭
礼
構
造
全
体
の
問
題
か
ら
す
れ
ば
、
国
衙
機
能
が
守
護
権
力
に
よ
っ
て
吸
収
さ
れ
て

い
っ
た
鎌
倉
末
・
南
北
朝
期
以
後
を
こ
そ
む
し
ろ
重
要
な
画
期
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
（（
）

　住
吉
神
社
文
書
四
号
。

（
（0
）

　忌
宮
神
社
文
書
⑤
四
一
号
の
国
衙
衆
出
仕
注
文
で
は
「
一
宮
・
二
宮
・
天
神
宮
・
八
幡
宮
・

春
日
・
厳
島
・
乳
母
屋
社
屋
・
総
社
致
二
出
仕
一
」
と
あ
っ
て
、
八
社
の
中
に
惣
社
が
含
ま
れ

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
れ
は
表
記
法
の
誤
り
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
（
社
屋
も
杜
屋
の

誤
り
）、
正
し
く
は
「
一
宮
・
二
宮
・
天
神

　宮
・
八
幡
宮
・
春
日
・
厳
島
・
乳
母
屋
・
杜
屋

総
社
致
二
出
仕
一
」
と
し
て
、「
一
宮
・
二
宮
・
天
神
宮
・
八
幡
宮
・
春
日
・
厳
島
・
乳
母
屋
・

杜
屋
の
総
社
（
八
社
す
べ
て
）
が
出
仕
を
致
し
」
と
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

（
（1
）

　前
掲
註（
3（
）『
下
関
市
史
』
三
四
〇
頁
参
照
。

（
（2
）

　前
掲
註（
（
）拙
稿
参
照
。

（
（3
）

　天
文
四
年（
一
五
三
五
）三
月
六
日
の
二
宮
末
社
付
立
案
文（
忌
宮
神
社
文
書
③
一
〇
号
）に
、

「
社
外
末
社

府
中
分

」
と
し
て
八
幡
社
・
厳
島
社
・
諏
訪
社
・
三
嶋
社
・
惣
社
・
守
宮
司
社
が
見
え
る
。

（
（（
）

　前
掲
註（
（3
）参
照
。

（
（（
）

　住
吉
神
社
文
書
一
六
〇
号
。

（
（（
）

　表（
3
）前
掲
註（
3（
）参
照
。

（
（（
）

　忌
宮
神
社
文
書
⑤
三
九
号
。

（
（（
）

　川
岡
勉
「
大
内
氏
の
軍
事
編
成
と
御
家
人
制
」（『
室
町
幕
府
と
守
護
権
力
』
所
収
、
吉
川
弘

文
館
、
二
〇
〇
二
年
）
三
〇
〇
～
一
頁
。

（
（（
）

　忌
宮
神
社
文
書
②
一
九
号
。

（
100
）

　武
久
家
文
書
三
九
号
。

（
101
）

　武
久
家
文
書
四
〇
号
。

（
102
）

　住
吉
神
社
文
書
二
五
四
号
、
忌
宮
神
社
文
書
⑤
六
八
号
。

（
103
）

　忌
宮
神
社
文
書
③
一
二
号
。
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（
（（
）

　住
吉
神
社
文
書
七
七
号
。

（
（（
）

　住
吉
神
社
文
書
七
八
号
。

（
（0
）

　住
吉
神
社
文
書
七
九
号
。

（
（1
）

　住
吉
神
社
文
書
一
〇
五
号
。

（
（2
）

　藤
井
氏
は
、中
村
専
阿
を
「『
一
宮
奉
行
』
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
担
当
奉
行
」（
六
三
頁
）
と
し
て
、

一
宮
の
み
を
対
象
と
す
る
別
奉
行
と
捉
え
て
い
る
が
、
美
祢
郡
赤
郷
給
人
宛
に
出
さ
れ
た
応
永

三
十
年
と
推
定
さ
れ
る
年
未
詳
九
月
二
十
四
日
の
大
内
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
（
忌
宮
神
社
文
書

⑤
三
〇
号
）
は
二
宮
の
造
営
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
実
務
担
当
奉
行
と
し
て
署
名
し
て
い

る
専
阿
が
、
二
宮
を
も
そ
の
職
務
の
対
象
と
し
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
藤
井
氏
が
専
阿

を
「
一
宮
奉
行
」
と
錯
覚
し
て
し
ま
っ
た
理
由
と
し
て
、
一
つ
に
は
、
応
永
十
四
～
三
十
年
ま

で
の
間
の
二
宮
関
係
文
書
が
偶
々
残
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
二
つ
に
は
、
応
永
十
七
年
十
二
月

二
日
と
同
十
八
年
四
月
二
十
九
日
の
二
通
の
奉
行
人
奉
書
（
藤
井
氏
が
作
成
し
た
「
周
防
長
門

関
係
大
内
氏
奉
行
人
奉
書
表
」
の
十
五
・
十
六
）
を
と
も
に
二
宮
関
係
の
忌
宮
神
社
文
書
と
誤

解
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
（
正
し
く
は
正
法
寺
関
係
の
正
法
寺
文
書
）
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
（3
）

　そ
の
後
の
専
阿
は
、
山
口
奉
行
人
と
し
て
再
び
周
防
国
内
で
活
動
を
続
け
て
い
る
。
永
享
四

年
三
月
十
七
日
大
内
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
（「
興
隆
寺
文
書
」『
防
長
史
学
』
五
二
号
）、
同
七

年
正
月
十
九
日
大
内
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
（
同
五
四
号
）
な
ど
。

（
（（
）

　森
下
重
家
と
森
下
浄
蔭
が
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
は
、
応
永
三
十
三
年
頃
と
推
定
さ
れ
る
年

未
詳
六
月
十
二
日
及
び
同
三
十
三
年
十
二
月
三
十
日
の
大
内
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
（
忌
宮
神

社
文
書
⑤
二
九
号
、
同
⑤
三
三
号
。
な
お
忌
宮
神
社
文
書
⑤
二
九
号
に
つ
い
て
、
編
者
は
応
永

三
十
年
と
推
定
し
て
い
る
が
、
藤
井
氏
の
指
摘
に
従
っ
て
応
永
三
十
三
年
頃
と
す
る
）
に
記
さ

れ
た
森
下
重
家
の
花
押
と
、
永
享
十
一
年
十
一
月
十
九
日
の
大
内
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
（
忌
宮

神
社
文
書
①
一
一
号
）に
記
さ
れ
た
森
下
浄
蔭
の
花
押
が
ま
っ
た
く
同
一
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

こ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
（（
）

　忌
宮
神
社
文
書
⑤
三
三
号
。

（
（（
）

　住
吉
神
社
文
書
一
四
五
号
。

（
（（
）

　住
吉
神
社
文
書
一
二
八
号
。

（
（（
）

　長
門
国
の
別
奉
行
が
周
防
国
の
よ
う
に
「
当
山
奉
行
」「
御
社
奉
行
」
な
ど
の
呼
称
で
呼
ば

れ
な
か
っ
た
の
も
、
こ
う
し
た
事
情
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
（（
）

　「
持
世
期
の
大
内
氏
分
国
支
配
シ
ス
テ
ム
―
長
門
国
に
お
け
る
あ
る
奉
行
人
の
動
向
を
中
心

に
―
」（『
史
潮
』
新
五
九
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
（0
）

　住
吉
神
社
文
書
一
一
五
号
。

（
（1
）

　住
吉
神
社
文
書
一
四
〇
号
、
忌
宮
神
社
文
書
①
一
一
号
。

（
（2
）

　『
山
口
県
史
』
史
料
編
中
世
1
（
山
口
県
、
一
九
九
六
年
）
六
六
七
頁
。
但
し
、
こ
れ
が
歴

史
的
事
実
を
正
確
に
伝
え
た
記
述
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
再
検
討
の
必
要
が
あ
り
、
直
ち

に
は
認
め
が
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
（
史
料
的
に
も
確
認
で
き
な
い
）、
少
な
く
と
も
こ
う
し

た
理
解
が
こ
の
当
時
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ

う
。

（
（3
）

　信
濃
諏
訪
社
を
初
め
と
し
て
、
二
・
三
宮
以
下
が
存
在
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
御
家
人
頭

役
制
な
ど
一
国
規
模
に
及
ぶ
国
鎮
守
の
祭
礼
が
一
宮
に
お
い
て
の
み
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
広
く

全
国
的
に
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
宮
制
研
究
会
編
『
中
世
諸
国
一
宮
制
の
基
礎
的
研

究
』（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
）
参
照
。

（
（（
）

　前
掲
註（
（
）。

（
（（
）

　住
吉
神
社
文
書
一
六
〇
号
。

（
（（
）

　忌
宮
神
社
文
書
⑤
四
二
号
。

（
（（
）

　忌
宮
神
社
文
書
⑤
四
一
号
。

（
（（
）

　井
原
氏
は
前
掲
註（
（
）文
に
お
い
て
、
モ
ン
ゴ
ル
襲
来
を
機
に
惣
社
・
国
分
寺
を
中
心
と

す
る
祭
礼
構
造
へ
と
転
換
し
た
と
し
て
、
鎌
倉
後
期
に
祭
礼
構
造
転
換
の
画
期
を
求
め
て
い

る
が
、
祭
礼
構
造
全
体
の
問
題
か
ら
す
れ
ば
、
国
衙
機
能
が
守
護
権
力
に
よ
っ
て
吸
収
さ
れ
て

い
っ
た
鎌
倉
末
・
南
北
朝
期
以
後
を
こ
そ
む
し
ろ
重
要
な
画
期
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
（（
）

　住
吉
神
社
文
書
四
号
。

（
（0
）

　忌
宮
神
社
文
書
⑤
四
一
号
の
国
衙
衆
出
仕
注
文
で
は
「
一
宮
・
二
宮
・
天
神
宮
・
八
幡
宮
・

春
日
・
厳
島
・
乳
母
屋
社
屋
・
総
社
致
二
出
仕
一
」
と
あ
っ
て
、
八
社
の
中
に
惣
社
が
含
ま
れ

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
れ
は
表
記
法
の
誤
り
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
（
社
屋
も
杜
屋
の

誤
り
）、
正
し
く
は
「
一
宮
・
二
宮
・
天
神

　宮
・
八
幡
宮
・
春
日
・
厳
島
・
乳
母
屋
・
杜
屋

総
社
致
二
出
仕
一
」
と
し
て
、「
一
宮
・
二
宮
・
天
神
宮
・
八
幡
宮
・
春
日
・
厳
島
・
乳
母
屋
・

杜
屋
の
総
社
（
八
社
す
べ
て
）
が
出
仕
を
致
し
」
と
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

（
（1
）

　前
掲
註（
3（
）『
下
関
市
史
』
三
四
〇
頁
参
照
。

（
（2
）

　前
掲
註（
（
）拙
稿
参
照
。

（
（3
）

　天
文
四
年（
一
五
三
五
）三
月
六
日
の
二
宮
末
社
付
立
案
文（
忌
宮
神
社
文
書
③
一
〇
号
）に
、

「
社
外
末
社

府
中
分

」
と
し
て
八
幡
社
・
厳
島
社
・
諏
訪
社
・
三
嶋
社
・
惣
社
・
守
宮
司
社
が
見
え
る
。

（
（（
）

　前
掲
註（
（3
）参
照
。

（
（（
）

　住
吉
神
社
文
書
一
六
〇
号
。

（
（（
）

　表（
3
）前
掲
註（
3（
）参
照
。

（
（（
）

　忌
宮
神
社
文
書
⑤
三
九
号
。

（
（（
）

　川
岡
勉
「
大
内
氏
の
軍
事
編
成
と
御
家
人
制
」（『
室
町
幕
府
と
守
護
権
力
』
所
収
、
吉
川
弘

文
館
、
二
〇
〇
二
年
）
三
〇
〇
～
一
頁
。

（
（（
）

　忌
宮
神
社
文
書
②
一
九
号
。

（
100
）

　武
久
家
文
書
三
九
号
。

（
101
）

　武
久
家
文
書
四
〇
号
。

（
102
）

　住
吉
神
社
文
書
二
五
四
号
、
忌
宮
神
社
文
書
⑤
六
八
号
。

（
103
）

　忌
宮
神
社
文
書
③
一
二
号
。
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（
10（
）

　忌
宮
神
社
文
書
①
二
六
号
。

（
10（
）

　年
未
詳
五
月
十
九
日
児
玉
元
良
・
国
司
元
武
連
署
奉
書
（
武
久
家
文
書
七
六
号
）。

（
10（
）

　忌
宮
神
社
文
書
①
二
四
号
。

（
10（
）

　忌
宮
神
社
文
書
①
二
七
号
。

（
10（
）

　忌
宮
神
社
文
書
①
二
八
号
。

（
10（
）

　天
正
十
一
年
十
二
月
二
日
児
玉
元
貫
・
市
川
経
好
連
署
書
状
（
武
久
家
文
書
四
八
号
）。

（
110
）

　天
正
十
六
年
閏
五
月
十
三
日
二
宮
社
領
并
社
頭
掟
書
（
忌
宮
神
社
文
書
⑤
三
号
）。

（
111
）

　忌
宮
神
社
文
書
⑤
四
〇
号
。

（
112
）

　忌
宮
神
社
文
書
⑤
六
四
号
。

（
113
）

　忌
宮
神
社
文
書
⑤
七
四
号
。

（
11（
）

　忌
宮
神
社
文
書
⑦
豊
浦
藩
旧
記
。

（
11（
）

　毛
利
家
文
書
六
五
四
号
（『
大
日
本
古
文
書
』
家
わ
け
）。

（
11（
）

　天
正
三
年
（
一
五
七
五
）
五
月
五
日
の
吉
川
元
長
宛
三
沢
為
虎
起
請
文
（『
大
日
本
古
文
書
』

家
わ
け
「
吉
川
家
文
書
」
六
六
二
号
）
に
「
熊
野
三
所
権
現
、
愛
宕
山
大
権
現
、
厳
島
大
明
神
、

当
国
杵
築
大
明
神
、
日
御
崎
十
羅
刹
女
」、
同
六
年
（
一
五
七
八
）
五
月
二
十
日
の
益
田
元
祥

宛
吉
川
元
長
起
請
文
（
益
田
家
文
書
三
七
―
四
号
）
に
「
春
日
大
明
神
、
厳
島
大
明
神
、
氏
神

芸
州
吉
田
祇
園
・
牛
頭
天
王
、
石
州
一
宮
大
明
神
、
滝
蔵
大
権
現
」（
滝
蔵
大
権
現
は
益
田
荘

の
荘
園
鎮
守
）、
ま
た
年
未
詳
十
二
月
三
日
の
毛
利
輝
元
宛
末
次
元
康
起
請
文
（『
大
日
本
古
文

書
』
家
わ
け
「
毛
利
家
文
書
」
三
五
一
号
）
に
「
氏
八
幡
大
菩
薩
、
祇
園
・
厳
島
両
大
明
神
、

杵
築
大
社
、
佐
陀
大
明
神
、
天
満
大
自
在
天
神
」
と
あ
る
な
ど
。

（
11（
）

　永
原
慶
二
『
日
本
中
世
の
社
会
と
国
家
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
八
二
年
）。

（
11（
）

　「
戦
国
期
に
お
け
る
筑
後
国
一
宮
高
良
社
と
周
辺
勢
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
」（『
神
道
宗
教
』

一
九
九
・
二
〇
〇
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
11（
）

　「
中
世
後
期
に
お
け
る
信
濃
国
一
宮
諏
訪
社
と
地
域
」、『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
九
九
、二
〇
〇
六

年
）。

（
120
）

　山
本
高
志
「
中
世
後
期
に
お
け
る
守
護
河
野
氏
と
伊
予
国
一
宮
」、
渡
辺
大
門
「
中
世
後
期

に
お
け
る
播
磨
国
一
宮
伊
和
神
社
の
存
在
形
態
」、
堀
本
一
繁
「
戦
国
期
に
お
け
る
肥
前
河
上

社
と
地
域
権
力
」
な
ど
。
こ
の
他
、今
泉
徹
「
戦
国
期
佐
竹
氏
の
権
力
確
立
と
鹿
島
神
宮
」（
二

木
謙
一
編
『
戦
国
織
豊
期
の
社
会
と
儀
礼
』
所
収
、吉
川
弘
文
館
、二
〇
〇
六
年
）
な
ど
も
あ
る
。

（
121
）

　前
掲
註（
（
）。

（
122
）

　川
岡
勉
『
室
町
幕
府
と
守
護
権
力
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）
参
照
。

（
123
）

　前
掲
註（
3（
）拙
稿
参
照
。

（
12（
）

　こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
「
在
地
領
主
と
荘
園
」（『
日
本
史
を
学
ぶ
』
1
所
収
、
有
斐

閣
、
一
九
七
四
年
）
に
お
い
て
私
見
を
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。

（
12（
）

　木
村
茂
光
「
日
本
中
世
史
像
の
現
在
」（『
日
本
史
研
究
』
五
二
六
、
二
〇
〇
六
年
）
参
照
。

（
12（
）

　『
中
世
祭
祀
組
織
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
二
年
）。

（
12（
）

　前
掲
註（
（
）拙
著
第
二
章
参
照
。

（
12（
）

　山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
。

（
12（
）

　『
群
書
類
従
』
巻
二
九
。

（
130
）

　前
掲
註（
10
）。

（
131
）

　榎
原
氏
の
提
起
し
て
い
る
問
題
は
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
こ
そ
捉
え
直
す
必
要
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
。

（
132
）

　前
掲
註（
122
）。

（
133
）

　勝
俣
鎮
夫
『
戦
国
時
代
論
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
）。
但
し
、
こ
の
「
国
家
」
を
実
態

化
し
て
複
数
国
家
論
を
称
え
る
こ
と
に
は
従
い
が
た
い
。
有
光
友
学
編
『
日
本
の
時
代
史
12

　

戦
国
の
地
域
国
家
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）

（
13（
）

　村
井
章
介
『
ア
ジ
ア
の
な
か
の
中
世
日
本
』（
校
倉
書
房
、
一
九
八
八
年
）、

　同
『
日
本
史
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境
界
を
ま
た
ぐ
人
び
と
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
13（
）

　「
十
七
世
紀
中
～
十
八
世
紀
初
期
に
お
け
る
式
内
社
研
究
」（『
日
本
思
想
史

　研
究
会
会
報
』

二
〇
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
13（
）

　前
掲
註（
（3
）相
模
国
の
項
参
照
。

（
13（
）

　『
戦
国
大
名
領
国
の
基
礎
構
造
』（
校
倉
書
房
、
一
九
九
九
年
）
第
三
部
第
三
章
「
戦
国
期
甲

斐
国
一
・
二
・
三
宮
祭
礼
と
地
域
社
会
」。

（
13（
）

　以
下
の
諸
国
の
祭
礼
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註（
（3
）を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
13（
）

　南
宮
神
社
所
蔵
（『
神
道
大
系
』
神
社
編
二
四

　美
濃
・
飛
騨
・
信
濃
国
）。

（
1（0
）

　総
社
所
蔵
（『
岡
山
県
古
文
書
集
』）

（
1（1
）

　前
掲
註（
（3
）。

（
1（2
）

　貞
治
三
年
二
月
十
五
日
一
蓮
寺
寺
領
目
録
（
一
蓮
寺
文
書
、『
山
梨
県
史
』
資
料
編
（
）。

（
1（3
）

　（
文
亀
四
年
）
二
月
二
十
七
日
楠
昌
勝
書
状
（
向
嶽
寺
文
書
、『
山
梨
県
史
』
資
料
編
（
）。

（
1（（
）

　平
山
氏
が
、
一
・
二
・
三
宮
の
成
立
が
平
安
末
期
に
遡
る
根
拠
と
し
て
示
し
た
永
万
元
年
の

「
神
祇
官
諸
社
年
貢
注
文
」（
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
）
の
甲
斐
国
部
分
は
後
代
の
追
筆
に
よ
る
も

の
で
あ
っ
て
、
説
得
力
に
欠
け
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
掲
註（
（3
）一
七
二
頁
（
中

込
律
子
氏
執
筆
）
参
照
。

（
1（（
）

　石
井
進
「
中
世
成
立
期
の
軍
制
」（『
鎌
倉
武
士
の
実
像
』
所
収
、
平
凡
社
、
一
九
八
七
年
）、

水
谷
類
「
惣
社
の
成
立
」（『
駿
台
史
学
』
六
三
、一
九
八
五
年
）
な
ど
参
照
。

（
1（（
）

　鎌
田
純
一
編
『
甲
斐
国
一
之
宮
浅
間
神
社
誌
』（
浅
間
神
社
、
一
九
七
九
年
）、
西
田
か
ほ
る

「
甲
州
国
中
に
お
け
る
社
家
と
そ
の
組
織
の
成
立
」（『
武
田
氏
研
究
』一
二
、一
九
九
四
年
）な
ど
。

（
1（（
）

　甲
斐
国
の
場
合
と
は
異
な
る
が
、
戦
国
期
に
お
け
る
一
宮
制
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
上
で

極
め
て
興
味
深
い
の
は
安
房
国
の
場
合
で
あ
る
。
横
田
光
雄
氏
が
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
に

よ
る
と
（「
房
総
里
見
氏
の
領
国
形
成
と
寺
社
」、『
史
学
雑
誌
』
九
八
ノ
一
一
、一
九
八
九
年
）、

永
正
五
年
（
一
五
〇
八
）
に
安
房
国
内
の
確
か
な
史
料
に
初
見
す
る
房
総
里
見
氏
は
、
以
後
府

中
館
山
地
域
を
中
心
と
し
て
戦
国
大
名
へ
と
成
長
を
遂
げ
て
い
く
が
、
そ
の
際
一
宮
一
寺
（
鶴
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谷
八
幡
宮
と
同
宮
別
当
寺
那
古
寺
）
が
里
見
氏
公
権
力
化
の
鍵
を
握
る
不
可
欠
の
装
置
と
し
て

極
め
て
重
要
な
意
味
を
担
っ
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、「
一
宮
一
寺
は
、
里
見
氏
が
国
内
外
の

伝
統
的
政
治
的
権
威
を
融
合
・
接
合
し
、
領
国
内
に
お
け
る
唯
一
の
公
的
政
治
的
権
威
と
化
す

た
め
の
重
要
な
場
で
あ
っ
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
安
房
国
の
事
例
で
と
く
に
注
目
さ
れ

る
の
は
次
の
三
点
で
あ
る
。
①
戦
国
大
名
里
見
氏
が
「
一
宮
」
と
し
て
重
視
し
た
鶴
谷
八
幡
宮

は
本
来
の
安
房
国
一
宮
で

　は
な
く
、
一
般
に
安
房
国
惣
社
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
し
か
も

そ
れ
は
当
初
か
ら
の
惣
社
で
は
な
く
、
も
と
は
国
府
八
幡
宮
で
あ
っ
た
の
が
里
見
氏
の
領
国
支

配
の
展
開
の
中
で
惣
社
と
さ
れ
、
さ
ら
に
「
一
宮
」
と
も
称
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

こ
と
。
②
安
房
国
の
本
来
の
一
宮
は
、
同
じ
安
房
郡
内
な
が
ら
、
府
中
か
ら
遠
く
離
れ
た
地
域

に
位
置
す
る
安
房
神
社
で
、
戦
国
大
名
里
見
氏
の
崇
敬
の
対
象
と
は
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
（
一

宮
制
の
解
体
）。
し
か
し
、
新
た
に
重
視
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
鶴
谷
八
幡
宮
が
「
一
宮
」、
そ

の
別
当
寺
那
古
寺
が
「
一
寺
」

　と
捉
え
ら
れ
て
い
て
、
一
宮
制
の
枠
組
み
そ
の
も
の
は
存
続

し
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
そ
れ
は
、
戦
国
大
名
里
見
氏
に
よ
る
安
房
国
一

宮
制
の
権
力
的
再
編
成
と
い
う
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
こ
と
。
③
そ
の

鶴
谷
八
幡
宮
で
は
、
現
在
も
「
国
司
祭
り
」
と
称
し
て
、
一
宮
安
房
神
社
以
下
国
内
十
一
社
が

参
加
し
て
祭
礼
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
（
近
世
に
な
っ
て
新
し
く
成
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
）。

こ
の
安
房
国
の
事
例
は
、
戦
国
大
名
に
よ
る
一
宮
制
の
再
編
成
と
い
う
点
で
甲
斐
国
の
場
合
と

基
本
的
に
共
通
し
て
い
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
、
甲
斐
国
に
お
け
る
一
・
二
・
三
宮
合
同

祭
礼
の
成
立
と
い
う
の
も
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
捉
え
直
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
い

え
よ
う
。

（
1（（
）

　前
掲
註（
1
）『
日
本
史
研
究
』
四
七
五
拙
稿
参
照
。

（
1（（
）

　『
平
安
時
代
の
国
家
と
祭
祀
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
四
年
）。

（
1（0
）

　前
掲
註（
（
）著
附
論
参
照
。

（
1（1
）

　岡
田
荘
司
「
即
位
奉
幣
と
大
神
宝
使
」（
前
掲
註（
1（（
）所
収
）
参
照
。

（
1（2
）

　宝
治
三
年
三
月
日
諏
訪
信
重
解
状
（
諏
訪
大
祝
家
文
書
、『
鎌
倉
遺
文
』
七
〇
六
一
号
）。

（
1（3
） 

土
田
直
鎮
「
新
発
見
の
因
幡
国
総
社
資
料
」（『
府
中
市
史
史
料
集
』
五
、
府
中
市
、

一
九
六
四
年
）。

（
1（（
）

　『
中
右
記
』
元
永
二
年
（
一
一
一
九
）
七
月
三
日
・
十
四
日
条
。

（
1（（
）

　宣
旨
に
よ
っ
て
一
宮
の
造
営
が
成
さ
れ
た
場
合
な
ど
、
遷
宮
に
際
し
、
都
か
ら
届
け
ら
れ

た
神
宝
と
当
該
国
衙
で
調
達
さ
れ
た
神
宝
と
が
合
わ
せ
奉
納
さ
れ
た
と
い
う
の
も
（
年
月
日

未
詳
杵
築
大
社
造
営
遷
宮
旧
記
注
進
、
北
島
家
文
書
、『
大
社
町
史
・
史
料
編
』
古
代
・
中
世

二
三
五
号
な
ど
）、
こ
れ
に
準
じ
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
1（（
）

　『
園
太
暦
』
延
文
元
年
（
一
三
五
六
）
八
月
三
日
条
。

（
1（（
）

　越
後
国
・
安
芸
国
・
長
門
国
・
肥
後
国
な
ど
。
前
掲
註（
（3
）参
照
。

（
1（（
）

　岡
田
氏
が
天
皇
直
轄
祭
祀
を
「
王
朝
国
家
祭
祀
」
と
捉
え
て
い
る
の
も
、
国
家
祭
祀
の
歴
史

的
評
価
と
い
う
点
か
ら
は
再
検
討
の
必
要
が
あ
ろ
う
。
岡
田
氏
が
天
皇
直
轄
祭
祀
を
今
日
に
及

ぶ
日
本
的
な
特
徴
を
持
つ
神
社
祭
祀
の
成
立
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
に
も
示
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
む
し
ろ
日
本
的
律
令
制
と
し
て
の
後
期
律
令
制
祭
祀
と
捉
え
る
べ
き
も
の
な
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

（
1（（
）

　出
雲
国
（『
大
社
町
史
』
上
、
大
社
町
、
一
九
九
一
年
参
照
）
や
長
門
国
（
前
掲
註（
（
）拙

稿
参
照
）
な
ど
の
事
例
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
九
・
十
世
紀
以
来
の
長
期
に
わ
た
る
一
宮

神
社
自
身
の
自
己
変
革
の
努
力
な
し
に
、
そ
れ
ら
の
神
社
が
中
世
の
国
鎮
守
（
一
宮
）
と
し
て

成
立
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
か
っ
た
こ
と
に
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
1（0
）

　先
述
し
た
一
代
一
度
大
神
宝
使
制
・
十
六
社
制
と
国
司
神
拝
、
二
十
二
社
の
制
度
的
確
立
と

諸
国
一
宮
制
の
成
立
及
び
国
司
神
拝
対
象
の
一
宮
へ
の
固
定
・
限
定
化
と
の
対
応
関
係
な
ど
か

ら
も
、
こ
れ
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
1（1
）

　前
掲
註（
（3
）参
照
。

（
1（2
）

　『
日
本
中
世
の
国
政
と
家
政
』（
校
倉
書
房
、
一
九
九
五
年
）。

〔
付
記
〕

　本
稿
を
成
す
に
当
た
っ
て
、
山
口
県
立
大
学
名
誉
教
授
国
守
進
氏
、
及
び
山
口
県
文
書
館

　
　
　
　和

田
秀
作
氏
に
一
方
な
ら
ぬ
お
世
話
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

（
二
〇
〇
七
年
一
月
稿
）

（
大
阪
工
業
大
学
情
報
科
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（
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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谷
八
幡
宮
と
同
宮
別
当
寺
那
古
寺
）
が
里
見
氏
公
権
力
化
の
鍵
を
握
る
不
可
欠
の
装
置
と
し
て

極
め
て
重
要
な
意
味
を
担
っ
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、「
一
宮
一
寺
は
、
里
見
氏
が
国
内
外
の

伝
統
的
政
治
的
権
威
を
融
合
・
接
合
し
、
領
国
内
に
お
け
る
唯
一
の
公
的
政
治
的
権
威
と
化
す

た
め
の
重
要
な
場
で
あ
っ
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
安
房
国
の
事
例
で
と
く
に
注
目
さ
れ

る
の
は
次
の
三
点
で
あ
る
。
①
戦
国
大
名
里
見
氏
が
「
一
宮
」
と
し
て
重
視
し
た
鶴
谷
八
幡
宮

は
本
来
の
安
房
国
一
宮
で

　は
な
く
、
一
般
に
安
房
国
惣
社
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
し
か
も

そ
れ
は
当
初
か
ら
の
惣
社
で
は
な
く
、
も
と
は
国
府
八
幡
宮
で
あ
っ
た
の
が
里
見
氏
の
領
国
支

配
の
展
開
の
中
で
惣
社
と
さ
れ
、
さ
ら
に
「
一
宮
」
と
も
称
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

こ
と
。
②
安
房
国
の
本
来
の
一
宮
は
、
同
じ
安
房
郡
内
な
が
ら
、
府
中
か
ら
遠
く
離
れ
た
地
域

に
位
置
す
る
安
房
神
社
で
、
戦
国
大
名
里
見
氏
の
崇
敬
の
対
象
と
は
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
（
一

宮
制
の
解
体
）。
し
か
し
、
新
た
に
重
視
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
鶴
谷
八
幡
宮
が
「
一
宮
」、
そ

の
別
当
寺
那
古
寺
が
「
一
寺
」

　と
捉
え
ら
れ
て
い
て
、
一
宮
制
の
枠
組
み
そ
の
も
の
は
存
続

し
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
そ
れ
は
、
戦
国
大
名
里
見
氏
に
よ
る
安
房
国
一

宮
制
の
権
力
的
再
編
成
と
い
う
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
こ
と
。
③
そ
の

鶴
谷
八
幡
宮
で
は
、
現
在
も
「
国
司
祭
り
」
と
称
し
て
、
一
宮
安
房
神
社
以
下
国
内
十
一
社
が

参
加
し
て
祭
礼
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
（
近
世
に
な
っ
て
新
し
く
成
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
）。

こ
の
安
房
国
の
事
例
は
、
戦
国
大
名
に
よ
る
一
宮
制
の
再
編
成
と
い
う
点
で
甲
斐
国
の
場
合
と

基
本
的
に
共
通
し
て
い
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
、
甲
斐
国
に
お
け
る
一
・
二
・
三
宮
合
同

祭
礼
の
成
立
と
い
う
の
も
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
捉
え
直
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
い

え
よ
う
。

（
1（（
）

　前
掲
註（
1
）『
日
本
史
研
究
』
四
七
五
拙
稿
参
照
。

（
1（（
）

　『
平
安
時
代
の
国
家
と
祭
祀
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
四
年
）。

（
1（0
）

　前
掲
註（
（
）著
附
論
参
照
。

（
1（1
）

　岡
田
荘
司
「
即
位
奉
幣
と
大
神
宝
使
」（
前
掲
註（
1（（
）所
収
）
参
照
。

（
1（2
）

　宝
治
三
年
三
月
日
諏
訪
信
重
解
状
（
諏
訪
大
祝
家
文
書
、『
鎌
倉
遺
文
』
七
〇
六
一
号
）。

（
1（3
） 

土
田
直
鎮
「
新
発
見
の
因
幡
国
総
社
資
料
」（『
府
中
市
史
史
料
集
』
五
、
府
中
市
、

一
九
六
四
年
）。

（
1（（
）

　『
中
右
記
』
元
永
二
年
（
一
一
一
九
）
七
月
三
日
・
十
四
日
条
。

（
1（（
）

　宣
旨
に
よ
っ
て
一
宮
の
造
営
が
成
さ
れ
た
場
合
な
ど
、
遷
宮
に
際
し
、
都
か
ら
届
け
ら
れ

た
神
宝
と
当
該
国
衙
で
調
達
さ
れ
た
神
宝
と
が
合
わ
せ
奉
納
さ
れ
た
と
い
う
の
も
（
年
月
日

未
詳
杵
築
大
社
造
営
遷
宮
旧
記
注
進
、
北
島
家
文
書
、『
大
社
町
史
・
史
料
編
』
古
代
・
中
世

二
三
五
号
な
ど
）、
こ
れ
に
準
じ
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
1（（
）

　『
園
太
暦
』
延
文
元
年
（
一
三
五
六
）
八
月
三
日
条
。

（
1（（
）

　越
後
国
・
安
芸
国
・
長
門
国
・
肥
後
国
な
ど
。
前
掲
註（
（3
）参
照
。

（
1（（
）

　岡
田
氏
が
天
皇
直
轄
祭
祀
を
「
王
朝
国
家
祭
祀
」
と
捉
え
て
い
る
の
も
、
国
家
祭
祀
の
歴
史

的
評
価
と
い
う
点
か
ら
は
再
検
討
の
必
要
が
あ
ろ
う
。
岡
田
氏
が
天
皇
直
轄
祭
祀
を
今
日
に
及

ぶ
日
本
的
な
特
徴
を
持
つ
神
社
祭
祀
の
成
立
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
に
も
示
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
む
し
ろ
日
本
的
律
令
制
と
し
て
の
後
期
律
令
制
祭
祀
と
捉
え
る
べ
き
も
の
な
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

（
1（（
）

　出
雲
国
（『
大
社
町
史
』
上
、
大
社
町
、
一
九
九
一
年
参
照
）
や
長
門
国
（
前
掲
註（
（
）拙

稿
参
照
）
な
ど
の
事
例
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
九
・
十
世
紀
以
来
の
長
期
に
わ
た
る
一
宮

神
社
自
身
の
自
己
変
革
の
努
力
な
し
に
、
そ
れ
ら
の
神
社
が
中
世
の
国
鎮
守
（
一
宮
）
と
し
て

成
立
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
か
っ
た
こ
と
に
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
1（0
）

　先
述
し
た
一
代
一
度
大
神
宝
使
制
・
十
六
社
制
と
国
司
神
拝
、
二
十
二
社
の
制
度
的
確
立
と

諸
国
一
宮
制
の
成
立
及
び
国
司
神
拝
対
象
の
一
宮
へ
の
固
定
・
限
定
化
と
の
対
応
関
係
な
ど
か

ら
も
、
こ
れ
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
1（1
）

　前
掲
註（
（3
）参
照
。

（
1（2
）

　『
日
本
中
世
の
国
政
と
家
政
』（
校
倉
書
房
、
一
九
九
五
年
）。

〔
付
記
〕

　本
稿
を
成
す
に
当
た
っ
て
、
山
口
県
立
大
学
名
誉
教
授
国
守
進
氏
、
及
び
山
口
県
文
書
館

　
　
　
　和

田
秀
作
氏
に
一
方
な
ら
ぬ
お
世
話
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

（
二
〇
〇
七
年
一
月
稿
）

（
大
阪
工
業
大
学
情
報
科
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（
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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The Historical Structure and Characteristics of the Ichinomiya System in 
Provinces during the Medieval Period Focusing on Nagato Province in the Late 
Medieval Period

This paper discusses the historical structure and characteristics of the ichinomiya system in provinces in the 

medieval period in response to criticism received from various scholars concerning the author’s support of the “22 

shrine and ichinomiya system (imperial palace tutelary and provincial tutelary system).” The paper uses historical 

documents to discuss in detail the process of change and the demise of the ichinomiya system in Nagato Province 

in the latter part of the medieval period. It also outlines the process of the establishment through to the demise of 

the ichinomiya system in Japan’s provinces during the medieval period.

The subsequent findings have brought to light the following points. First, in the case of Nagato Province, the 

ichinomiya system changed greatly accompanying the control and reorganization of the mechanism of authority of 

the kokuga (provincial government office) by the Ouchi clan which held the position of shugo (military governor). 

The religious structure was changed from one that centered on ichinomiya shrines to a joint structure of 

ichinomiya and ninomiya shrines centering on ninomiya shrines at provincial offices. The Takehisa clan emerged 

to perform religious rites and festivals as a representative of the authority of the kokuga.

Second, the ichinomiya system in Nagato Province began to disintegrate when the Ouchi clan, the shugo, 

became Sengoku daimyo and Sengoku daimyo from the Mori clan appeared. This can be seen as the disintegration 

of the provincial tutelary that formed part of the state Shinto system, which illustrates the historical essence of the 

provincial ichinomiya system in the medieval period.

Third, when this is considered together with examples from other provinces, there can be no doubt that 

the provincial ichinomiya system constituted the essence of the state-instituted shrine system. Moreover, it is 

important that there be further study of the ichinomiya system that rightly includes the perspective of the theory 

of a medieval state.
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