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ト
ウ
ヤ
祭
祀
と
宮
座

八
木 

透

﹇
論
文
要
旨
﹈

は
じ
め
に

❶
兵
庫
県
西
北
播
磨
地
域
の
ト
ウ
ヤ
祭
祀

❷
滋
賀
県
湖
東
地
域
の
ト
ウ
ヤ
祭
祀

❸
京
都
府
口
丹
波
地
域
の
ト
ウ
ヤ
祭
祀

む
す
び

本
稿
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
ト
ウ
ヤ
（
当
屋
）
制
」
の
概
念
に
つ
い
て
整
理
し
、「
ト
ウ
ヤ
制
」
と

は
何
か
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
の
指
標
を
提
示
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
関
西
諸
地
域
の
具
体
事

例
を
比
較
検
討
し
な
が
ら
、
ト
ウ
ヤ
祭
祀
の
実
態
と
そ
の
ヴ
ァ
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
検
証
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
を
示
す
祭
祀
の
あ
り
方
を
、一
括
り
に
「
ト
ウ
ヤ
制
」、

あ
る
い
は
「
ト
ウ
ヤ
祭
祀
」
と
捉
え
て
き
た
研
究
視
角
に
つ
い
て
、
改
め
て
検
討
を
試
み
た
い
と
考

え
る
。

本
稿
で
は
具
体
事
例
と
し
て
、
兵
庫
県
宍
粟
市
山
崎
町
（
旧
宍
粟
郡
山
崎
町
）、
滋
賀
県
東
近
江

市
（
旧
愛
知
郡
愛
東
町
）、
お
よ
び
京
都
府
亀
岡
市
の
事
例
を
中
心
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け

る
ト
ウ
ヤ
祭
祀
の
構
造
と
そ
の
特
質
に
つ
い
て
考
え
る
。
そ
の
際
に
は
、
以
下
の
四
点
の
よ
う
な
視

座
か
ら
分
析
と
考
察
を
試
み
た
い
。
第
一
の
視
座
は
、
兵
庫
県
宍
粟
市
の
諸
事
例
が
顕
著
に
示
す
よ

う
な
、
村
組
の
結
合
が
非
常
に
強
固
で
、
ト
ウ
ヤ
が
家
ご
と
に
廻
る
と
い
う
よ
り
は
、
村
組
で
あ
る

リ
ン
ポ
（
隣
保
）
を
単
位
と
し
て
、
毎
年
輪
番
制
で
ト
ウ
グ
ミ
（
当
組
）
が
廻
る
と
い
う
祭
祀
の
あ

り
方
を
、
従
来
の
「
ト
ウ
ヤ
制
」
と
同
じ
枠
組
み
に
お
い
て
捉
え
て
よ
い
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で

あ
る
。
第
二
の
視
座
は
、
京
都
府
口
丹
波
地
域
や
近
江
湖
東
地
域
の
事
例
が
示
す
よ
う
な
、
い
わ
ゆ

る
座
入
り
儀
礼
の
民
俗
的
意
味
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
三
の
視
座
は
、
ト
ウ
ヤ
の
性

格
と
そ
の
具
体
的
役
割
に
つ
い
て
は
、
名
称
や
役
割
、
性
格
も
地
域
に
よ
っ
て
ず
い
ぶ
ん
異
な
る
。

こ
の
よ
う
な
ト
ウ
ヤ
の
名
称
と
性
格
の
相
違
に
つ
い
て
は
い
か
に
考
え
る
べ
き
か
に
つ
い
て
検
討
を

試
み
る
。
第
四
の
視
座
は
、「
宮
衆
」
な
ど
と
称
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
長
老
組
織
の
民
俗
的
意
味
に

つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
口
丹
波
や
近
江
湖
東
の
村
落
に
お
け
る
「
十
人
衆
」
な

ど
と
称
さ
れ
る
長
老
た
ち
は
、い
か
な
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
「
年
齢
階
梯
制
」

と
「
ト
ウ
ヤ
制
」、
お
よ
び
「
宮
座
」
と
の
相
関
性
に
関
し
て
も
検
討
を
試
み
た
い
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
宮
座
、
ト
ウ
ヤ
（
当
屋
）、
ト
ウ
グ
ミ
（
当
組
）、
長
老
衆
、
年
齢
階
梯
制
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は
じ
め
に

本
稿
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
ト
ウ
ヤ
（
当
屋
）
制
」
の
概
念
に
つ
い
て
整
理
し
、「
ト

ウ
ヤ
制
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
の
指
標
を
提
示
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。
関
西
諸
地
域
の
具
体
事
例
を
比
較
検
討
し
な
が
ら
、
ト
ウ
ヤ
祭
祀
の
実
態
と
そ

の
ヴ
ァ
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
検
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま

な
形
態
を
示
す
祭
祀
の
あ
り
方
を
、
一
括
り
に
「
ト
ウ
ヤ
制
」、
あ
る
い
は
「
ト
ウ

ヤ
祭
祀
」
と
捉
え
て
き
た
研
究
視
角
に
つ
い
て
、
改
め
て
検
討
を
試
み
た
い
と
考
え

る
。
さ
ら
に
、「
宮
座
」
の
概
念
に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え
な
が
ら
、最
終
的
に
は
「
宮

座
」
と
「
ト
ウ
ヤ
制
」
と
の
相
関
性
に
関
し
て
、
一
定
の
見
解
を
提
示
し
た
い
と
考

え
る
。

議
論
の
前
提
と
し
て
、「
ト
ウ
ヤ
」
と
い
う
用
語
の
表
記
に
つ
い
て
、ト
ウ
ヤ
は
「
当

屋
」・「
当
家
」・「
頭
屋
」・「
頭
家
」・「
祷
家
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
表
記
が
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
に
歴
史
的
、
社
会
的
に
い
さ
さ
か
異
な
っ
た
意
味
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
そ

こ
で
本
稿
で
は
、文
字
表
記
が
原
因
と
な
る
単
純
な
誤
解
や
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
、

と
り
あ
え
ず
先
行
研
究
の
引
用
の
場
合
を
除
い
て
、「
ト
ウ
ヤ
」
と
カ
タ
カ
ナ
で
表

記
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

は
じ
め
に
「
ト
ウ
ヤ
制
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。「
ト
ウ
ヤ
（
頭

屋
・
当
屋
）
制
」
と
い
う
村
落
内
に
お
け
る
役
割
分
担
の
一
形
態
を
村
落
構
造
論
の

中
に
位
置
づ
け
た
の
は
、
周
知
の
よ
う
に
蒲
生
正
男
で
あ
る
。
蒲
生
は
「
頭
屋
制
村

落
」
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

日
本
の
伝
統
的
な
ム
ラ
社
会
は
、「
同
族
制
村
落
」
と
「
年
齢
階
梯
制
村
落
」

と
い
う
ふ
た
つ
の
異
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
支
え
ら
れ
た
も
の
が
対
極
的
に
存

在
し
て
き
た
が
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
少
数
例
で
あ
り
、
現

実
的
に
は
そ
の
い
ず
れ
で
も
な
い
ム
ラ
が
多
数
例
と
し
て
存
在
し
て
き
た
と
言

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
第
三
の
ム
ラ
の
ひ
と
つ
の
典
型
は

「
頭
屋
制
村
落
」
と
よ
び
う
る
構
造
を
も
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
神
社
祭
祀
の
ト

ウ
ヤ
、
葬
儀
の
際
の
墓
地
の
穴
掘
り
に
従
事
す
る
ヤ
マ
シ
、
そ
の
他
ム
ラ
の
公

共
的
作
業
の
当
番
な
ど
が
、
す
べ
て
地
域
社
会
を
構
成
す
る
各
戸
が
順
送
り
で

平
等
に
負
担
す
る
の
を
特
色
と
し
て
い
る
。（
中
略
）
近
隣
関
係
を
基
盤
と
す

る
互
助
と
協
同
が
著
し
く
、
長
期
的
に
み
て
各
戸
の
対
等
、
平
等
を
貫
い
て
い

る
の
を
特
徴
と
し
て
い
る
）
1
（

。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
村
落
の
基
盤
と
地
域
性
に
関
し
て
、「
そ
れ
は
定
着
的
な
、

そ
し
て
各
戸
の
自
立
自
存
が
可
能
で
あ
る
よ
う
な
、
安
定
的
な
農
耕
を
基
盤
と
し
て

成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
し
ば
し
ば
こ
の
種
の
事
例
は
、
近
畿
地
方
や
中
国
地
方
な

ど
の
歴
史
の
古
い
ム
ラ
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
）
2
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
蒲

生
に
よ
る
新
た
な
村
落
類
型
の
提
示
は
、
有
賀
喜
左
衛
門
や
福
武
直
に
よ
る
「
同
族

的
村
落
」
と
「
講
組
的
村
落
」、あ
る
い
は
磯
田
進
に
よ
る
「
家
格
型
村
落
」
と
「
無

家
格
型
村
落
」、あ
る
い
は
岡
正
雄
に
よ
る
「
同
族
制
村
落
」
と
「
年
齢
階
梯
制
村
落
」

な
ど
と
い
う
従
来
の
村
落
類
型
論
に
対
し
て
、
新
た
な
村
落
類
型
を
加
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
よ
り
正
確
な
日
本
の
村
落
類
型
論
を
構
築
せ
ん
と
す
る
試
み
で
あ
り
、
ま

た
そ
れ
ま
で
の
日
本
社
会
を
二
分
し
た
類
型
把
握
に
対
し
て
、
近
畿
地
方
を
中
心
と

し
た
地
域
の
村
落
構
造
の
特
質
を
明
確
に
提
示
す
る
た
め
の
試
み
で
あ
っ
た
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。

こ
の
よ
う
な
蒲
生
の
見
解
に
関
連
し
て
、
こ
れ
ま
で
関
西
諸
地
域
に
お
い
て
宮
座

や
ト
ウ
ヤ
祭
祀
に
関
す
る
調
査
を
続
け
て
き
た
上
野
和
男
は
、
近
畿
地
方
に
顕
著
な

宮
座
を
有
す
る
地
域
社
会
の
村
落
構
造
的
特
質
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
滋
賀
県
愛
知

郡
愛
東
町
青
山
の
宮
座
を
中
心
と
し
た
論
考
の
中
で
、「
当
屋
制
と
年
齢
階
梯
制
と

の
関
係
を
広
く
近
江
を
始
め
と
す
る
近
畿
地
方
で
み
た
場
合
、
当
屋
制
は
す
べ
て
の

宮
座
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
が
、
年
齢
階
梯
制
原
理
は
一
般
的
で
あ
る
と
は
い
え
な

い
。（
中
略
）
宮
座
は
当
屋
制
を
基
本
原
理
と
し
な
が
ら
、
そ
の
枠
内
に
お
い
て
年

齢
階
梯
制
を
は
じ
め
と
す
る
二
次
的
原
理
を
採
用
し
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
妥

当
で
あ
る
）
3
（

」
と
述
べ
、「
宮
衆
」
と
称
さ
れ
る
長
老
組
織
を
持
つ
村
座
的
性
格
の
宮
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座
を
有
す
る
青
山
の
村
落
を
、「
当
屋
制
村
落
」
と
よ
ぶ
べ
き
村
落
社
会
構
造
を
形

成
し
て
い
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
ま
た
奈
良
県
天
理
市
荒
蒔
を
事
例
と
す
る
論
考

に
お
い
て
は
、「
当
屋
制
村
落
に
は
、
成
員
が
村
落
社
会
内
で
一
定
の
範
囲
に
限
定

さ
れ
て
い
る
型
と
、
村
落
の
す
べ
て
の
構
成
戸
に
拡
大
さ
れ
て
い
る
型
が
あ
る
。
前

者
は
株
座
的
な
宮
座
を
基
盤
と
す
る
当
屋
制
村
落
で
あ
り
、
後
者
は
村
座
的
な
宮
座

を
基
盤
と
す
る
当
屋
制
村
落
で
あ
る
。
荒
蒔
の
村
落
社
会
構
造
は
基
本
的
に
は
株
座

的
な
宮
座
を
基
盤
と
す
る
当
屋
制
村
落
で
あ
る
）
4
（

」
と
述
べ
、「
当
屋
制
村
落
」
と
い

う
概
念
は
、
宮
座
の
有
無
や
そ
の
内
部
の
構
造
と
は
必
ず
し
も
連
関
す
る
も
の
で
は

な
い
と
す
る
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。
上
野
の
こ
の
よ
う
な
指
摘
か
ら
も
、「
ト
ウ

ヤ
制
」
と
い
う
概
念
と
、
神
社
祭
祀
の
組
織
で
あ
る
「
宮
座
」
と
の
相
関
性
を
め
ぐ

る
問
題
に
つ
い
て
は
、
よ
り
詳
細
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
の
よ
う
な
議
論
を
前
提
と
し
て
、
本
稿
で
は
、
兵
庫
県
宍
粟
市
山
崎
町
（
旧

宍
粟
郡
山
崎
町
）
川
戸
・
同
上
比
地
・
同
与
位
・
同
清
野
・
同
杉
ヶ
瀬
・
同
木
ノ
谷
、

滋
賀
県
東
近
江
市
（
旧
愛
知
郡
愛
東
町
）
小
倉
・
同
平
尾
、
京
都
府
亀
岡
市
川
関
・

同
馬
路
の
事
例
を
中
心
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
ト
ウ
ヤ
祭
祀
の
構
造
と
そ

の
特
質
に
つ
い
て
考
え
る
。
そ
の
際
に
は
、
以
下
の
四
点
の
よ
う
な
視
座
か
ら
、
各

事
例
に
対
す
る
分
析
と
考
察
を
試
み
た
い
と
思
う
。

第
一
の
視
座
と
は
、
兵
庫
県
宍
粟
市
の
諸
事
例
が
顕
著
に
示
す
よ
う
な
、
村
組
の

結
合
が
非
常
に
強
固
で
、
ト
ウ
ヤ
が
家
ご
と
に
廻
る
と
い
う
よ
り
は
、
村
組
で
あ
る

リ
ン
ポ
（
隣
保
）
を
単
位
と
し
て
、
毎
年
輪
番
制
で
ト
ウ
グ
ミ
（
当
組
）
が
廻
る
と

い
う
祭
祀
の
あ
り
方
を
、
従
来
の
「
ト
ウ
ヤ
制
」
と
同
じ
枠
組
み
に
お
い
て
捉
え
て

よ
い
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。「
ト
ウ
ヤ
制
」
と
い
う
よ
り
は
、
ど
ち
ら
か

と
い
う
と
「
当
組
制
」
と
で
も
称
す
べ
き
西
北
播
磨
地
域
の
祭
祀
形
態
に
関
し
て
は
、

こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
だ
け
に
、
慎
重
な
検
討
が
求
め

ら
れ
よ
う
。

第
二
の
視
座
は
、京
都
府
口
丹
波
地
域
や
近
江
湖
東
地
域
の
事
例
が
示
す
よ
う
な
、

い
わ
ゆ
る
座
入
り
儀
礼
の
民
俗
的
意
味
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
地
域
で
は
、
ミ
ヤ
ノ
ト
ウ
や
キ
ョ
ウ
ノ
ト
ウ
な
ど
と
称
さ
れ
る
、
一
種
の
座
入
り

儀
礼
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
。
し
か
し
隣
接
す
る
地
域
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な

儀
礼
が
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
例
も
あ
る
。
ミ
ヤ
ノ
ト
ウ
や
キ
ョ
ウ
ノ
ト
ウ
の
儀
礼

は
い
か
な
る
意
味
を
有
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。ま
た
こ
の
よ
う
な
儀
礼
の
有
無
は
、

は
た
し
て
何
を
示
唆
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
検
討
を
試
み
た
い
と
思
う
。

第
三
の
視
座
は
、
ト
ウ
ヤ
の
性
格
と
そ
の
具
体
的
役
割
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
も

そ
も
ト
ウ
ヤ
の
名
称
も
、「
ト
ウ
ヤ
」・「
カ
ン
ヌ
シ
」・「
シ
ャ
モ
リ
」・「
ト
ウ
ニ
ン
」・「
ミ

ヤ
ノ
ト
ウ
」
な
ど
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、
ま
た
ト
ウ
ヤ
の
役
割
や
性
格
も
地
域
に
よ
っ

て
ず
い
ぶ
ん
異
な
る
。
こ
の
よ
う
な
ト
ウ
ヤ
の
名
称
と
性
格
の
相
違
に
つ
い
て
は
い

か
に
考
え
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
、
検
討
を
試
み
た
い
と
思
う
。

第
四
の
視
座
は
、「
ミ
ヤ
シ
ュ
ウ
（
宮
衆
）」
な
ど
と
称
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
長
老

組
織
の
民
俗
的
意
味
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
口
丹
波
や
近
江

湖
東
の
村
落
で
は
、「
宮
衆
」、「
宮
年
寄
」、
あ
る
い
は
「
十
人
衆
」
な
ど
と
称
さ
れ

る
長
老
組
織
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
長
老
た
ち
は
い
か
な
る
役
割
を
担
っ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
年
齢
を
基
礎
と
し
た
村
落
秩
序
に
は
い
か

な
る
民
俗
的
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ひ
い
て
は
「
年
齢
階
梯
制
」
と
「
ト
ウ
ヤ

制
」、
お
よ
び
「
宮
座
」
と
の
相
関
性
に
関
し
て
も
、
検
討
を
試
み
た
い
と
考
え
る
。

❶
兵
庫
県
西
北
播
磨
地
域
の
ト
ウ
ヤ
祭
祀

兵
庫
県
西
北
播
磨
の
村
々
に
お
け
る
神
社
祭
祀
の
特
質
は
、
村
組
の
結
合
が
非
常

に
強
固
で
あ
り
、
ト
ウ
ヤ
が
家
ご
と
に
廻
る
と
い
う
よ
り
は
、
村
組
で
あ
る
リ
ン
ポ

（
隣
保
）
を
単
位
と
し
て
、
毎
年
輪
番
制
で
ト
ウ
グ
ミ
（
当
組
）
が
廻
る
と
い
う
形

態
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
本
節
で
は
具
体
事
例
と
し
て
、
宍
粟
市
山
崎

町
（
旧
宍
粟
郡
山
崎
町
）
川
戸
と
上
比
地
、
同
与
位
と
そ
の
周
辺
村
落
に
お
け
る
神

社
祭
祀
を
取
り
上
げ
る
。
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〈
事
例
①
〉宍
粟
市
山
崎
町
川
戸
・
上
比
地　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

川
戸
は
現
在
約
一
四
〇
戸
の
村
落
で
、揖
保
川
の
左
岸
に
位
置
す
る
農
村
で
あ
る
。

以
前
か
ら
村
人
の
出
入
り
は
比
較
的
少
な
く
、
や
や
閉
鎖
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
醸
す
集

落
で
あ
る
。
氏
神
は
岩
田
神
社
で
、『
兵
庫
県
宍
粟
郡
誌
』
に
よ
れ
ば
、
明
治
四
一

年
六
月
二
〇
日
に
大
歳
神
社
を
合
祀
し
た
と
さ
れ
る
）
5
（

。
集
落
内
に
檀
那
寺
は
な
く
、

全
戸
が
城
下
御
名
の
浄
土
真
宗
西
光
寺
の
檀
家
と
な
っ
て
い
る
）
6
（

。

川
戸
で
は
、
現
在
は
一
組
か
ら
九
組
の
村
組
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
氏
神
で
あ

る
岩
田
神
社
の
祭
祀
を
担
う
「
当
組
」
の
単
位
と
な
っ
て
い
る
。
今
日
で
は
組
は
リ

ン
ポ
（
隣
保
）
と
よ
ば
れ
、
戸
数
は
お
お
む
ね
十
二
戸
か
ら
二
十
戸
程
度
で
構
成
さ

れ
て
い
る
。
リ
ン
ポ
と
い
う
名
称
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
戦
時
中
以
降
の

こ
と
で
、
そ
れ
以
前
は
そ
れ
ぞ
れ
の
組
に
固
有
の
名
称
が
あ
っ
た
。
一
組
は
フ
ナ
バ

（
舟
場
）、
二
組
は
ニ
シ
ン
ジ
ョ
（
西
所
）、
三
組
は
ナ
カ
ン
ジ
ョ
（
中
所
）、
四
組
は

地図①　川戸と上比地周辺図（25000 分の 1地形図「安志」　N1-33-20-7-3）
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タ
カ
ミ
（
高
見
）、
五
組
は
オ
ク
ジ
ョ
ニ
シ
（
奥
所
西
）、
六
組
は
オ
ク
ジ
ョ
ヒ
ガ
シ

（
奥
所
東
）、
七
組
は
ミ
ナ
ミ
ヒ
ガ
シ
（
南
東
）、
八
組
は
ミ
ナ
ミ
ニ
シ
（
南
西
）、
九

組
は
バ
バ
ジ
ョ
（
馬
場
所
）
と
い
う
。
こ
の
う
ち
「
舟
場
」
は
一
九
五
〇
年
頃
か
ら

家
が
増
え
始
め
た
時
期
に
新
た
に
作
ら
れ
た
リ
ン
ポ
で
、
そ
れ
以
前
は
、
今
日
の
二

組
が
「
一
組
」
と
称
し
て
舟
場
に
あ
っ
た
家
も
含
ん
で
い
た
。
つ
ま
り
当
時
は
、
今

の
二
組
が
一
組
、
今
の
三
組
が
二
組
と
い
う
よ
う
に
、
計
八
組
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。

す
な
わ
ち
か
つ
て
の
村
組
は
、
西
所
・
中
所
・
高
見
・
奥
所
西
・
奥
所
東
・
南
東
・

南
西
・
馬
場
所
の
計
八
組
で
あ
り
、
こ
れ
が
日
常
の
さ
ま
ざ
ま
な
相
互
扶
助
と
と
も

に
、
葬
式
組
の
機
能
を
も
有
し
て
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
組
に
ゴ
ウ
チ
ョ
ウ
（
郷
長
）

と
よ
ば
れ
る
代
表
が
い
て
、
そ
れ
が
戦
後
は
隣
保
長
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
う
。
な
お
組
の
名
称
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
よ
び
方
も
あ
る
。
た
と
え
ば
二
組

と
三
組
を
あ
わ
せ
て
「
北
山
」
と
い
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
今
日
で
も
、
二
組
を
「
西

北
山
」、
三
組
を
「
中
北
山
」
と
よ
ぶ
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
五
組
と
六
組
を
あ
わ
せ

て
オ
ク
ジ
ョ
「
奥
所
」、
七
組
と
八
組
を
あ
わ
せ
て
ナ
ン
バ
「
南
場
」
と
い
う
。

氏
神
祭
祀
の
単
位
と
な
る
「
当
組
」
は
、
昭
和
四
十
二
（
一
九
六
七
）
年
以
後

は
、
九
組
―
八
組
―
七
組
―
六
組
―
五
組
―
四
組
―
三
組
―
二
組
―
一
組
と
い
う
順

で
廻
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
九
年
に
一
度
の
間
隔
で
当
組
が

廻
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
れ
以
前
は
、
当
組
は

五
組
に
分
け
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
「
馬
場
所
」（
現
在

の
九
組
・
馬
場
所
）
―
「
南
場
」（
現
在
の
七
組
と
八
組
・

南
東
・
南
西
）
―
「
奥
所
」（
現
在
の
五
組
の
東
半
分
と
六
組
・

奥
所
西
半
分
と
奥
所
東
）
―
「
北
奥
」（
現
在
の
四
組
と
五

組
の
西
側
半
分
・
高
見
と
奥
所
西
半
分
）
―
「
北
山
」（
現

在
の
二
組
と
三
組
・
西
所
・
中
所
）
と
い
う
順
に
廻
っ
て
い

た
。
そ
の
当
時
は
五
年
に
一
度
の
間
隔
で
当
組
が
廻
っ
て
い

た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
川
戸
で
は
古
く
か
ら
村
内

の
家
々
が
明
確
な
組
分
け
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
、
組
（
リ
ン

写真① トウヤの家の縁に設けられ
たオヤシロ（お社）

写真②　夏祭りでのナオライ
　　　　　　　（左よりトウヤ・アイトウ・カミモリ）

ポ
）
が
日
常
の
相
互
扶
助
や
葬
式
組
、
さ
ら
に
は
氏
神
祭
祀
の
「
当
組
」
の
単
位
と

し
て
機
能
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

各
組
で
は
、
今
日
で
は
基
本
的
に
隣
保
長
・
会
計
・
神
社
仏
閣
部
委
員
の
三
種
の

役
割
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
氏
神
祭
祀
の
当
組
が
廻
っ
て
く
る
と
、ト
ウ
ヤ
・

ア
イ
ト
ウ
・
カ
ン
ヌ
シ
と
い
う
役
割
が
追
加
さ
れ
る
。
一
昔
前
ま
で
は
ト
ウ
ヤ
を
務

め
る
こ
と
は
名
誉
な
こ
と
だ
と
い
わ
れ
た
よ
う
に
、
ト
ウ
ヤ
は
一
年
間
の
氏
神
祭
祀

の
中
心
役
と
な
り
、
す
べ
て
の
祭
礼
に
お
い
て
主
要
な
役
割
を
担
う
。
な
お
昭
和
初

期
の
頃
ま
で
は
、ト
ウ
ヤ
は
ト
ウ
モ
ト
（
当
元
）
と
も
よ
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
ア
イ
ト
ウ
（
相
当
）
は
ト
ウ
ヤ
を
補
佐
す
る
と
と
も
に
、
も
し
ト
ウ
ヤ
で
不
幸

が
あ
れ
ば
交
代
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。一
方
カ
ン
ヌ
シ（
神
主
）は
カ
ミ
モ
リ（
神

守
）
と
も
よ
ば
れ
、
氏
神
の
世
話
役
で
あ
る
と
と
も
に
、
氏
神
本
殿
の
鍵
を
預
か
る

役
で
も
あ
る
と
い
う
。
カ
ン
ヌ
シ
は
祭
り
の
時
は
も
ち
ろ
ん
、
種
々
の
儀
礼
の
際
に

は
唯
一
白
装
束
を
つ
け
、
祭
祀
の
執
行
役
を
務
め
る
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

当
組
で
は
、
た
と
え
ば
年
末
に
は
十
二
月
三
〇
日
に
当
組
の
者
が
総
出
で
、
門
松
、
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注
連
縄
、
お
鏡
な
ど
を
準
備
し
て
氏
神
を
飾
る
。
ま
た
大
晦
日
に
は
夜
か
ら
当
組
の

男
た
ち
が
氏
神
に
籠
も
り
、
境
内
で
一
晩
中
火
を
焚
い
て
初
詣
に
訪
れ
た
人
た
ち
に

お
神
酒
を
ふ
る
ま
う
。
そ
れ
以
外
の
祭
礼
で
も
、
当
組
の
者
は
ト
ウ
ヤ
、
ア
イ
ト
ウ
、

カ
ン
ヌ
シ
が
常
に
中
心
と
な
っ
て
準
備
か
ら
祭
祀
の
執
行
、
後
片
付
け
ま
で
の
す
べ

て
を
行
っ
て
い
る
。
特
に
秋
祭
り
で
は
、
ト
ウ
ヤ
は
九
月
二
〇
日
に
岩
田
神
社
か
ら

祭
神
を
自
宅
へ
移
し
、
家
の
縁
に
オ
ヤ
シ
ロ
（
お
社
）
と
よ
ば
れ
る
仮
設
の
神
棚
を

設
け
て
、
秋
の
例
祭
当
日
ま
で
丁
重
に
祀
る
。

各
組
と
も
、
基
本
的
に
ト
ウ
ヤ
は
当
組
が
当
た
る
ご
と
に
組
内
の
各
家
が
輪
番
で

務
め
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
ア
イ
ト
ウ
を
務
め
た
家
が
次
の
当
組
が
廻
っ
て

き
た
時
に
ト
ウ
ヤ
を
務
め
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
組
内
の
家
々

は
平
等
に
ト
ウ
ヤ
を
廻
す
と
い
う
原
則
が
理
念
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
実
際
に
は

こ
の
よ
う
な
規
範
と
は
若
干
異
な
り
、
過
去
数
十
年
間
の
間
一
度
も
ト
ウ
ヤ
を
経
験

し
て
い
な
い
家
も
若
干
で
は
あ
る
が
存
在
す
る
。
な
お
、
川
戸
の
当
組
は
秋
祭
り
の

終
了
時
に
交
代
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

昭
和
以
降
、
今
日
に
至
る
ま
で

の
川
戸
に
お
け
る
当
組
と
ト
ウ
ヤ

の
具
体
的
な
回
り
方
に
つ
い
て
調

査
し
た
結
果
、
次
の
よ
う
な
特
質

が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち

当
組
は
、
戦
後
の
一
時
期
の
例
外

を
除
け
ば
ほ
ぼ
規
則
的
に
廻
さ
れ

て
き
た
と
い
え
る
。
ま
た
ト
ウ
ヤ

に
関
し
て
は
、
当
組
が
三
度
廻
る

間
に
同
一
人
物
が
二
度
に
わ
た
っ

て
ト
ウ
ヤ
を
受
け
た
と
い
う
例
外

も
見
ら
れ
る
が
、
過
去
約
八
十
年

間
の
間
に
二
度
の
ト
ウ
ヤ
を
受
け

た
家
は
三
例
し
か
見
ら
れ
ず
、
ほ
と
ん
ど
均
等
に
家
々
を
廻
っ
て
い
た
様
子
が
う
か

が
え
た
。
ま
た
ア
イ
ト
ウ
は
、
昭
和
五
十
年
以
降
の
事
例
し
か
知
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
が
、
そ
の
中
に
お
い
て
は
、
前
回
の
当
組
で
ア
イ
ト
ウ
を
務
め
た
者
が
、
次

回
に
当
組
が
廻
っ
て
き
た
時
に
ト
ウ
ヤ
を
受
け
る
と
い
う
原
則
が
お
お
む
ね
守
ら
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
長
期
的
に
見
れ
ば
ほ
ぼ
毎
年
異
な
る
家

が
ト
ウ
ヤ
を
務
め
た
こ
と
に
な
り
、
そ
の
点
で
は
、
川
戸
に
お
け
る
ト
ウ
ヤ
は
村
落

内
の
家
々
を
基
本
的
に
は
平
等
に
廻
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か

し
細
部
に
お
い
て
検
討
す
れ
ば
、
旧
家
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
過
去
約
八
十
年

間
に
一
度
も
ト
ウ
ヤ
を
務
め
て
い
な
い
家
が
若
干
で
は
あ
る
が
存
在
す
る
こ
と
か

ら
、
た
と
え
ば
村
人
が
あ
る
一
定
年
齢
に
達
す
れ
ば
、
だ
れ
も
が
等
し
く
長
老
組
織

に
加
入
す
る
よ
う
な
年
齢
階
梯
的
組
織
が
顕
著
で
あ
る
村
落
と
較
べ
る
と
、
家
々
の

対
等
性
・
平
等
性
が
完
全
に
貫
か
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
面
が
あ
る
こ
と
も
事
実

で
あ
る
。

川
戸
の
氏
神
で
あ
る
岩
田
神
社
の
年
中
行
事
は
、「
正
月
」、二
月
初
午
の
日
に
「
初

午
」、三
月
一
八
日
に
「
弓
放
し
」、五
月
五
日
に
「
夏
祭
り
」、十
月
十
日
に
「
秋
祭
り
」

が
行
わ
れ
る
。
こ
の
う
ち
秋
祭
り
以
外
は
、
ト
ウ
ヤ
と
ア
イ
ト
ウ
が
中
心
と
な
っ
て

行
わ
れ
る
。
三
月
一
八
日
の
「
弓
放
し
」
で
は
、弓
を
西
の
方
角
に
向
か
っ
て
射
る
。

こ
れ
は
、
か
つ
て
川
戸
の
者
が
、
西
の
方
角
に
位
置
す
る
川
向
こ
う
の
上
比
地
に
祀

ら
れ
て
い
た
岩
田
神
社
の
神
を
盗
ん
で
き
た
と
い
う
伝
承
に
由
来
す
る
も
の
だ
と
い

わ
れ
て
い
る
。
今
日
で
は
上
比
地
・
宇
原
・
川
戸
三
村
そ
れ
ぞ
れ
に
岩
田
神
社
が
祀

ら
れ
て
い
る
が
、
昔
は
川
戸
も
宇
原
も
と
も
に
上
比
地
の
岩
田
神
社
の
氏
子
で
あ
っ

た
。
あ
る
年
の
秋
祭
り
の
時
に
、
運
悪
く
大
洪
水
が
起
こ
り
、
揖
保
川
左
岸
の
二
村

の
氏
子
た
ち
は
祭
礼
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
上
比
地
に
対
し
て
祭
礼

の
延
期
を
願
い
出
た
。
し
か
し
上
比
地
で
は
そ
れ
を
無
視
し
て
祭
礼
を
執
行
し
て
し

ま
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
怒
っ
た
川
戸
と
宇
原
の
者
た
ち
が
、
水
が
ひ
く
の
を
待
っ
て

上
比
地
に
行
き
、
談
判
の
結
果
、
両
村
に
も
同
じ
よ
う
に
岩
田
神
社
を
祀
る
よ
う
に

な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
村
に
伝
わ
る
伝
承
で
は
、
上
比
地
の
強
硬
な

　　　写真③　秋祭りに際してトウヤの家に
　　　　　　　並べられた供物
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態
度
に
怒
っ
た
村
人
た
ち
が
、
夜
中
に
こ
っ
そ
り
上
比
地
の
岩
田
神
社
か
ら
祭
神
を

盗
ん
で
き
た
と
伝
え
て
お
り
、
こ
れ
と
同
様
の
伝
承
が
上
比
地
で
も
、
ま
た
宇
原
で

も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
伝
承
は
、
中
世
後
期
に
は
今
日
の
上
比
地
・
中
比
地
・

下
比
地
・
川
戸
・
宇
原
・
下
宇
原
は
す
べ
て
「
比
地
郷
」
に
属
し
て
い
た
と
い
う
歴

史
に
由
来
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
当
時
の
「
比
地
郷
」
の
中
心
は
今
日
の
上
比
地

の
あ
た
り
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
岩
田
神
社
の
祭
神
を
盗
ん
だ
と
い
う

伝
承
は
、「
比
地
郷
」
に
属
し
た
個
々
の
村
々
が
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
ゆ
く
過
程

で
作
ら
れ
た
伝
承
で
は
な
い
か
と
想
像
で
き
る
。
ま
た
「
弓
放
し
」
で
は
弓
を
西
の

方
角
に
向
か
っ
て
射
る
こ
と
に
つ
い
て
、
先
述
し
た
上
比
地
か
ら
祭
神
を
盗
ん
だ
ゆ

え
に
、
上
比
地
の
者
が
取
り
返
し
に
こ
な
い
よ
う
に
、
上
比
地
の
方
向
に
向
か
っ
て

弓
を
射
る
の
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
神
盗
み
の
伝
承
が
現
在
の
祭

礼
の
中
に
ま
で
生
き
て
い
る
の
は
大
変
興
味
深
い
。

と
こ
ろ
で
上
比
地
は
、
戸
数
は
か
つ
て
は
約
五
〇
戸
で
あ
っ
た
が
、
今
日
で
は
約

百
戸
に
増
え
て
い
る
。
先
述
の
と
お
り
氏
神
は
岩
田
神
社
で
、
氏
子
は
上
比
地
と
隣

接
す
る
中
比
地
、
お
よ
び
金
谷
の
一
部
で
あ
る
。
金
谷
で
は
約
三
〇
戸
が
岩
田
神
社

の
氏
子
で
、
残
り
が
山
崎
の
八
幡
神
社
の
氏
子
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
下
比
地
・

平
見
（
現
新
宮
町
）
も
元
は
岩
田
神
社
の
氏
子
で
あ
っ
た
が
、
い
つ
の
時
代
か
に
分

か
れ
た
と
い
う
。

上
比
地
に
は
、
宮
ノ
前
・
大
歳
・
神
子
谷
・
中
・
南
・
三
谷
の
六
つ
の
リ
ン
ポ
が

あ
り
、
こ
の
順
で
当
組
が
毎
年
廻
っ
て
い
る
。
当
組
内
で
は
く
じ
引
き
で
ト
ウ
ヤ
と

ア
イ
ト
ウ
を
決
め
、
順
番
に
廻
し
て
い
る
。
ト
ウ
ヤ
は
「
神
棚
」
と
よ
ば
れ
る
小
さ

な
神
祠
を
一
年
間
祀
る
。ト
ウ
ヤ
に
不
幸
が
あ
れ
ば
、ア
イ
ト
ウ
が
代
わ
る
事
に
な
っ

て
い
る
。「
神
棚
」
は
、
か
つ
て
は
山
か
ら
蔓
を
取
っ
て
き
て
、
そ
れ
を
台
に
し
て

そ
の
上
に
置
い
て
祀
っ
て
い
た
と
い
う
。

毎
年
九
月
初
旬
（
近
年
は
日
曜
日
）
に
ト
ウ
ヤ
渡
し
を
行
う
。
か
つ
て
は
ト
ウ
ヤ

の
家
で
当
組
の
者
を
招
待
し
て
ご
馳
走
を
ふ
る
ま
い
、
そ
の
後
ト
ウ
ヤ
が
神
棚
を
抱

い
て
、
皆
で
伊
勢
音
頭
を
唄
い
な
が
ら
次
の
当
組
の
方
向
へ
歩
く
。
す
る
と
次
の
当

組
の
ト
ウ
ヤ
・
ア
イ
ト
ウ
と
宮
総
代
の
三
人
が
途
中
ま
で
出
迎
え
、
道
中
で
神
棚
の

受
け
渡
し
を
行
っ
た
と
い
う
。
次
の
ト
ウ
ヤ
は
神
棚
を
抱
い
て
家
へ
持
ち
帰
り
、
座

敷
で
祀
る
。
な
お
岩
田
神
社
の
行
事
と
し
て
は
、
五
月
五
日
の
春
祭
り
、
十
月
一
五

日
の
秋
祭
り
の
二
度
の
行
事
が
ト
ウ
ヤ
の
仕
事
と
さ
れ
て
い
る
。

〈
事
例
②
〉宍
粟
市
山
崎
町
与
位
・
清
野
・
杉
ヶ
瀬
・
木
ノ
谷

与
位
は
、
旧
山
崎
町
と
旧
一
宮
町
と
の
境
界
に
位
置
す
る
大
き
な
集
落
で
、
今
日

の
戸
数
は
約
一
四
〇
戸
で
あ
る
。
与
位
の
氏
神
は
与
位
神
社
で
、
隣
接
す
る
清
野
・

杉
ヶ
瀬
・
木
ノ
谷
も
と
も
に
与
位
神
社
の
氏
子
と
な
っ
て
い
る
。
与
位
に
は
他
に
古

く
か
ら
小
勝
神
社
と
い
う
社
が
あ
り
、『
兵
庫
県
宍
粟
郡
誌
』
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
が

明
治
四
二
（
一
九
〇
九
）
年
に
与
位
神
社
に
合
祀
さ
れ
て
い
る
）
7
（

。
与
位
神
社
と
小
勝

神
社
は
、
中
世
期
よ
り
播
磨
国
一
宮
で
あ
る
伊
和
神
社
を
加
え
て
「
伊
和
三
社
」
と

称
さ
れ
る
な
ど
、
伊
和
神
社
と
の
繋
が
り
が
深
い
。

与
位
に
は
、
南
山
・
頃
谷
・
山
花
・
皆
尻
・
高
尾
と
い
う
五
つ
の
字
が
あ
る
。
南

山
に
は
第
一
か
ら
第
四
リ
ン
ポ
、
頃
谷
と
山
花
に
は
第
五
か
ら
第
七
リ
ン
ポ
、
皆
尻

に
第
八
と
第
九
リ
ン
ポ
、
高
尾
に
は
第
十
リ
ン
ポ
が
あ
る
。
さ
ら
に
新
宅
の
集
合
で

あ
る
第
十
一
リ
ン
ポ
を
加
え
て
、
与
位
に
は
計
十
一
の
リ
ン
ポ
が
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ

れ
に
固
有
の
名
称
は
な
い
。
与
位
神
社
の
祭
祀
を
行
う
組
織
に
ト
ウ
ヤ
ド
イ
（
当
屋

土
居
）、あ
る
い
は
単
に「
ド
イ
」と
よ
ば
れ
る
区
画
が
あ
る
。
南
山
を「
南
山
ド
イ
」、

頃
谷
と
山
花
で
「
頃
谷
・
山
花
ド
イ
」、
皆
尻
と
高
尾
で
「
皆
尻
・
高
尾
ド
イ
」
と

い
う
計
三
つ
の
ド
イ
を
形
成
し
て
い
る
。
な
お
、
第
十
一
隣
保
の
各
戸
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
出
自
の
ド
イ
に
所
属
し
て
い
る
。
南
山
ド
イ
は
六
〇
戸
、
頃
谷
・
花
山
ド
イ
は

三
〇
戸
、
皆
尻
・
高
尾
ド
イ
は
五
〇
戸
で
あ
る
。
祭
祀
は
一
年
に
三
回
あ
り
、
先
述

の
ド
イ
の
順
で
一
月
一
五
日
、
四
月
（
元
は
二
七
日
）、
十
月
（
元
は
六
日
）
に
ト

ウ
ヤ
が
ま
わ
り
、そ
こ
に
与
位
神
社
の
祭
神
を
移
し
た
「
ホ
コ
ラ
（
祠
）」
が
ま
わ
る
。

そ
の
他
の
三
村
で
も
与
位
と
同
様
に
、
杉
ヶ
瀬
、
木
ノ
谷
、
清
野
の
順
で
、
各
村
落

の
ト
ウ
ヤ
に
ホ
コ
ラ
が
廻
っ
て
い
く
。
ト
ウ
ヤ
は
ホ
ン
ト
ウ
と
も
い
い
、
次
期
の
ト
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ウ
ヤ
を
ア
イ
ト
ウ
と
い
う
。
ト
ウ
ヤ
に
あ

た
れ
ば
ホ
コ
ラ
を
床
の
間
に
祀
り
、
毎
朝

供
物
を
供
え
る
。
も
し
家
に
不
幸
が
あ
れ

ば
、
ア
イ
ト
ウ
が
喪
が
明
け
る
ま
で
ホ
コ

ラ
を
預
か
る
事
に
な
る
。
喪
が
明
け
る
の

に
間
に
合
わ
な
け
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
ア
イ

ト
ウ
が
ト
ウ
ヤ
役
を
務
め
る
。
な
お
ト
ウ

ヤ
は
く
じ
引
き
で
決
め
る
。
各
地
区
の
ト

ウ
ヤ
祭
り
の
直
会
後
に
、
紙
で
作
っ
た
く

じ
を
封
筒
に
入
れ
て
皆
で
そ
れ
を
引
き
、

二
年
先
の
ア
イ
ト
ウ
を
決
め
る
。
基
本
的

に
ア
イ
ト
ウ
は
翌
年
に
は
ト
ウ
ヤ
を
務
め

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
与

位
で
は
、
ド
イ
ご
と
に
二
年
先
ま
で
の
ト

ウ
ヤ
が
決
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
な

お
、
ト
ウ
ヤ
は
家
の
戸
主
の
名
で
受
け
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
与
位

神
社
の
氏
子
各
村
に
は
、
ト
ウ
ヤ
以
外
に

氏
子
総
代
と
六
人
の
世
話
人
が
い
る
。
総

代
は
一
名
、
世
話
人
は
各
ド
イ
に
一
名
、

つ
ま
り
与
位
で
三
名
、
清
野
・
杉
ヶ
瀬
・

木
ノ
谷
で
各
一
名
で
あ
る
。
世
話
人
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
集
落
で
相
談
の
上
選
出
さ
れ

る
と
い
う
。

祭
り
の
当
日
、
朝
十
時
に
与
位
神
社
の

宮
司
が
ト
ウ
ヤ
の
家
に
参
り
、
十
二
時
か

ら
与
位
神
社
で
神
事
を
行
い
、
そ
の
後
で

地図②　与位周辺図（25000 分の 1地形図「山崎」　N1-53-20-6-4）
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直
会
を
行
う
。
終
わ
れ
ば
ト
ウ
ヤ
は
一
旦
宮
司
に
ホ
コ
ラ
を
預
け
、
改

め
て
次
の
ド
イ
の
ト
ウ
ヤ
に
ホ
コ
ラ
を
渡
す
。
ト
ウ
ヤ
の
家
で
の
も
て

な
し
は
、
特
に
ト
ウ
ヤ
が
負
担
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
地
区
の
集
金
で

賄
い
、酒
は
土
居
の
人
々
か
ら
ホ
コ
ラ
へ
備
え
ら
れ
た
供
物
を
用
い
る
。

ト
ウ
ヤ
の
持
分
は
供
物
の
み
で
あ
る
。

な
お
、
与
位
神
社
の
同
じ
ホ
コ
ラ
が
二
座
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
一
つ

は
清
野
・
杉
ヶ
瀬
・
木
ノ
谷
で
祀
り
、
も
う
一
つ
は
与
位
地
区
内
の
三

つ
の
ド
イ
で
祀
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ト
ウ
ヤ
祭
祀
の
月
で
あ
る
正

月
・
四
月
・
十
月
で
、
各
月
を
担
当
す
る
地
区
が
決
ま
っ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
一
月
は
杉
ヶ
瀬
・
南
山
ド
イ
、
四
月
は
木
ノ
谷
・
皆
尻
高
尾

ド
イ
、
十
月
が
清
野
・
山
花
頃
谷
ド
イ
で
あ
る
。
二
つ
の
ホ
コ
ラ
は
同

一
地
区
に
重
な
る
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
一
つ
は
杉
ヶ
瀬
↓
木
ノ
谷
↓

清
野
と
廻
り
、
も
う
一
つ
は
南
山
ド
イ
↓
皆
尻
高
尾
ド
イ
↓
山
花
頃
谷

ド
イ
と
廻
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
上
記
の
与
位
神
社
の
ト
ウ
ヤ
祭
祀
と
は
別
に
、
与
位
地

区
に
は
「
氏
神
講
」
と
よ
ば
れ
る
も
の
が
存
在
す
る
。
清
野
・
杉
ヶ
瀬
・

木
ノ
谷
に
も
同
一
の
氏
神
講
が
あ
る
。
形
態
は
与
位
神
社
の
ト
ウ
ヤ
祭

祀
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
与
位
神
社
の
ト
ウ
ヤ
と
は
ま
た
別
の
原
理

で
ト
ウ
ヤ
が
ま
わ
る
。ト
ウ
ヤ
宅
で
は
氏
神
講
の
祭
神
を
一
年
間
祀
る
。

た
と
え
ば
山
花
で
は
一
月
一
五
日
、南
山
で
は
一
月
一
一
日
の
夕
方
に
、

簡
単
な
神
事
の
後
、
皆
で
般
若
心
経
を
あ
げ
る
。
午
後
六
時
に
な
る
と

「
ホ
コ
ラ
」
を
う
け
た
ド
イ
の
ト
ウ
ヤ
の
家
に
ド
イ
内
の
戸
主
が
参
り

に
来
る
。
な
お
、
氏
神
講
の
ト
ウ
ヤ
も
先
述
と
同
じ
く
く
じ
引
き
に
て

選
出
さ
れ
る
と
い
う
。
ま
た
「
氏
神
講
」
で
は
、
般
若
心
経
を
唱
え
る

と
い
う
仏
教
的
色
彩
を
色
濃
く
帯
び
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
。
背
景

に
つ
い
て
さ
ら
に
調
査
す
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
も
資
料

が
残
っ
て
い
な
い
た
め
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

写真④　与位神社に安置された二座のホコラ

写真⑤　与位神社の宮司からトウヤへホコラが渡される

写真⑥　トウヤの家で行われる神事

写真⑦　トウヤの家で祀られる二種のホコラ
　　　　（左が与位神社，右が氏神講のホコラ）
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地
域
に
対
し
て
は
、「
氏
神
講
」
の
存
在
も
含
め
て
、
い
さ
さ
か
注
意
を
払
う
必
要

が
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
断
片
的
な
資
料
か
ら
推
測
す
る
に
、
与
位
神
社
の
氏
子
地

域
に
は
、
も
し
か
す
る
と
川
戸
や
上
比
地
と
比
べ
て
比
較
的
遅
く
ま
で
村
内
の
家
格

差
や
階
層
差
が
残
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
今
日
の

ト
ウ
ヤ
は
、
ほ
ぼ
平
等
、
対
等
に
機
能
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
以
前
か
ら
そ
う

で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
史
料
が
現
存
し
な
い
た
め
に
詳
細
は
不
明
だ

が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
今
後
は
伊
和
神
社
関
連
の
史
料
な
ど
か
ら
も
詳
し
く

検
討
を
加
え
て
ゆ
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

❷
滋
賀
県
湖
東
地
域
の
ト
ウ
ヤ
祭
祀

滋
賀
県
湖
東
地
域
に
は
、
現
在
で
も
多
く
の
村
に
い
わ
ゆ
る
宮
座
が
存
在
し
、
ま

た
カ
ン
ヌ
シ
（
神
主
）
や
シ
ャ
モ
リ
（
社
守
）
な
ど
と
よ
ば
れ
る
ト
ウ
ヤ
が
氏
神
の

世
話
役
を
担
う
慣
習
が
色
濃
く
残
っ
て
い
る
。
本
節
で
は
、
東
近
江
市
の
旧
愛
東
町

に
属
し
た
小
倉
と
平
尾
と
い
う
二
地
域
の
宮
座
と
ト
ウ
ヤ
制
に
つ
い
て
取
り
上
げ

る
。
特
に
ミ
ヤ
ノ
ト
ウ
と
よ
ば
れ
る
座
入
り
の
儀
礼
と
、
カ
ン
ヌ
シ
と
よ
ば
れ
る
、

い
わ
ゆ
る
輪
番
制
の
神
役
に
関
し
て
、
両
地
域
に
お
け
る
共
通
性
と
差
異
性
に
焦
点

を
あ
て
て
考
え
て
み
た
い
。

〈
事
例
③
〉東
近
江
市
小
倉
（
旧
愛
知
郡
愛
東
町
小
倉
）

小
倉
は
愛
知
川
の
右
岸
に
位
置
す
る
集
落
で
あ
る
。
現
在
の
戸
数
は
八
〇
戸
、
人

口
は
三
七
〇
人
で
あ
る
。
宮
畑
巳
年
生
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
一
九
六
二
年
に
は
戸
数

九
〇
戸
、
人
口
三
九
〇
人
と
あ
る
の
で
、
過
去
数
十
年
の
間
に
や
や
人
口
の
減
少
は

見
ら
れ
る
も
の
の
、
大
き
な
変
化
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
）
8
（

。
氏
神
は
豊
満
神

社
で
あ
り
、
寺
院
は
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
に
属
す
る
宝
泉
寺
が
あ
り
、
少
数
の
例
外

を
除
い
て
、
村
人
は
そ
の
檀
家
と
な
っ
て
い
る
。

豊
満
神
社
に
は
、
か
つ
て
東
座
と
西
座
と
い
う
二
つ
の
宮
座
が
存
在
し
た
が
、
昭

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
宍
粟
市
山
崎
町
川
戸
・
上
比
地
、
お
よ
び
与
位
と
そ
の
周

辺
村
落
の
「
当
組
制
」
と
も
よ
ぶ
べ
き
神
社
祭
祀
の
構
造
に
つ
い
て
、
ひ
と
ま
ず
の

ま
と
め
を
試
み
た
い
。
川
戸
で
は
ト
ウ
ヤ
が
村
内
の
家
々
を
ほ
ぼ
平
等
に
廻
さ
れ
て

き
た
こ
と
か
ら
、
基
本
的
に
は
家
々
の
対
等
性
・
平
等
性
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き

る
。
川
戸
で
は
、
村
落
が
直
接
管
掌
す
る
と
い
う
レ
ベ
ル
に
お
い
て
の
対
等
性
・
平

等
性
は
「
当
組
」
を
単
位
と
し
て
い
え
る
こ
と
で
あ
り
、
個
々
の
当
組
内
で
い
か
な

る
原
則
に
よ
っ
て
ト
ウ
ヤ
を
廻
す
か
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
必
ず
し
も
一
貫
性
が

見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
こ
そ
「
当
組
制
」
と
い
う
村
落
の
構
造
的
特

質
が
う
か
が
え
る
。
た
と
え
ば
他
地
域
の
村
落
と
比
較
す
る
と
、
川
戸
や
上
比
地
に

は
、
近
江
湖
東
地
域
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
顕
著
な
若
者
組
織
も
長
老
組
織
も
存
在
し

な
い
。
そ
の
意
味
で
、
川
戸
や
上
比
地
で
は
年
齢
階
梯
的
な
組
織
は
ほ
と
ん
ど
発
達

し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
か
と
い
っ
て
同
族
組
織
が
機
能
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
ま
た
種
々
の
講
集
団
が
顕
著
で
あ
る
と
も
い
え
な
い
。
こ
れ
ら
の
集

落
に
お
い
て
機
能
し
う
る
社
会
集
団
は
ま
さ
に
近
隣
組
織
と
し
て
の
「
組
」
だ
け
で

あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
の
点
は
与
位
な
ど
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
他

地
域
の
村
落
に
お
い
て
機
能
分
化
し
た
形
で
存
在
す
る
種
々
の
社
会
組
織
は
、川
戸
・

上
比
地
・
与
位
な
ど
で
は
ほ
と
ん
ど
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
分
、
村
人
の
く
ら

し
に
お
け
る
相
互
扶
助
的
、
娯
楽
的
機
能
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
「
組
」
に
凝
縮
さ

れ
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
村
落
構
造
原
理
は
、
一
面
に
お

い
て
は
村
内
の
「
家
」
を
最
大
限
に
独
立
さ
せ
、
ま
た
同
時
に
「
組
」
以
外
の
集
団

の
形
成
を
遡
及
的
に
阻
止
す
る
方
向
に
作
用
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の

背
景
に
は
、
比
較
的
安
定
し
た
農
業
経
営
と
、
家
の
恒
久
的
存
続
を
可
能
と
さ
せ
る

に
ふ
さ
わ
し
い
直
系
家
族
を
基
礎
と
し
た
長
男
相
続
の
慣
行
が
あ
っ
た
こ
と
は
十
分

に
想
像
で
き
る
。

な
お
、
与
位
神
社
の
氏
子
地
域
も
基
本
的
に
は
川
戸
や
上
比
地
と
同
様
に
、
家
々

の
対
等
性
・
平
等
性
が
あ
る
程
度
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
与
位
神
社
の
氏
子
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和
四
八
（
一
九
七
三
）
年
か
ら
は
東
西
の
座
が
ま
と
ま
っ
て
一
つ
の
座
と
な
っ
て

い
る
。
そ
れ
以
前
は
、
東
・
西
両
座
か
ら
五
人
ず
つ
が
出
て
、
あ
わ
せ
て
ミ
ヤ
シ
ュ

ウ
（
宮
衆
）
を
形
成
し
て
い
た
。
ま
た
こ
れ
は
「
十
人
衆
」
と
も
よ
ば
れ
た
。
宮
衆

に
は
毎
年
一
月
に
行
わ
れ
る
ミ
ヤ
ノ
ト
ウ
（
宮
の
当
）
と
よ
ば
れ
る
座
入
り
の
行
事

を
経
験
し
た
者
が
、
年
齢
順
に
両
座
交
代
で
毎
年
一
人
ず
つ
加
入
す
る
こ
と
に
な
っ

て
お
り
、
宮
衆
に
な
っ
た
年
か
ら
数
え
て
八
年
目
に
「
前
カ
ン
ヌ
シ
」、
九
年
目
に

「
カ
ン
ヌ
シ
（
神
主
）」、
十
年
目
に
「
フ
ル
ト
ウ
（
古
当
）」
と
い
う
当
役
を
務
め
、

そ
れ
を
終
え
る
と
宮
衆
か
ら
抜
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
宮
衆
に
は
夫
婦
そ

ろ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
る
こ
と
が
で
き
ず
、
も
し
宮
衆
に
加
入
し
て
か
ら
妻
が
死
亡

す
れ
ば
、
そ
の
時
点
で
脱
退
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
宮
衆
の
中
で
も
カ
ン

ヌ
シ
は
も
っ
と
も
重
く
、
ま
た
大
切
な
役
割
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
、
こ
れ
を
務
め
る

こ
と
は
村
人
と
し
て
名
誉
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
。

そ
も
そ
も
東
西
二
つ
の
座
は
家
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
て
お
り
、
基
本
的
に
座
を
移

動
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
時
間
の
推
移

の
中
で
自
然
に
両
座
の
構
成
人
数
に
差
が
生
じ
、
ミ
ヤ
ノ
ト
ウ
を
務
め
る
年
齢
に
大

き
な
差
が
生
じ
た
こ
と
が
契
機
と
な
り
、
両
座
の
区
別
を
な
く
し
て
一
つ
に
ま
と
め

る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
一
九
七
九
年
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
当
時
西
座

で
は
二
〇
歳
で
ミ
ヤ
ノ
ト
ウ
を
務
め
て
い
る
が
、
東
座
で
は
三
八
歳
に
な
っ
て
も
ミ

ヤ
ノ
ト
ウ
が
廻
っ
て
こ
な
い
と
い
い
、
そ
の
背
景
に
は
東
座
の
構
成
戸
は
四
五
戸
確

認
で
き
る
が
、
西
座
は
三
三
戸
で
、
不
明
が
一
四
戸
で
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
戸
数

的
に
も
明
ら
か
に
東
座
の
方
が
多
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
）
9
（

。
ミ
ヤ
ノ
ト
ウ
は
基
本
的

に
は
年
齢
順
に
務
め
る
の
で
、
構
成
員
が
多
い
座
で
は
そ
の
順
番
が
な
か
な
か
廻
っ

て
こ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
ミ
ヤ
ノ
ト
ウ
を
務
め
た
年
齢
が
、
そ
の
ま
ま

宮
衆
へ
の
加
入
年
齢
に
繋
が
る
た
め
、
カ
ン
ヌ
シ
を
務
め
る
の
も
西
座
は
早
く
、
東

座
は
相
当
遅
く
な
る
こ
と
に
な
る
。

両
座
が
存
在
し
た
頃
は
、
ミ
ヤ
ノ
ト
ウ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
座
に
属
す
る
家
の
戸
主
か

跡
取
り
の
長
男
に
限
ら
れ
て
い
た
。
正
月
五
日
が
本
日
で
あ
る
が
、
三
日
か
ら
当
人

の
家
に
親
戚
が
集
ま
り
、
餅
の
準
備
を
し
た
。
五
日
の
本
日
は
く
じ
で
決
め
て
お
い

た
順
に
東
西
両
座
の
当
人
と
親
戚
の
代
表
が
裃
姿
で
正
装
し
て
氏
神
の
豊
満
神
社
に

参
拝
す
る
。
神
事
の
後
に
社
務
所
で
「
神
座
敷
」
と
よ
ば
れ
る
儀
礼
が
行
わ
れ
る
。

こ
の
と
き
は
正
座
に
カ
ン
ヌ
シ
、下
座
へ
向
か
っ
て
両
側
に
東
西
の
宮
衆
一
人
ず
つ
、

両
座
の
前
年
ミ
ヤ
ノ
ト
ウ
を
務
め
た
者
（
オ
ク
リ
ド
・
送
り
人
）、
来
年
ミ
ヤ
ノ
ト

ウ
を
受
け
る
者
（
ム
カ
エ
ド
・
迎
え
人
）、
再
来
年
受
け
る
者
（
タ
ン
ジ
ョ
ウ
ニ
ン
・

誕
生
人
）
の
順
に
す
わ
る
。
そ
し
て
ミ
ヤ
ノ
ト
ウ
を
務
め
る
両
座
の
二
人
が
列
席
者

に
酌
を
し
て
ゆ
く
。
か
つ
て
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
こ
の
神
座
敷
の
儀
礼
は
昭
和
三
五

（
一
九
六
〇
）
年
ま
で
は
、
東
西
両
座
の
当
人
の
家
で
行
わ
れ
て
い
た
と
い
い
、
そ

の
頃
は
両
座
の
使
い
の
交
換
が
あ
り
、
お
互
い
に
酒
を
勧
め
合
っ
て
大
変
な
行
事
で

あ
っ
た
と
い
う
）
10
（

。
ま
た
当
時
は
、
当
人
の
家
で
は
ミ
ヤ
ノ
ト
ウ
を
経
験
し
た
村
人
全

員
に
金
五
円
（
戦
前
は
五
銭
）
を
配
っ
て
い
た
と
い
い
、
ミ
ヤ
ノ
ト
ウ
を
務
め
る
家

は
、
経
済
的
に
も
大
き
な
負
担
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ミ
ヤ
ノ
ト
ウ
を
務
め
た

者
は
「
モ
ロ
ト
名
簿
」
に
名
が
記
さ
れ
、
そ
の
順
に
宮
衆
へ
の
加
入
が
廻
っ
て
く
る

こ
と
に
な
る
。

両
座
が
合
体
し
て
か
ら
は
一
月
三
日
に
餅
つ
き
か
ら
ミ
ヤ
ノ
ト
ウ
の
儀
礼
ま
で
す

べ
て
行
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
「
神
座
敷
」
と
い
う
名
称
も
ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
な
く

な
っ
た
よ
う
だ
が
、
そ
れ
で
も
オ
ク
リ
ド
・
ム
カ
エ
ド
・
タ
ン
ジ
ョ
ウ
ニ
ン
が
席
に

着
く
と
い
う
し
き
た
り
は
守
ら
れ
て
い
る
。

宮
衆
に
加
入
し
て
や
が
て
順
番
が
廻
っ
て
く
る
と
、
カ
ン
ヌ
シ
を
務
め
る
こ
と
に

な
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
カ
ン
ヌ
シ
は
夫
婦
が
そ
ろ
っ
て
い
る
者
し
か
務
め
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
予
想
よ
り
早
く
廻
っ
て
く
る
こ
と
も
あ
る
。

か
つ
て
の
報
告
で
は
、
東
座
で
は
六
〇
歳
か
ら
六
五
歳
頃
、
西
座
で
は
五
五
歳
か
ら

六
〇
歳
頃
と
さ
れ
て
い
る
が
）
11
（

、昭
和
元（
一
九
二
六
）年
か
ら
昭
和
五
七（
一
九
八
二
）

年
ま
で
で
、
も
っ
と
も
若
年
の
カ
ン
ヌ
シ
は
西
座
の
四
七
歳
、
逆
に
も
っ
と
も
年
長

の
カ
ン
ヌ
シ
は
東
座
の
六
三
歳
で
あ
る
。平
均
年
齢
は
五
七
歳
で
あ
る
と
い
う
か
ら
、

こ
こ
で
も
東
西
両
座
で
年
齢
に
相
当
の
開
き
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
）
12
（

。
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翌
年
に
カ
ン
ヌ
シ
を
務
め
る
者
は
、「
前
カ
ン
ヌ
シ
」
と
よ
ば
れ
る
。
カ
ン
ヌ
シ

の
交
代
は
三
月
三
〇
日
と
決
ま
っ
て
お
り
、
両
座
が
分
か
れ
て
い
た
頃
は
、
そ
の
七

日
前
の
三
月
二
三
日
か
ら
大
変
厳
し
い
「
行
」
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ

の
期
間
は
精
進
料
理
だ
け
を
食
べ
、
そ
の
時
の
カ
ン
ヌ
シ
以
外
と
は
だ
れ
と
も
言
葉

を
交
わ
す
こ
と
も
許
さ
れ
ず
、
日
没
後
に
水
垢
離
を
し
て
体
を
清
め
、
村
は
ず
れ
の

御
旅
所
付
近
に
作
ら
れ
た
「
行
場
」
で
水
を
被
っ
て
か
ら
氏
神
に
参
拝
す
る
と
い
う

こ
と
を
繰
り
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
三
〇
日
に
な
る
と
、「
行

上
が
り
」
と
称
し
て
家
の
土
間
に
竈
を
作
っ
て
神
事
を
執
り
行
い
、そ
の
後
ミ
コ
（
市

女
）
の
誘
導
に
よ
り
、
豊
満
神
社
で
カ
ン
ヌ
シ
の
引
継
ぎ
式
が
行
わ
れ
、
よ
う
や
く

新
し
い
カ
ン
ヌ
シ
が
誕
生
す
る
。
ま
た
そ
れ
ま
で
の
カ
ン
ヌ
シ
は
そ
の
役
を
終
え
、

以
後
は
フ
ル
ト
ウ
に
な
る
。
こ
の
日
に
は
新
旧
両
カ
ン
ヌ
シ
と
市
女
、
次
の
前
カ
ン

ヌ
シ
の
四
人
が
カ
ン
ヌ
シ
宅
で
祝
い
の
膳
に
つ
く
。
こ
れ
を
「
ユ
ブ
ク
（
湯
ぶ
く
）」

と
い
う
。
カ
ン
ヌ
シ
は
こ
の
日
か
ら
精
進
で
は
な
く
な
り
、
こ
れ
で
行
が
終
わ
る
と

さ
れ
て
い
る
。
な
お
か
つ
て
の
報
告
で
は
、
戦
前
は
ユ
ブ
ク
の
祝
い
に
は
宮
衆
全
員

と
村
の
役
員
た
ち
も
招
待
し
、
親
類
も
大
勢
集
ま
っ
て
盛
ん
な
宴
を
張
っ
た
と
記
さ

れ
て
お
り
、
以
前
は
相
当
派
手
で
費
用
が
必
要
な
祝
い
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
で

き
る
）
13
（

。
な
お
近
年
は
行
の
期
間
が
だ
ん
だ
ん
短
縮
さ
れ
、
昭
和
一
一
（
一
九
三
六
）

年
に
は
二
一
日
間
で
あ
っ
た
の
が
、
昭
和
三
九
（
一
九
六
四
）
年
に
は
七
日
間
、
昭

和
四
五
（
一
九
七
〇
）
年
に
は
三
日
間
と
な
っ
た
と
い
う
）
14
（

。

カ
ン
ヌ
シ
に
な
る
と
、
一
年
間
精
進
潔
斎
を
重
ね
て
氏
神
の
世
話
に
専
念
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。た
と
え
ば
、カ
ン
ヌ
シ
の
間
は
夫
婦
関
係
も
断
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
と
い
う
。
ま
た
カ
ン
ヌ
シ
の
家
で
不
幸
が
あ
っ
た
場
合
、
死
者
が
カ
ン
ヌ
シ
の
親

や
兄
弟
で
あ
っ
た
場
合
は
、
一
旦
中
断
し
て
、
四
九
日
間
は
カ
ン
ヌ
シ
役
を
フ
ル
ト

ウ
に
代
わ
っ
て
も
ら
い
、
ま
た
復
活
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
も
し
カ
ン
ヌ
シ
の
妻

が
死
亡
し
た
場
合
は
、
カ
ン
ヌ
シ
役
を
完
全
に
中
止
し
、
さ
ら
に
宮
衆
か
ら
も
脱
退

せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

カ
ン
ヌ
シ
は
、
か
つ
て
は
毎
日
未
明
に
水
垢
離
を
と
っ
て
氏
神
に
参
っ
た
と
い
う

が
、近
年
は
簡
素
化
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
毎
月
一
日
・
一
六
日
・
二
八
日
を
「
御
供
日
」

と
い
い
、
カ
ン
ヌ
シ
は
こ
の
日
に
氏
子
か
ら
届
け
ら
れ
た
白
米
を
氏
神
に
供
え
、
月

に
一
度
、
お
下
が
り
を
す
べ
て
の
氏
子
に
配
っ
て
い
た
と
い
う
が
、
近
年
は
月
初
め

の
一
回
だ
け
と
な
っ
た
。
神
社
の
行
事
の
詳
細
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
が
、
毎
月
の

行
事
に
カ
ン
ヌ
シ
は
必
ず
中
心
的
な
役
を
務
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
た
め
に
、

か
つ
て
は
相
当
忙
し
か
っ
た
と
い
う
。
な
お
豊
満
神
社
の
大
祭
は
四
月
十
日
で
あ
る

が
、
近
年
は
四
月
十
日
に
近
い
日
曜
日
に
行
わ
れ
て
い
る
。

三
月
に
「
春
日
祭
」
と
よ
ば
れ
る
祭
り
が
あ
る
。
こ
れ
は
豊
満
神
社
に
合
祀
さ
れ

て
い
る
春
日
神
社
の
祭
り
で
、今
日
で
は
豊
満
神
社
と
合
同
の
祭
り
と
な
っ
て
い
る
。

春
日
祭
は
、
古
く
は
三
月
申
の
日
に
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
が
、
近
年
は
最
終
日
曜

日
と
さ
れ
て
い
る
。
前
日
の
宵
宮
の
昼
に
、
宮
衆
の
う
ち
年
齢
が
若
い
者
七
人
が
カ

ン
ヌ
シ
宅
に
集
ま
り
、
チ
マ
キ
な
ど
の
供
物
を
作
る
。
そ
し
て
夕
刻
に
カ
ン
ヌ
シ
と

宮
衆
は
氏
神
に
参
り
、チ
マ
キ
を
は
じ
め
と
す
る
御
神
酒
や
そ
の
他
の
御
供
を
供
え
、

そ
の
後
豊
満
神
社
か
ら
少
し
離
れ
た
御
旅
所
ま
で
渡
御
す
る
。
か
つ
て
は
二
メ
ー
ト

ル
ほ
ど
の
榊
の
枝
に
御
幣
を
つ
け
た
も
の
を
ミ
コ
シ
と
よ
び
、
子
ど
も
頭
、
あ
る
い

は
ミ
コ
シ
カ
キ
と
も
よ
ば
れ
る
数
え
一
四
歳
の
三
人
の
男
児
が
ミ
コ
シ
を
も
っ
て
渡

御
し
て
い
た
。
翌
日
の
本
日
は
早
朝
の
六
時
頃
に
卯
の
刻
渡
り
と
称
し
て
、
宵
宮
と

同
様
の
ミ
コ
シ
の
渡
御
が
行
わ
れ
た
と
い
う
。
な
お
四
月
初
旬
の
豊
満
神
社
の
大
祭

で
も
、
春
日
祭
と
同
様
に
榊
の
渡
御
が
行
わ
れ
た
。

〈
事
例
④
〉東
近
江
市
平
尾
（
旧
愛
知
郡
愛
東
町
平
尾
）

平
尾
は
小
倉
の
北
に
隣
接
す
る
、
現
在
の
戸
数
六
一
戸
、
人
口
二
三
四
人
の
集
落

で
あ
る
。
氏
神
は
北
野
神
社
で
、
織
田
信
長
の
家
臣
で
あ
っ
た
平
尾
平
介
が
京
都
の

北
野
天
満
宮
か
ら
勧
請
し
た
と
の
伝
承
を
有
す
る
神
社
で
あ
る
。
平
尾
と
い
う
村
名

も
、
平
尾
平
介
の
名
が
起
こ
り
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
寺
院
は
集
落
の
北
東
の
山

の
中
腹
に
浄
土
宗
東
光
寺
が
あ
り
、
例
外
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
の
家
が
そ
の
檀
家
と

な
っ
て
い
る
。
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平
尾
で
は
、
氏
子
の
男
子
の
中
か
ら

生
年
月
日
の
順
に
カ
ン
ヌ
シ
（
ア
ザ
ガ

ン
ヌ
シ
・
字
神
主
あ
る
い
は
シ
ャ
モ

リ
・
社
守
と
も
い
う
）
が
廻
っ
て
く
る
。

こ
れ
は
一
年
間
氏
神
の
北
野
神
社
に
仕

え
る
重
要
な
役
割
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
。
近
年
の
例
で
は
、
四
〇
歳
代
後
半

か
ら
五
〇
歳
代
前
半
の
頃
に
廻
っ
て
く

る
こ
と
が
多
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
同

年
齢
の
者
が
い
れ
ば
、
誕
生
日
が
早
い

者
が
先
に
務
め
る
こ
と
に
な
る
。
任
期
は
三
月
二
五
日
の
氏
神
大
祭
の
前
日
の
二
四

日
か
ら
一
年
間
と
さ
れ
て
い
る
。
カ
ン
ヌ
シ
を
務
め
る
前
年
の
者
は
、「
前
役
」
あ

る
い
は
「
見
習
い
者
」
と
い
い
、
一
年
間
カ
ン
ヌ
シ
の
者
を
補
佐
し
、
そ
の
仕
事
を

覚
え
る
。
ま
た
カ
ン
ヌ
シ
を
終
え
た
後
の
一
年
は
、「
後
役
」
あ
る
い
は
「
ア
ト
カ

ン
ヌ
シ
」
と
い
い
、
こ
の
年
も
経
験
者
と
し
て
次
の
カ
ン
ヌ
シ
を
補
佐
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
カ
ン
ヌ
シ
役
を
挟
ん
で
三
年
間
は
、
氏
神
の
世
話
役
と
し

て
務
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ア
ト
カ
ン
ヌ
シ
を
務
め
終
え
る
と
、
ミ
ヤ
シ
に
加
入
す
る
こ
と
に
な
る
。
ミ
ヤ
シ

は
「
宮
衆
」
が
訛
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
ミ
ヤ
シ
は
終
身
制
で
、
氏
子
の

中
で
指
導
的
な
役
割
を
果
た
す
と
い
わ
れ
て
い
る
。
現
在
平
尾
に
は
三
〇
数
名
の
ミ

ヤ
シ
が
存
在
す
る
と
い
う
。
ま
た
ミ
ヤ
シ
の
中
の
若
年
の
七
人
を
ワ
カ
イ
シ（
若
衆
）

い
い
、
こ
の
七
人
に
ア
ト
カ
ン
ヌ
シ
、
カ
ン
ヌ
シ
、
見
習
い
者
を
加
え
た
、
十
名
を

「
十
人
衆
」と
称
し
て
い
る
が
、古
く
は
こ
の
よ
う
な
名
称
は
な
か
っ
た
と
も
い
わ
れ
、

比
較
的
新
し
い
表
現
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
村
の
力
仕
事
は
十
人
衆
の

役
割
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
か
ら
も
、
十
人
衆
は
決
し
て
名
誉
職
で

は
な
く
、
実
働
部
隊
と
し
て
の
役
割
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

カ
ン
ヌ
シ
に
な
る
と
、
毎
月
定
期
的
に
氏
神
へ
参
拝
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ

れ
は
、
月
初
め
の
早
朝
、
一
六
日
の
昼
、
二
四
日
の
夕
刻
、
二
五
日
の
早
朝
、
晦
日

の
夜
と
決
め
ら
れ
て
い
る
。
な
お
こ
れ
は
見
習
い
者
も
い
っ
し
ょ
に
参
拝
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
三
月
に
行
わ
れ
る
春
祭
で
新
旧
の
カ
ン
ヌ
シ
の
交
代
が
あ
る
。
見
習

い
者
に
は
、
交
代
の
三
週
間
前
か
ら
「
行
」
と
呼
ば
れ
る
儀
礼
を
行
う
こ
と
が
義
務

付
け
ら
れ
て
い
る
。「
行
」は
春
祭
の
三
週
間
前
、す
な
わ
ち
三
月
上
旬
か
ら
始
ま
る
。

こ
の
日
か
ら
春
の
大
祭
ま
で
の
間
に
計
二
十
一
回
、
氏
神
の
北
野
神
社
に
参
拝
す
る

こ
と
に
な
っ
て
お
り
、こ
れ
を
一
般
に
「
行
」
と
よ
ん
で
い
る
。
毎
日
深
夜
二
時
頃
、

白
装
束
に
着
替
え
て
、
ま
ず
自
宅
の
庭
に
設
け
ら
れ
た
「
行
場
」
に
お
い
て
水
垢
離

を
し
、
そ
の
後
氏
神
へ
参
拝
す
る
。
参
拝
中
に
は
誰
に
も
そ
の
姿
を
見
ら
れ
て
は
な

ら
な
い
と
い
わ
れ
、
も
し
姿
を
見
ら
れ
た
場
合
に
は
、
も
う
一
度
自
宅
に
戻
り
や
り

直
し
と
な
る
。
ゆ
え
に
、
先
に
親
族
が
先
払
い
を
し
て
か
ら
行
う
と
い
う
。
ま
た
氏

神
へ
の
参
拝
方
法
は
厳
し
い
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
参
拝
回
数
は
一
週
間
に
七

回
が
上
限
で
あ
り
、
さ
ら
に
一
週
目
は
、
一
日
に
一
回
の
み
参
拝
す
る
こ
と
が
で
き
、

二
週
目
は
一
日
二
回
、
三
週
目
は
一
日
三
回
参
拝
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
参

拝
は
、
一
週
間
目
は
七
日
間
毎
日
参
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
二
週
目
は
最
低
四

日
、
三
週
目
は
最
低
三
日
で
終
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
ま
た
参
拝
を
行
う
場
所

も
決
ま
っ
て
お
り
、
一
週
目
は
神
社
の
鳥
居
の
前
ま
で
、
二
週
目
は
参
道
の
石
段
ま

写真⑧　カンヌシの家の庭に
　　　 設けられた「行場」

写真⑨　「行場」の内部
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で
、
三
週
目
は
拝
殿
ま
で
進
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
に
お
い
て
「
荒

行
の
詞
」
を
奏
上
す
る
と
い
う
。
ま
た
カ
ン
ヌ
シ
は
四
足
を
食
べ
る
こ
と
と
、
女
性

と
交
わ
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
カ
ン
ヌ
シ
を
務
め
る
一
年
間
は
、
鶏

肉
ば
か
り
食
べ
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
、
カ
ン
ヌ
シ
を
終
え
た
後
に
で
き
た
子
ど
も

を
「
カ
ン
ヌ
シ
ノ
コ
」
と
よ
ぶ
と
い
う
。

以
上
の
よ
う
な
滋
賀
県
湖
東
地
域
の
宮
座
と
ト
ウ
ヤ
祭
祀
に
つ
い
て
、
ひ
と
ま
ず

の
ま
と
め
を
試
み
た
い
。
第
一
に
、
小
倉
で
は
ミ
ヤ
ノ
ト
ウ
と
い
う
一
種
の
座
入
り

儀
礼
が
見
ら
れ
る
が
、
平
尾
で
は
こ
れ
に
相
当
す
る
儀
礼
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は

な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
こ
の
二
村
落
に
お
い
て
は
、
小
倉
で
は
か
つ
て

東
座
・
西
座
と
い
う
明
確
な
座
が
存
在
し
た
が
、
平
尾
で
は
こ
の
よ
う
な
座
の
存
在

は
確
認
で
き
な
い
。
も
し
か
す
る
と
ミ
ヤ
ノ
ト
ウ
は
、
小
倉
の
よ
う
な
明
確
な
座
が

存
在
す
る
場
合
に
お
い
て
必
要
な
儀
礼
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

重
要
な
意
味
を
有
す
る
問
題
で
あ
る
が
、
詳
細
は
後
段
の
「
む
す
び
」
に
お
い
て
考

察
し
た
い
と
思
う
。

第
二
に
、
カ
ン
ヌ
シ
と
宮
衆
の
立
場
と
位
置
づ
け
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
小

倉
で
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
宮
衆
に
加
入
し
て
八
年
と
い
う
年
月
を
経
て
、
は
じ
め

て
カ
ン
ヌ
シ
役
に
つ
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
後
一
年
の
フ
ル
ト
ウ
を
経
て
、
以
後

は
基
本
的
に
は
宮
衆
か
ら
抜
け
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
平
尾
で
は
カ
ン
ヌ
シ
を
経

験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、よ
う
や
く
ミ
ヤ
シ
に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、

ミ
ヤ
シ
は
終
身
制
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
差
異
は
何
に
起
因
す
る
の
だ
ろ
う

か
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
差
異
に
つ
い
て
い
か
に
考
え
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
重
要

な
問
題
だ
と
思
う
が
、
こ
の
点
も
詳
細
は
「
む
す
び
」
に
お
い
て
検
討
を
試
み
た
い

と
思
う
。

❸
京
都
府
口
丹
波
地
域
の
ト
ウ
ヤ
祭
祀

本
節
で
は
、
西
播
磨
地
域
の
「
当
組
制
」
と
も
、
ま
た
近
江
湖
東
地
域
の
ト
ウ
ヤ

制
と
も
い
さ
さ
か
性
格
を
異
に
す
る
、
京
都
府
口
丹
波
地
域
（
丹
波
南
部
地
域
）
の

事
例
を
取
り
上
げ
る
。
口
丹
波
地
域
の
大
き
な
特
質
は
、「
カ
ブ
（
株
）」
と
称
さ
れ

る
、
い
わ
ゆ
る
同
族
結
合
が
き
わ
め
て
強
固
で
あ
り
、
村
落
の
生
活
全
般
に
お
い
て
、

カ
ブ
に
よ
る
家
々
の
結
合
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
地

域
で
は
、
神
社
祭
祀
に
お
い
て
も
カ
ブ
が
そ
の
単
位
と
な
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
多
く

見
ら
れ
る
。
具
体
事
例
と
し
て
、
京
都
府
亀
岡
市
川
関
の
ミ
ヤ
ノ
ト
ウ
と
キ
ョ
ウ
ノ

ト
ウ
と
よ
ば
れ
る
ト
ウ
ヤ
制
に
つ
い
て
、
ま
た
、
も
っ
と
も
同
族
結
合
が
強
固
な
同

市
馬
路
の
事
例
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

〈
事
例
⑤
〉亀
岡
市
川
関

川
関
は
亀
岡
市
の
最
北
端
に
位
置
し
、
旧
山
陰
道
に
沿
っ
て
南
北
に
細
長
く
広
が

る
集
落
で
あ
る
。
北
は
南
丹
市
（
旧
船
井
郡
八
木
町
）
に
、
南
は
亀
岡
市
千
代
川
町

千
原
と
接
し
、集
落
の
す
ぐ
東
側
に
山
陰
本
線
が
走
る
。
集
落
の
西
側
は
山
が
覆
い
、

ま
た
鉄
道
の
東
側
に
田
が
開
け
て
お
り
、
そ
の
す
ぐ
脇
を
大
堰
川
が
流
れ
て
い
る
。

現
在
の
川
関
の
戸
数
は
四
三
戸
で
あ
る
が
、
ご
く
少
数
の
例
外
を
除
け
ば
す
べ
て
Ｙ

Ｇ
姓
で
、
そ
の
意
味
で
川
関
は
ほ
ぼ
完
全
な
同
姓
村
落
で
あ
る
）
15
（

。

川
関
に
は
村
の
氏
神
と
し
て
宮
垣
神
社
が
あ
り
、
ミ
ヤ
ノ
ト
ウ
と
キ
ョ
ウ
ノ
ト
ウ

と
よ
ば
れ
る
行
事
が
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
。
毎
年
一
月
三
日
に
行
な
わ
れ
る
ミ

ヤ
ノ
ト
ウ
は
、
十
二
才
か
十
三
才
に
な
る
男
子
が
年
齢
順
に
二
人
ず
つ
神
社
の
当
役

を
務
め
る
も
の
で
、
こ
れ
は
座
入
り
を
兼
ね
た
、
一
種
の
成
人
儀
礼
に
相
当
す
る
行

事
で
あ
る
。
ま
た
ミ
ヤ
ノ
ト
ウ
を
経
験
し
や
が
て
家
の
戸
主
に
な
る
と
、
年
齢
順
に

キ
ョ
ウ
ノ
ト
ウ
（
経
の
当
）
と
よ
ば
れ
る
当
役
が
廻
っ
て
く
る
。
キ
ョ
ウ
ノ
ト
ウ
を

経
験
す
る
と
、
や
が
て
ミ
ヤ
ト
シ
ヨ
リ
（
宮
年
寄
）
を
務
め
る
こ
と
に
な
る
。
宮
年

寄
は
い
わ
ゆ
る
神
社
祭
祀
を
め
ぐ
る
最
高
責
任
者
で
、
か
つ
て
は
こ
の
役
を
務
め
る

こ
と
は
名
誉
な
こ
と
で
あ
っ
た
。こ
の
よ
う
に
、川
関
の
男
性
は
、ミ
ヤ
ノ
ト
ウ
、キ
ョ

ウ
ノ
ト
ウ
、
宮
年
寄
を
順
次
経
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
村
人
と
し
て
の
生
涯
を
全
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う
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

宮
垣
神
社
で
は
一
月
三
日
に
ミ
ヤ
ノ
ト
ウ
が
行
わ
れ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
こ
れ

は
十
二
才
か
十
三
才
に
な
る
男
子
が
年
齢
順
に
二
人
ず
つ
神
社
の
当
役
を
務
め
る
も

の
で
、
か
つ
て
は
こ
れ
を
済
ま
す
と
拝
殿
に
上
が
る
資
格
が
得
ら
れ
た
と
い
う
。
川

関
の
ミ
ヤ
ノ
ト
ウ
に
は
具
体
的
な
仕
事
や
禁
忌
伝
承
は
見
ら
れ
ず
、
い
う
な
ら
ば
名

ば
か
り
の
当
役
で
あ
る
。
た
だ
か
つ
て
は
、
ミ
ヤ
ノ
ト
ウ
を
務
め
る
時
に
は
、
羽
織

り
を
着
て
村
中
を
「
ミ
ヤ
ノ
ト
ウ
を
務
め
さ
せ
て
も
ら
い
ま
す
」
と
い
い
な
が
ら
あ

い
さ
つ
を
し
て
廻
っ
た
と
い
う
。
ミ
ヤ
ノ
ト
ウ
の
経
験
者
で
家
の
戸
主
に
な
る
と
、

だ
い
た
い
五
〇
才
前
後
に
、
年
齢
順
に
キ
ョ
ウ
ノ
ト
ウ
と
よ
ば
れ
る
当
役
が
廻
っ
て

く
る
。
こ
れ
は
近
年
で
は
一
月
一
日
の
行
事
で
あ
り
、
二
人
が
一
組
と
な
っ
て
、
そ

の
年
の
当
役
を
ホ
ン
バ
ン
と
い
い
、
翌
年
の
者
を
ア
イ
ト
ウ
と
い
う
。
こ
の
二
人
に

も
決
ま
っ
た
役
割
が
課
せ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
川
関
の
住
人
と
し
て
生
涯
を

全
う
す
る
た
め
に
は
、
い
つ
か
は
必
ず
務
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
役
で
あ
り
、
ま
た

次
に
廻
っ
て
く
る
宮
年
寄
に
な
る
資
格
を
得
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
大
変
重
要
で

あ
っ
た
。
ゆ
え
に
昭
和
十
年
代
頃
ま
で
は
、
キ
ョ
ウ
ノ
ト
ウ
を
務
め
た
者
は
、
自
家

に
全
戸
の
主
人
を
招
い
て
本
膳
で
も
て
な
し
た
と
い
う
。
な
お
、
川
関
に
は
文
化
三

（
一
八
〇
六
）
年
に
記
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
『
規
録
帳
』
と
い
う
古
文
書
が

残
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
当
時
は
一
月
十
日
に
キ
ョ
ウ
ノ
ト
ウ
が
行
な
わ
れ
て
い

た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
時
に
は
神
前
に
「
十
六
善
神
」
の
掛
軸
を
掛
け
、

社
僧
す
な
わ
ち
僧
侶
が
来
て
大
般
若
経
の
転
読
を
行
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
キ
ョ
ウ
ノ
ト
ウ
の
「
経
」
は
「
大
般
若
経
」
を
指
し
、
こ
の
行
事
は
、

本
来
は
仏
式
に
て
行
な
わ
れ
て
い
た
行
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

キ
ョ
ウ
ノ
ト
ウ
を
経
験
す
る
と
、
や
が
て
宮
年
寄
を
務
め
る
こ
と
に
な
る
。
宮
年

寄
は
年
齢
順
に
三
人
が
一
組
と
な
り
、
初
年
目
の
者
は
ア
イ
ト
ウ
あ
る
い
は
ミ
ナ
ラ

イ
、
二
年
目
の
者
を
リ
ン
バ
ン
あ
る
い
は
ホ
ン
バ
ン
、
三
年
目
の
者
を
ト
シ
ヨ
リ
と

よ
ぶ
。
こ
の
う
ち
す
べ
て
の
仕
事
は
リ
ン
バ
ン
が
中
心
と
な
り
、
他
の
二
名
は
そ
の

補
佐
役
を
担
う
。
こ
の
よ
う
に
、
現
在
で
は
宮
年
寄
は
三
年
任
期
と
決
め
ら
れ
て
い

る
が
、
昭
和
三
七
（
一
九
六
二
）
年
の
規
約
改
正
以
前
は
、
後
任
の
宮
年
寄
に
な
る

写真⑩　川関の宮年寄

写真⑪　川関に伝わる『規録帳』

者
が
い
な
い
場
合
は
、
六
〇
才
ま
で
何
年
で
も
務
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
ゆ
え
に
長
い
場
合
は
、
十
年
以
上
も
宮
年
寄
を
務
め
た
者
も
い
た
と
い

う
。
宮
年
寄
の
仕
事
は
、
毎
月
一
日
の
月
次
祭
や
例
祭
の
供
物
の
準
備
か

ら
、
境
内
の
掃
除
、
注
連
繩
作
り
な
ど
神
社
に
関
す
る
す
べ
て
の
仕
事
を
担

当
す
る
こ
と
で
あ
る
。
か
つ
て
は
、
宮
年
寄
は
村
内
で
大
き
な
権
限
を
有
し

て
い
た
よ
う
で
、
そ
れ
だ
け
に
こ
の
役
を
務
め
る
こ
と
は
大
変
名
誉
な
こ
と

で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
川
関
の
男
性
は
ミ
ヤ
ノ
ト
ウ
を
は
じ
め

と
し
て
、
や
が
て
キ
ョ
ウ
ノ
ト
ウ
を
務
め
、
さ
ら
に
宮
年
寄
に
な
る
と
い
う

よ
う
に
、
世
代
を
重
ね
る
ご
と
に
村
人
と
し
て
の
役
割
を
順
次
務
め
上
げ
て

ゆ
き
、
六
〇
才
を
契
機
と
し
て
一
切
の
公
的
な
役
割
か
ら
免
除
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
な
お
宮
年
寄
に
関
し
て
は
、
先
に
も
紹
介
し
た
『
規
録
帳
』
に
「
宮

年
寄
ハ
、
宮
座
内
之
内
六
十
一
ニ
近
き
人
三
人
年
寄
役
を
相
勤
也
、
六
十
一

歳
之
冬
切
ニ
役
を
次
江
譲
り
、
隠
居
す
る
事
古
例
也
（
後
略
）」
と
い
う
記
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載
が
あ
る
こ
と
か
ら
、近
世
よ
り
神
社
の
世
話
役
と
し
て
三
人
の
宮
年
寄
が
お
か
れ
、

そ
の
役
は
数
え
の
六
一
才
の
冬
を
も
っ
て
次
の
者
に
譲
っ
て
隠
居
す
る
こ
と
が
慣
例

と
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。

〈
事
例
⑥
〉亀
岡
市
馬
路　

馬
路
は
大
堰
川
の
左
岸
の
平
野
部
に
位
置
し
、
戸
数
三
百
戸
を
越
え
る
大
き
な
村

落
で
あ
る
。
馬
路
で
は
、
Ｈ
Ｍ
・
Ｎ
Ｇ
・
Ｋ
Ｈ
・
Ｎ
Ｚ
・
Ｈ
Ｔ
の
五
姓
の
家
々
が
全

戸
数
の
大
半
を
占
め
、
そ
の
う
ち
Ｈ
Ｍ
と
Ｎ
Ｇ
は
あ
わ
せ
て
「
両
苗
」
と
い
わ
れ
、

い
わ
ゆ
る
近
世
の
郷
士
層
の
家
筋
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
Ｋ
Ｈ
は
百
姓
身

分
、
Ｎ
Ｚ
は
開
発
根
元
百
姓
の
家
筋
で
あ
る
と
い
い
、
こ
れ
ら
の
カ
ブ
で
は
Ｈ
Ｔ
姓

を
除
い
て
、
今
日
で
も
独
自
の
祭
祀
対
象
を
祀
る
、
い
わ
ゆ
る
同
族
祭
祀
を
行
っ
て

い
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
に
カ
ブ
の
結
合
が
強
固
で
あ
っ
た
た
め
に
、
馬
路
で
は
村
全

体
の
氏
神
に
相
当
す
る
祭
祀
対
象
は
存
在
し
な
い
）
16
（

。

Ｈ
Ｍ
カ
ブ
と
Ｎ
Ｇ
カ
ブ
は
そ
れ
ぞ
れ
祖
霊
社
を
祀
り
、
毎
年
同
日
に
、
別
々
に
共

同
の
祭
祀
を
行
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
冬
頭
と
春
頭
と
い
う
年
に
二
度
の
祭
祀
が

行
わ
れ
る
。
古
く
は
旧
暦
十
一
月
戌
亥
の
日
が
冬
頭
、
旧
暦
一
月
辰
巳
の
日
が
春
頭

と
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
山
の
神
祭
り
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
が
、
今
日
で
は
十
月
と
四

月
の
そ
れ
ぞ
れ
一
五
日
に
行
わ
れ
て
い
る
。
祭
り
の
前
日
に
、「
六
人
衆
」
と
よ
ば

れ
る
六
人
の
終
身
制
の
長
老
と
、
冬
、
春
そ
れ
ぞ
れ
の
ト
ウ
ニ
ン
（
頭
人
）
の
者
が

集
ま
っ
て
注
連
縄
と
御
幣
を
作
り
、
祖
霊
社
を
飾
る
。
と
こ
ろ
で
両
カ
ブ
で
は
、
男

子
が
誕
生
す
る
と
、
生
ま
れ
た
年
月
日
の
順
に
「
衆
座
帳
」
と
称
す
る
名
簿
に
名
前

を
登
録
す
る
。こ
れ
は
カ
ブ
の
正
式
な
構
成
員
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

そ
の
子
が
や
が
て
元
服
す
る
と
、
登
録
さ
れ
た
順
に
ト
ウ
ニ
ン
を
務
め
る
こ
と
に

な
っ
て
お
り
、
形
式
的
に
は
六
人
衆
が
指
名
す
る
形
を
と
る
。
こ
れ
を
「
ト
ウ
ザ
シ

（
頭
指
し
）」
と
よ
ぶ
。
ま
た
Ｋ
Ｈ
カ
ブ
で
は
、
蔵
王
さ
ん
と
よ
ば
れ
る
祭
祀
対
象
を

有
し
、
十
二
月
十
日
と
一
月
十
日
に
「
十
日
の
頭
」
と
称
す
る
祭
祀
が
行
わ
れ
る
な

ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
カ
ブ
ご
と
に
、
一
年
の
決
ま
っ
た
日
に
同
族
だ
け
の
祭
祀
が
行
わ

れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
馬
路
に
お
け
る
カ
ブ
の
構
成
員
は
、
基
本
的
に
は
同
姓
の
本
分
家
関
係

に
あ
る
家
々
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
、
往
々
に
し

て
そ
う
で
は
な
い
家
が
含
ま
れ
て
お
り
、
ま
た
本
分
家
関
係
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

家
々
で
も
、
そ
の
系
譜
関
係
は
曖
昧
な
場
合
が
多
い
。
馬
路
は
亀
岡
市
の
中
で
も
カ

ブ
の
紐
帯
が
特
に
顕
著
で
あ
り
、
ま
た
カ
ブ
間
に
お
け
る
経
済
的
格
差
が
大
き
か
っ

た
こ
と
も
あ
っ
て
、
他
の
集
落
ほ
ど
カ
ブ
内
部
の
家
の
移
動
は
少
な
か
っ
た
よ
う
だ

が
、
亀
岡
市
の
村
落
で
は
、
お
お
む
ね
、
近
世
か
ら
近
代
に
至
る
過
程
の
中
で
、「
入

り
カ
ブ
」
と
称
し
て
、
も
と
も
と
他
の
カ
ブ
の
構
成
戸
で
あ
っ
た
り
、
ど
の
カ
ブ
に

も
属
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
家
が
、
ど
こ
か
の
カ
ブ
に
加
え
て
も
ら
う
と
い
う
例

や
、「
寄
せ
カ
ブ
」
と
称
し
て
、
構
成
戸
が
少
な
い
な
ど
の
理
由
で
複
数
の
カ
ブ
が

合
体
す
る
例
が
頻
繁
に
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
カ
ブ
は
決
し
て
純
粋
な
系
譜
関
係

に
基
づ
い
た
家
々
の
集
団
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

な
お
亀
岡
市
と
そ
の
周
辺
地
域
の
集
落
で
は
、
カ
ブ
と
は
ま
っ
た
く
別
に
、
村
内

の
す
べ
て
の
家
は
地
縁
に
基
づ
い
て
い
く
つ
か
の
組
に
分
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
組

が
葬
式
を
取
り
仕
切
る
と
と
も
に
、
日
常
生
活
に
お
け
る
様
々
な
相
互
扶
助
の
役
割

を
果
た
し
て
い
る
。
た
だ
馬
路
の
よ
う
に
カ
ブ
結
合
が
強
固
で
、
か
つ
カ
ブ
間
の
経

済
的
格
差
が
大
き
か
っ
た
よ
う
な
村
で
は
、
か
つ
て
は
カ
ブ
が
葬
式
組
の
役
割
を

担
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、そ
こ
で
は
生
活
全
般
に
お
い
て
、カ
ブ
に
よ
る
家
々

の
結
合
が
特
に
顕
著
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
二
事
例
を
見
る
限
り
、
少
な
く
と
も
口
丹
波
地
域
は
他
の
地
域
と
は
若
干

異
な
り
、
あ
く
ま
で
も
家
々
の
結
集
が
カ
ブ
に
求
め
ら
れ
、
ま
た
神
社
祭
祀
も
カ
ブ

を
基
盤
と
し
て
展
開
し
て
き
た
と
い
え
る
。
カ
ブ
内
で
は
本
家
分
家
の
格
差
は
あ
る

に
せ
よ
、
そ
れ
以
上
に
あ
く
ま
で
も
そ
の
家
が
ど
の
カ
ブ
に
属
す
る
か
が
重
要
で

あ
っ
た
。
特
に
亀
岡
市
と
そ
の
周
辺
地
域
は
京
都
や
大
阪
に
近
く
、
古
く
か
ら
人
の

出
入
り
が
頻
繁
に
行
わ
れ
た
地
域
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
の
結
果
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
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近
世
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
は
、
土
地
持
ち
百
姓
と
水
呑
百
姓
と
い
う
単
純
な
階
層

差
の
み
な
ら
ず
、
武
士
層
や
郷
士
層
と
い
っ
た
様
々
な
階
層
の
者
た
ち
が
村
内
に
混

在
し
な
が
ら
村
落
運
営
が
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
起
因
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
い

ず
れ
に
し
て
も
、
丹
波
の
人
々
は
自
分
た
ち
の
家
が
本
家
筋
で
あ
る
か
分
家
筋
で
あ

る
か
と
い
う
区
別
以
上
に
、
帰
属
す
る
カ
ブ
が
ど
こ
な
の
か
を
問
題
に
し
て
き
た
。

村
内
で
、
あ
る
い
は
周
辺
村
落
と
の
交
際
の
中
で
、
自
分
た
ち
の
家
が
ど
こ
の
カ
ブ

に
所
属
す
る
か
が
、
個
人
の
立
場
を
最
終
的
に
決
定
す
る
主
要
素
と
な
っ
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
口
丹
波
の
村
落
に
お
い
て
は
、「
家
格
」
よ
り
も
「
カ
ブ
格
」

が
重
要
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
特
質
を
有
す
る
神
社
祭
祀
の

形
態
は
、「
カ
ブ
結
合
を
基
盤
と
し
た
特
殊
な
ト
ウ
ヤ
祭
祀
」
と
で
も
よ
ぶ
べ
き
で

あ
ろ
う
。

む
す
び

こ
れ
ま
で
兵
庫
県
西
北
播
磨
地
域
、
滋
賀
県
湖
東
地
域
、
京
都
府
口
丹
波
地
域
に

お
け
る
ト
ウ
ヤ
祭
祀
の
具
体
事
例
に
つ
い
て
紹
介
し
て
き
た
。
こ
こ
で
は
諸
事
例
を

振
り
返
り
な
が
ら
、
冒
頭
で
示
し
た
四
点
の
視
座
を
中
心
に
、
総
括
的
な
考
察
と
分

析
を
試
み
た
い
。

ま
ず
第
一
の
視
座
で
あ
る
、
村
組
の
結
合
が
非
常
に
強
固
で
あ
り
、
ト
ウ
ヤ
が
村

組
で
あ
る
リ
ン
ポ
を
単
位
と
し
て
、
毎
年
輪
番
制
で
当
組
が
廻
る
と
い
う
祭
祀
の
あ

り
方
を
、
従
来
の
「
ト
ウ
ヤ
制
」
と
同
じ
枠
組
み
に
お
い
て
捉
え
て
よ
い
か
ど
う
か

と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

事
例
で
紹
介
し
た
川
戸
や
与
位
な
ど
の
村
落
で
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
基
本
的

に
は
ト
ウ
ヤ
が
村
内
の
家
々
を
ほ
ぼ
平
等
に
廻
さ
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
家
々
の
対

等
性
や
平
等
性
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
そ
れ
は
「
家
」
の
レ
ベ
ル
と
い
う
よ
り
は
、

「
組
」
の
レ
ベ
ル
と
し
て
考
え
た
時
に
よ
り
顕
著
に
う
か
が
え
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ

ら
の
村
落
で
は
、対
等
性
や
平
等
性
は
「
組
」
を
単
位
と
し
て
い
え
る
こ
と
で
あ
り
、

個
々
の
組
内
で
い
か
な
る
原
則
に
よ
っ
て
ト
ウ
ヤ
を
廻
す
か
と
い
う
点
に
関
し
て

は
、
必
ず
し
も
一
貫
性
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
こ
そ
が
、
特
に
「
当

組
制
」
と
よ
ぶ
べ
き
村
落
の
構
造
的
特
質
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
に
、「
当
組
制
」
と
よ
ぶ
べ
き
村
落
に
は
独
自
の
構
造
的
特
質
が
見
ら
れ
は

す
る
が
、
神
社
祭
祀
や
家
を
め
ぐ
る
民
俗
的
構
造
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
毎
年
一
軒

の
家
が
ト
ウ
ヤ
に
選
ば
れ
、
そ
の
家
の
戸
主
が
中
心
と
な
っ
て
一
年
間
の
神
社
祭
祀

が
遂
行
さ
れ
る
と
い
う
点
で
は
、
一
般
的
な
「
ト
ウ
ヤ
制
」
村
落
と
質
的
に
異
な
る

わ
け
で
は
な
い
。「
当
組
制
」
村
落
で
は
、
村
落
と
家
の
中
間
に
「
組
」
が
大
き
な

存
在
と
し
て
介
在
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
他
地
域
と
い
さ
さ
か
異
質
で
あ
る
と
い

う
の
み
で
、
基
本
構
造
に
お
い
て
は
同
じ
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
よ
っ

て
結
論
的
に
は
、「
当
組
制
」
と
は
、
家
と
比
べ
て
、
特
に
「
組
」
の
存
在
や
役
割

が
顕
著
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、「
ト
ウ
ヤ
制
」
の
特
殊
な
一
形
態
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

次
に
第
二
の
視
座
で
あ
る
、
ミ
ヤ
ノ
ト
ウ
や
キ
ョ
ウ
ノ
ト
ウ
な
ど
の
座
入
り
の
儀

礼
の
民
俗
的
意
味
と
、
そ
の
社
会
的
背
景
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

先
に
紹
介
し
て
き
た
諸
事
例
の
中
で
、何
ら
か
の
座
入
り
儀
礼
が
見
ら
れ
る
の
は
、

近
江
湖
東
地
域
の
小
倉
と
、
口
丹
波
地
域
の
川
関
、
馬
路
で
あ
り
、
兵
庫
県
西
北
播

磨
地
域
の
村
々
で
は
一
切
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
差
異
の
背
景
に
つ

い
て
い
か
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
川
関
を
例
と
し
て
考
え
て
み
る

と
、
ミ
ヤ
ノ
ト
ウ
と
は
、
基
本
的
に
は
神
社
祭
祀
の
世
話
役
を
指
す
が
、
具
体
的
な

仕
事
に
関
し
て
は
曖
昧
で
あ
り
、明
確
な
役
割
が
定
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
当
役
を
受
け
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た

キ
ョ
ウ
ノ
ト
ウ
も
そ
の
意
味
で
は
同
様
で
あ
る
。
ミ
ヤ
ノ
ト
ウ
は
明
ら
か
に
座
へ
の

加
入
儀
礼
で
あ
り
、
年
齢
順
に
廻
る
こ
と
が
通
例
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
ミ
ヤ
ノ
ト

ウ
や
キ
ョ
ウ
ノ
ト
ウ
を
務
め
る
こ
と
は
村
人
と
し
て
名
誉
な
こ
と
で
あ
り
、
当
該
村

落
の
構
成
員
と
し
て
生
涯
を
全
う
す
る
た
め
の
重
要
な
通
過
儀
礼
で
あ
る
と
も
い
え

る
。
こ
の
点
は
近
江
湖
東
地
域
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ミ
ヤ
ノ
ト
ウ
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や
キ
ョ
ウ
ノ
ト
ウ
な
ど
と
よ
ば
れ
る
儀
礼
は
、
座
に
加
入
し
、
ま
た
宮
年
寄
や
カ
ン

ヌ
シ
な
ど
の
祭
祀
に
お
け
る
中
心
的
役
割
を
担
う
当
役
に
就
任
す
る
資
格
を
得
る
者

を
特
化
し
、
そ
れ
を
周
囲
に
広
く
知
ら
し
め
る
と
と
も
に
、
本
人
た
ち
の
自
覚
を
も

促
す
た
め
の
儀
礼
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
換
言
す
れ
ば
、
一
般
に
株

座
の
よ
う
な
、
村
内
に
お
い
て
あ
る
特
定
の
家
の
者
の
み
に
座
の
権
利
が
付
与
さ
れ

て
い
る
よ
う
な
宮
座
、
あ
る
い
は
株
座
で
は
な
く
と
も
、
座
そ
の
も
の
の
枠
組
み
と

メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
が
明
確
な
状
況
下
に
お
い
て
、
入
座
者
の
確
認
と
披
露
を
目
的
と

し
て
行
わ
れ
て
き
た
儀
礼
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え

る
と
、
近
江
湖
東
の
二
事
例
で
は
、
小
倉
で
は
か
つ
て
東
座
・
西
座
と
い
う
は
っ
き

り
と
し
た
座
が
存
在
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
入
座
儀
礼
と
し
て
の
ミ
ヤ
ノ
ト
ウ
が
必
要

と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。そ
れ
に
対
し
て
平
尾
で
は
明
確
な
座
の
存
在
は
聞
か
れ
な
い
。

古
い
時
代
に
は
宮
座
が
存
在
し
、
当
時
は
ミ
ヤ
ノ
ト
ウ
に
相
当
す
る
入
座
儀
礼
が
行

わ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
現
在
で
は
そ
の
よ
う
な
痕
跡
を
見
出
す

こ
と
は
で
き
な
い
。
平
尾
で
は
、
村
の
す
べ
て
の
男
子
は
自
動
的
に
座
に
加
入
す
る

こ
と
が
保
証
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
ミ
ヤ
ノ
ト
ウ
の
よ
う
な
入
座
儀
礼

を
あ
え
て
行
う
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
川
関
で
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
過
去
に
お
い
て
は
あ
る
特
別
な
家
の
者
だ

け
が
神
社
祭
祀
に
お
け
る
権
限
を
独
占
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
決
し
て
平
等
と
い
え

る
よ
う
な
状
況
で
は
な
か
っ
た
。
今
日
の
よ
う
な
祭
祀
形
態
が
整
え
ら
れ
た
の
は
ご

く
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
川
関
の
ミ
ヤ
ノ
ト
ウ
や
キ
ョ
ウ

ノ
ト
ウ
は
今
日
で
こ
そ
村
内
で
平
等
に
廻
さ
れ
て
い
る
が
、
か
つ
て
は
Ｙ
Ｇ
カ
ブ
に

所
属
す
る
者
に
だ
け
与
え
ら
れ
た
特
権
で
あ
っ
た
。
戦
後
に
は
、
川
関
の
同
族
座
は

村
人
す
べ
て
に
開
放
さ
れ
て
村
座
と
な
っ
た
が
、
以
前
か
ら
の
ミ
ヤ
ノ
ト
ウ
や
キ
ョ

ウ
ノ
ト
ウ
と
い
う
座
入
り
、
あ
る
い
は
宮
年
寄
に
な
る
た
め
の
儀
礼
が
形
式
的
に
残

り
、
現
在
ま
で
続
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
馬
路
に
お
い
て
も
、
基
本
的
に
は
川
関
と
同
様
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
馬
路
で
は
、
Ｈ
Ｍ
カ
ブ
と
Ｎ
Ｇ
カ
ブ
は
そ
れ
ぞ
れ
祖
霊
社
の
祭
祀
に
お
い

て
、
毎
年
冬
と
春
の
二
度
、「
衆
座
帳
」
の
記
載
順
に
頭
指
し
が
行
わ
れ
、
ト
ウ
ニ

ン
が
選
ば
れ
る
。
こ
れ
が
川
関
の
ミ
ヤ
ノ
ト
ウ
に
相
当
す
る
当
役
で
あ
る
。
こ
れ
も

や
は
り
座
入
り
を
意
味
す
る
儀
礼
で
あ
り
、
将
来
六
人
衆
に
加
入
す
る
資
格
を
確
認

し
、
ま
た
そ
れ
を
周
囲
に
広
報
す
る
意
味
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
も

過
去
の
川
関
と
同
様
に
、
馬
路
で
は
現
在
も
複
数
の
カ
ブ
が
並
存
し
て
そ
れ
ぞ
れ

別
々
に
祭
祀
が
営
ま
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
ど
う
し
て
も
必
要
な
儀
礼
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

次
に
第
三
の
視
座
で
あ
る
、
ト
ウ
ヤ
の
性
格
と
そ
の
具
体
的
役
割
に
つ
い
て
考
え

て
み
た
い
。
ト
ウ
ヤ
を
指
す
名
称
は
、「
ト
ウ
ヤ
」・「
カ
ン
ヌ
シ
」・「
シ
ャ
モ
リ
」・「
ミ

ヤ
ノ
ト
ウ
」・「
ト
ウ
ニ
ン
」
な
ど
地
域
や
村
落
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
ま
た

西
北
播
磨
地
域
の
ト
ウ
ヤ
は
、
あ
く
ま
で
も
氏
神
の
祭
礼
の
世
話
役
的
な
意
味
合
い

が
濃
厚
だ
が
、
近
江
湖
東
地
域
の
カ
ン
ヌ
シ
は
、
祭
り
に
お
け
る
祭
祀
を
司
り
、
か

つ
日
常
生
活
に
お
い
て
も
数
々
の
禁
忌
が
課
せ
ら
れ
る
な
ど
、
当
役
の
性
格
も
ず
い

ぶ
ん
異
質
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
か
つ
て
関
沢
ま
ゆ
み
が
提
起
し
た
課
題
で
も
あ

る
）
17
（

。
関
沢
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ト
ウ
ヤ
が
氏
神
の
祭
礼
に
お
け
る
神
事
の
催
行
か

ら
饗
饌
な
ど
の
宗
教
行
為
を
実
践
す
る
例
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
ト
ウ

ヤ
本
人
に
対
し
て
食
や
性
行
為
を
中
心
と
し
た
厳
し
い
禁
忌
が
課
せ
ら
れ
る
場
合
が

多
い
。
一
方
、
実
際
の
祭
礼
で
は
専
門
の
神
職
が
す
べ
て
を
取
り
仕
切
り
、
ト
ウ
ヤ

は
そ
の
準
備
と
当
日
の
補
助
役
を
務
め
る
の
み
と
い
う
例
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場

合
に
は
、
先
の
よ
う
な
厳
し
い
禁
忌
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
同
じ
ト
ウ
ヤ
で
も
そ
の
役
割
と
性
格
が
ず
い
ぶ
ん
異
な
る
例
は
現
実
に
多
く
見

ら
れ
る
。
本
稿
で
紹
介
し
た
事
例
の
中
で
は
、
た
と
え
ば
前
者
の
ト
ウ
ヤ
に
相
当
す

る
の
は
近
江
湖
東
地
域
の
カ
ン
ヌ
シ
で
あ
る
し
、
後
者
に
相
当
す
る
の
は
西
北
播
磨

地
域
の
ト
ウ
ヤ
や
川
関
の
ミ
ヤ
ノ
ト
ウ
、
あ
る
い
は
宮
年
寄
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
西
北
播
磨
地
域
の
ト
ウ
ヤ
も
氏
神
の
分
霊
と
も
い
え
る
ホ
コ
ラ
を
自

家
に
預
か
り
、
決
め
ら
れ
た
日
に
は
祭
祀
を
実
践
す
る
の
だ
か
ら
、
決
し
て
宗
教
的

役
割
を
有
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
二
種
の
ト
ウ
ヤ
の
性
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格
を
、
名
称
か
ら
も
役
割
か
ら
も
、
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。
関
沢
ま
ゆ
み
は
機
能
的
な
面
か
ら
両
者
を
区
別
し
、
宗
教
的
役
割
を
担

う
当
役
と
、
祭
り
の
世
話
役
的
な
世
俗
的
役
割
を
担
う
当
役
の
類
型
化
を
試
み
て
い

る
が
、
前
者
の
役
割
は
基
本
的
に
長
老
衆
が
吸
収
し
て
い
っ
た
と
捉
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
結
果
的
に
は
こ
の
類
型
論
は
無
意
味
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
）
18
（

。

宗
教
的
役
割
を
担
う
当
役
が
す
べ
て
長
老
に
託
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は

種
々
の
事
例
を
見
れ
ば
自
明
で
あ
る
が
、
た
だ
近
江
に
お
い
て
は
、
当
役
を
カ
ン
ヌ

シ
な
ど
と
よ
び
、
氏
神
祭
祀
に
お
け
る
比
較
的
重
要
な
宗
教
的
行
為
を
担
わ
せ
る
例

が
比
較
的
多
く
、
そ
の
よ
う
な
当
役
を
長
老
が
務
め
る
と
い
う
例
が
他
地
域
と
比
べ

る
と
顕
著
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
ま
た
当
役
で
あ
る
カ
ン
ヌ
シ
に
厳
し
い
禁

忌
が
課
せ
ら
れ
る
と
い
う
例
も
、
近
江
湖
東
か
ら
湖
南
地
域
に
多
く
見
ら
れ
る
こ
と

も
確
か
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
カ
ン
ヌ
シ
や
ト
ウ
ヤ
な
ど
の
当
役
の
役
割
や

性
格
は
、
個
々
の
村
落
の
成
り
立
ち
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
地
理
的
環
境
、
お
よ
び
歴
史

的
変
遷
の
中
で
形
成
さ
れ
、
ま
た
た
び
た
び
変
転
し
て
き
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像

に
難
く
な
い
。

次
に
第
四
の
視
座
で
あ
る
、
宮
衆
や
宮
年
寄
、
あ
る
い
は
十
人
衆
な
ど
と
よ
ば
れ

る
、い
わ
ゆ
る
長
老
組
織
の
民
俗
的
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
問
題
は
、

先
の
第
三
の
視
座
で
取
り
上
げ
た
問
題
と
も
関
連
す
る
課
題
で
あ
る
。
先
に
紹
介
し

た
諸
事
例
の
中
で
、
長
老
組
織
と
よ
び
う
る
組
織
が
見
ら
れ
る
の
は
近
江
湖
東
地
域

の
小
倉
の
宮
衆
と
平
尾
の
ミ
ヤ
シ
、
さ
ら
に
京
都
府
口
丹
波
地
域
の
川
関
の
宮
年
寄

と
馬
路
の
六
人
衆
で
あ
り
、
西
北
播
磨
地
域
に
は
こ
の
よ
う
な
長
老
組
織
は
存
在
し

な
い
。
よ
っ
て
こ
こ
で
は
近
江
湖
東
の
二
集
落
と
亀
岡
市
川
関
の
事
例
を
中
心
に
、

長
老
組
織
の
意
味
と
役
割
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
湖
東
地
域
の
事
例
で
は
、
カ

ン
ヌ
シ
と
宮
衆
と
の
関
係
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
小

倉
で
は
宮
衆
に
加
入
し
て
八
年
と
い
う
年
月
を
経
て
は
じ
め
て
カ
ン
ヌ
シ
役
に
つ
く

こ
と
が
で
き
、
そ
の
後
一
年
の
フ
ル
ト
ウ
を
経
て
、
以
後
は
基
本
的
に
は
宮
衆
か
ら

抜
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。一
方
平
尾
で
は
、カ
ン
ヌ
シ
を
経
験
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
よ
う
や
く
ミ
ヤ
シ
に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
ま
た
ミ
ヤ
シ
は
終
身

制
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
実
質
的
に
は
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
カ
ン
ヌ
シ
を
中
心

に
そ
の
前
後
の
年
齢
の
者
た
ち
に
神
社
祭
祀
に
お
け
る
ほ
ぼ
す
べ
て
の
重
要
な
役
割

が
課
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
異
な
る
の
は
、
カ
ン
ヌ
シ
以
降
は
宮
衆
か
ら
脱
退
す

る
と
い
う
形
を
と
る
か
、
あ
る
い
は
形
式
的
に
終
身
宮
衆
の
立
場
に
あ
る
か
の
違
い

だ
け
で
あ
る
。
平
尾
の
ミ
ヤ
シ
は
、
氏
子
の
中
で
指
導
的
な
役
割
を
果
た
す
と
い
わ

れ
て
は
い
る
が
、
少
な
く
と
も
今
日
に
お
い
て
は
明
確
な
役
割
を
確
認
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
ま
た
他
地
域
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
一
老
・
二
老
な
ど
の
特
権
的
な
長
老

も
存
在
し
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
両
地
域
の
宮
衆
と
ミ
ヤ
シ
は
決
し

て
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
表
面
上
の
差
異
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、

実
質
的
な
構
造
は
同
質
だ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
湖
東
地
域
の
カ
ン
ヌ
シ
と
、
川
関
の
宮
年
寄
と
の
類
似
性
と
異
質
性
に
つ

い
て
も
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
小
倉
や
平
尾
で
は
、
実
質
的
な
神
社

祭
祀
の
権
限
を
有
し
て
い
た
の
は
カ
ン
ヌ
シ
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
五
〇
歳
か
ら

六
〇
歳
前
後
と
い
う
、
ま
さ
に
人
生
の
成
熟
期
を
迎
え
た
世
代
の
男
性
に
課
せ
ら
れ

た
当
役
で
あ
る
。
カ
ン
ヌ
シ
の
実
態
は
決
し
て
名
誉
職
で
は
な
く
、
日
常
的
な
氏
神

の
世
話
か
ら
祭
礼
の
準
備
、
執
行
ま
で
を
担
う
、
ま
さ
に
実
働
部
隊
で
あ
る
。
そ
し

て
カ
ン
ヌ
シ
を
務
め
終
え
る
と
、
そ
の
後
は
神
社
祭
祀
に
お
け
る
事
実
上
の
役
割
か

ら
は
開
放
さ
れ
て
自
由
の
身
と
な
る
。
平
尾
で
は
ミ
ヤ
シ
は
終
身
制
で
あ
っ
た
が
、

彼
ら
に
特
別
な
役
割
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
い
う
な
ら
ば
神
社
祭
祀
に
お
け
る
象

徴
的
な
存
在
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
川
関
の
宮
年
寄
は
、
か
つ
て

は
村
内
で
大
き
な
権
限
を
有
し
て
い
た
よ
う
で
、
そ
れ
だ
け
に
こ
の
役
を
務
め
る
こ

と
は
名
誉
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、
少
な
く
と
も
今
日
の
宮
年
寄
は
、
毎
月
一

日
の
月
次
祭
や
例
祭
の
供
物
の
準
備
か
ら
境
内
の
掃
除
、
注
連
繩
作
り
な
ど
神
社
に

関
す
る
す
べ
て
の
雑
務
を
担
当
し
て
お
り
、
名
誉
職
的
な
役
割
と
い
う
よ
り
は
、
や

は
り
実
働
部
隊
だ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
小
倉
や
川
関
で
は
、
一
定
の

年
限
を
も
っ
て
宮
衆
や
宮
年
寄
か
ら
退
く
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
い
う
な
ら
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ば
神
社
祭
祀
に
お
け
る
定
年
制
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。特
に
川
関
で
は
、

近
世
か
ら
六
一
歳
を
も
っ
て
完
全
に
隠
居
す
る
と
い
う
規
則
が
存
在
し
て
い
た
。
こ

れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
長
老
と
よ
ば
れ
る
立
場
の
老
人
た
ち
の
位
置
づ
け
や

役
割
に
つ
い
て
も
、
決
し
て
一
元
的
な
視
座
か
ら
解
釈
す
る
の
で
は
な
く
、
常
に
歴

史
的
変
遷
を
考
慮
し
な
が
ら
、
多
角
的
に
考
察
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
だ

ろ
う
。

関
沢
ま
ゆ
み
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
近
江
湖
南
か
ら
湖
東
地
域
で
は
長
老
組
織
が

特
に
顕
著
に
見
ら
れ
、
一
老
、
二
老
な
ど
と
よ
ば
れ
る
終
身
制
の
長
老
が
、
神
社
祭

祀
の
み
な
ら
ず
、
村
落
行
政
に
お
い
て
も
多
く
の
権
限
を
有
し
、
ま
さ
に
村
の
最
高

顧
問
的
な
立
場
と
し
て
君
臨
し
て
い
る
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
る
）
19
（

。
し
か
し
歴
史
的
に

見
た
と
き
に
、
こ
れ
ら
の
長
老
た
ち
は
昔
か
ら
一
貫
し
て
年
齢
の
秩
序
の
み
に
よ
っ

て
選
ば
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
村
で
最
高
齢
に
な
れ
ば
だ
れ
で
も

分
け
隔
て
な
く
「
一
老
」
の
座
に
つ
く
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
近
江
湖
東
地
域
の
村
々
の
神
社
祭
祀
に
関
す
る
調
査
か
ら
、
古
く
は
往
々
に

し
て
、
年
齢
の
秩
序
の
前
提
と
し
て
、
家
の
秩
序
、
す
な
わ
ち
家
格
に
よ
る
差
別
化

が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。つ
ま
り
、

あ
る
特
定
の
家
筋
の
者
の
中
か
ら
年
齢
の
秩
序
に
よ
っ
て
長
老
が
選
ば
れ
た
と
思
わ

れ
る
例
が
想
像
以
上
に
多
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
ま
だ
調
査

半
ば
で
あ
り
、
現
時
点
で
明
確
な
事
例
を
示
し
な
が
ら
議
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
村
内
に
お
け
る
家
格
や
家
筋
に
基
づ
く
家
々
の
差
別
化
と
、
年
齢
の
秩
序
と
い

う
、
い
さ
さ
か
異
質
な
二
種
の
構
造
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
社
会
の
歴
史

的
変
遷
を
十
分
に
踏
ま
え
な
が
ら
、
慎
重
に
考
察
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
こ
と
は
確

か
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
問
題
は
、
ト
ウ
ヤ
制
に
つ
い
て
考
え
る
際
の
基
本

的
課
題
で
あ
る
、
ト
ウ
ヤ
は
家
を
単
位
と
し
て
廻
る
の
か
、
あ
る
い
は
個
人
を
単
位

と
し
て
廻
る
の
か
と
い
う
問
題
、さ
ら
に
村
落
祭
祀
に
お
け
る
「
ト
ウ
ヤ
制
」
と
「
年

齢
階
梯
制
」
の
関
連
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
者
た
ち
を
巻
き
込
ん
で
繰
り

広
げ
ら
れ
た
大
き
な
テ
ー
マ
に
結
び
つ
い
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

こ
の
あ
た
り
で
最
終
的
な
総
括
を
試
み
た
い
。
そ
れ
は
ま
ず
、「
ト
ウ
ヤ
制
」・「
宮

座
」・「
年
齢
階
梯
制
」
な
ど
の
用
語
の
概
念
と
相
関
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。

「
ト
ウ
ヤ
制
」
と
は
、
基
本
的
に
は
村
落
運
営
や
社
寺
祭
祀
な
ど
の
種
々
の
役
割

が
、
村
内
に
お
い
て
家
々
を
輪
番
制
で
廻
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
指
し
、
そ
の
意
味

で
は
、
村
人
の
機
会
や
負
担
を
平
等
に
分
け
与
え
る
民
主
的
な
制
度
で
あ
る
と
い
え

る
。
し
か
し
そ
の
役
割
を
社
寺
祭
祀
に
限
定
し
て
考
え
た
場
合
、
実
際
の
例
に
お
い

て
は
、
村
の
構
成
員
全
員
が
均
等
に
ト
ウ
ヤ
を
務
め
る
と
い
う
例
も
あ
れ
ば
、
特
定

の
集
団
内
に
お
い
て
の
み
ト
ウ
ヤ
が
廻
る
と
い
う
例
も
あ
る
。
前
者
は
村
内
の
平
等

性
を
重
視
し
た
き
わ
め
て
民
主
的
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
が
、
後
者
は
必
ず
し
も
そ
う

で
は
な
い
。
し
か
し
「
ト
ウ
ヤ
制
」
と
い
う
用
語
の
概
念
を
、
輪
番
で
当
役
が
廻
る

シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
単
純
に
規
定
し
た
場
合
、
い
ず
れ
も
「
ト
ウ
ヤ
制
」
で
あ
る
こ

と
に
は
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
蒲
生
正
男
が
提
示
し
た
「
頭
屋
（
当
屋
）
制
村
落
」
と
は
、
長
期
的

に
見
た
場
合
、
村
落
運
営
に
お
い
て
各
家
の
対
等
性
、
平
等
性
が
貫
か
れ
て
い
る
よ

う
な
構
造
を
有
す
る
村
落
を
指
す
の
で
あ
る
か
ら
、
先
に
示
し
た
前
者
の
「
ト
ウ
ヤ

制
」
は
当
て
は
ま
る
が
、後
者
の
「
ト
ウ
ヤ
制
」
は
当
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

ゆ
え
に
一
般
に
い
う
「
ト
ウ
ヤ
制
」
と
、
条
件
付
で
示
さ
れ
る
「
頭
屋
（
当
屋
）
制

村
落
」
と
は
、
明
確
に
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
本
稿

で
示
し
た
具
体
事
例
で
考
え
る
と
、す
べ
て
が
「
ト
ウ
ヤ
制
」
の
事
例
で
は
あ
る
が
、

「
ト
ウ
ヤ
制
村
落
」
と
い
え
る
の
は
す
べ
て
で
は
な
い
。
西
北
播
磨
の
川
戸
や
与
位

な
ど
の
諸
村
落
と
、
近
江
湖
東
の
平
尾
は
比
較
的
古
く
か
ら
家
々
の
平
等
性
が
見
ら

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
た
と
え
ば
一
昔
前
の
近
江
湖
東
の
小
倉
や
口
丹
波
の
川
関

で
は
、
決
し
て
す
べ
て
の
村
人
に
対
し
て
均
等
に
当
役
が
廻
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た

ゆ
え
に
、「
ト
ウ
ヤ
制
村
落
」
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

次
に
「
宮
座
」
の
概
念
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。「
宮
座
」
と
い
う
用
語
を
概

念
規
定
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
ゆ
え
に
こ
れ
か
ら
の
記
述
は
概
念
規
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定
と
い
う
よ
り
も
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
の
整
理
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
。

「
宮
座
」
の
概
念
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
福
田
ア
ジ
オ
は
「
決
め
ら
れ
た
一
定
の
資

格
を
有
す
る
人
間
が
神
仏
の
前
に
一
座
し
て
祭
を
行
う
組
織
。
宮
座
と
い
う
呼
称
の

有
無
に
関
係
な
く
、
定
員
制
に
も
と
づ
い
て
一
座
す
る
祭
祀
組
織
を
指
す
）
20
（

」
と
述
べ

て
い
る
。
以
前
に
宮
座
に
関
し
て
言
及
し
た
多
く
の
研
究
者
も
、
小
差
は
あ
る
に
せ

よ
、
概
ね
福
田
と
ほ
ぼ
同
様
の
説
明
を
行
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
一
座
に
同
席
し

て
神
社
に
お
け
る
行
事
に
参
加
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
（
中
略
）
宮
座
は
神
社
に
お

け
る
祭
祀
集
団
、
つ
ま
り
神
事
組
合
で
あ
る
」
と
い
う
住
谷
一
彦
の
説
）
21
（

、「
宮
座
は

神
社
祭
祀
を
紐
帯
と
し
て
特
定
の
共
同
体
を
運
営
す
る
特
権
的
な
集
団
」
と
い
う
小

栗
栖
健
治
の
説
な
ど
）
22
（

、
ほ
ぼ
同
様
の
意
味
に
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た

だ
し
、「
宮
座
」
と
い
う
用
語
自
体
が
歴
史
性
を
強
く
帯
び
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
ど

の
時
代
の
宮
座
を
想
定
す
る
か
に
よ
っ
て
、意
味
や
概
念
も
大
き
く
異
な
っ
て
く
る
。

そ
の
こ
と
が
こ
れ
ま
で
宮
座
を
め
ぐ
る
議
論
を
複
雑
に
し
、
か
つ
泥
沼
化
さ
せ
て
き

た
主
要
な
原
因
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
よ
っ
て
宮
座
に
関
し
て
議
論
す
る
場

合
は
、
い
つ
の
時
代
の
宮
座
を
対
象
と
す
る
の
か
に
つ
い
て
明
確
に
し
た
上
で
行
う

こ
と
が
何
よ
り
も
大
切
で
あ
る
。
筆
者
は
、
少
な
く
と
も
今
日
の
「
宮
座
」
の
意
味

に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
福
田
や
小
栗
栖
が
述
べ
る
よ
う
な
説
明
が
的
を
得
て
い

る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
「
宮
座
」
と
は
、
少
な
く
と
も
「
定
員
制
に
も
と
づ
い
て
一

座
す
る
祭
祀
組
織
」で
あ
り
、ま
た「
特
権
的
な
集
団
」だ
と
理
解
す
べ
き
だ
と
思
う
。

た
と
え
ば
近
江
湖
東
地
域
の
平
尾
の
例
の
よ
う
な
、
村
人
の
す
べ
て
の
男
性
が
分
け

隔
て
な
く
加
入
す
る
よ
う
な
組
織
も
広
義
の
「
宮
座
」
だ
と
し
て
し
ま
え
ば
、「
宮
座
」

と
一
般
的
な「
氏
子
」、あ
る
い
は
単
な
る「
村
人
」と
の
区
別
が
ま
っ
た
く
な
く
な
っ

て
し
ま
う
。「
座
」
と
い
う
以
上
、
や
は
り
そ
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
に
は
何
ら
か
の

限
定
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
上
野
和
男
は
「
宮
座
を
持
つ
日
本
の
中
央
部
の
村
落
を
特
徴
づ
け
る

も
の
と
し
て
、
従
来
か
ら<

宮
座
制>

と
い
う
概
念
が
提
示
さ
れ
て
き
た
が
、
こ

の
概
念
は
か
な
ら
ず
し
も
内
容
的
に
明
確
で
は
な
か
っ
た
）
23
（

」
と
述
べ
、
宮
座
の
存
在

の
有
無
自
体
を
村
落
構
造
類
型
論
と
絡
め
て
議
論
す
る
こ
と
へ
の
疑
問
を
提
示
し
て

い
る
。
さ
ら
に
「
当
屋
制
村
落
に
お
け
る
権
威
の
源
泉
は
、
ま
さ
に
当
屋
制
そ
の
も

の
で
あ
る
）
24
（

」
と
い
い
、
宮
座
が
「
当
屋
制
村
落
」
の
概
念
を
規
定
す
る
上
で
の
メ
ル

ク
マ
ー
ル
と
な
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し

て
は
、
筆
者
も
上
野
に
賛
同
す
る
。
す
な
わ
ち
「
宮
座
」
と
「
ト
ウ
ヤ
制
」
は
レ
ベ

ル
の
異
な
る
概
念
で
あ
り
、
従
来
の
研
究
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
、「
ト
ウ
ヤ
制
」
と

い
う
祭
祀
の
一
要
素
だ
け
を
取
り
出
し
て
、
そ
れ
を
「
宮
座
」
の
構
造
分
析
の
た
め

の
概
念
と
し
て
用
い
る
の
で
は
な
く
、
両
概
念
を
同
範
疇
に
取
り
込
ん
だ
議
論
を

い
っ
た
ん
離
れ
、「
ト
ウ
ヤ
制
」
を
基
礎
と
す
る
村
落
の
民
俗
的
特
質
に
つ
い
て
、

具
体
事
例
を
も
と
に
し
て
考
え
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
そ
れ
と
は
別
に
、「
宮

座
」
の
概
念
に
つ
い
て
研
究
史
を
洗
い
な
が
ら
、
歴
史
的
な
変
遷
を
考
慮
し
つ
つ
、

整
理
し
て
ゆ
く
作
業
を
試
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
考
え
に
立
ち
、改
め
て
今
回
提
示
し
た
具
体
事
例
を
眺
め
た
場
合
、

何
が
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の
議
論
か
ら
鑑
み
て
、
た
と
え
ば
西
北
播
磨
地

域
の
川
戸
や
与
位
の
よ
う
な
ト
ウ
ヤ
制
を
基
礎
と
す
る
村
落
の
祭
祀
組
織
は
、
は
た

し
て
「
宮
座
」
と
よ
び
う
る
か
否
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
筆
者
は
基
本
的
に
、
川

戸
や
与
位
な
ど
の
祭
祀
組
織
は
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
中
に
「
ト
ウ
ヤ
制
」
は
見
ら
れ

る
が
、
祭
祀
組
織
自
体
は
「
宮
座
」
と
は
い
え
な
い
と
考
え
る
。
ま
た
近
江
湖
東
と

口
丹
波
の
事
例
で
は
、
小
倉
と
か
つ
て
の
川
関
、
お
よ
び
馬
路
の
祭
祀
組
織
は
、
一

種
の
宮
座
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
今
日
の
状
況
を
見
た
と
き
、
現
在
な
お
宮
座
が
存

在
す
る
村
落
は
小
倉
と
馬
路
の
み
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。し
か
し
小
倉
は
、「
座
」

的
な
組
織
が
残
存
し
て
は
い
る
が
、
か
つ
て
の
「
東
座
」・「
西
座
」
が
存
在
し
た
頃

と
比
べ
る
と
、
そ
の
構
造
は
明
ら
か
に
村
座
化
し
て
き
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
ゆ
え

に
、
今
日
の
小
倉
に
お
け
る
「
座
」
は
、
は
た
し
て
宮
座
と
捉
え
る
べ
き
か
、
い
さ

さ
か
疑
問
で
は
あ
る
。
一
方
馬
路
で
は
、
今
日
に
お
い
て
も
同
族
座
た
る
宮
座
が
現

存
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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本
稿
で
は
、「
ト
ウ
ヤ
制
」
と
い
う
一
つ
の
祭
祀
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
、
そ
の
概

念
や
民
俗
的
意
味
、
あ
る
い
は
具
体
的
な
存
在
形
態
に
つ
い
て
、
兵
庫
県
西
北
播
磨

地
域
、
滋
賀
県
湖
東
地
域
、
京
都
府
口
丹
波
地
域
の
事
例
を
元
に
考
察
し
て
き
た
。

そ
の
結
果
、「
ト
ウ
ヤ
制
」
を
め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
課
題
に
関
し
て
、
筆
者
な
り
の

見
解
を
提
示
し
た
。
ま
た
「
ト
ウ
ヤ
制
」
と
い
わ
ゆ
る
「
ト
ウ
ヤ
（
当
屋
）
制
村
落
」、

あ
る
い
は
「
宮
座
」
と
の
相
関
性
に
つ
い
て
も
、一
定
の
見
解
を
示
せ
た
か
と
思
う
。

し
か
し
今
回
取
り
上
げ
た
具
体
事
例
は
、
合
わ
せ
て
も
六
例
あ
ま
り
に
過
ぎ
な
い
。

「
ト
ウ
ヤ
制
」
は
、
関
西
の
諸
地
域
だ
け
で
も
想
像
以
上
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
を
示

し
な
が
ら
村
々
に
お
け
る
社
寺
祭
祀
の
中
に
存
在
し
て
い
る
。
全
国
に
視
野
を
広
げ

れ
ば
、そ
の
ヴ
ァ
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
は
さ
ら
に
増
大
す
る
に
違
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
、

今
回
提
示
し
え
た
の
は
「
ト
ウ
ヤ
制
」
に
関
す
る
一
つ
の
見
解
に
過
ぎ
な
い
と
い
え

る
。
ま
た
「
ト
ウ
ヤ
制
」
と
「
宮
座
」、
あ
る
い
は
「
年
齢
階
梯
制
」
と
の
相
関
性

に
関
す
る
分
析
も
、
一
試
論
を
示
し
た
に
過
ぎ
ず
、
残
さ
れ
た
課
題
が
山
積
み
で
あ

る
こ
と
は
十
分
承
知
し
て
い
る
。今
後
は
フ
ィ
ー
ル
ド
を
さ
ら
に
広
げ
、「
ト
ウ
ヤ
制
」

の
さ
ま
ざ
ま
な
ヴ
ァ
イ
エ
イ
シ
ョ
ン
に
目
配
り
し
な
が
ら
、
よ
り
綿
密
な
事
例
分
析

と
考
察
を
積
み
重
ね
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
る
。
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This article organizes the concept of the “to-ya system”and presents an indicator for thinking about the “to-

ya system.”  While studying specific examples in the Kansai regions by comparison, this article investigates the 

reality of to-ya saishi and its variations with an attempt to reconsider the past study results that have regarded 

various forms of saishi（religious services in Shinto shrine）as  or“to-ya saishi”all together.

This article takes the cases of Yamasakicho in Shiso City, Hyogo Prefecture（former Yamasakicho, Shiso-

gun）, Higashiomi City in Shiga Prefecture（former Aitocho, Echi-gun）, and Kameoka City in Kyoto Prefecture 

as specific examples, and studies the structure of to-ya saishi in each region and its characteristics. The subject 

is examined from the following four viewpoints. The first viewpoint is the problem of the conventional “to-ya 

system.” Particularly in the case examples in Shiso City in Hyogo Prefecture, mura-gumi are closely united, and 

the role of to-ya is assumed by to-gumi by rotation every year in units of rinpo（neighborhood）instead of houses. 

Is it possible to discuss this form of saishi within the same framework as the conventional “to-ya system”? The 

second viewpoint is to study the folkloric meaning of the za-iri ritual as shown in the case examples in the regions 

of Kuchitanba and Omikoto in Kyoto. The third viewpoint is the characteristics of to-ya and its specific role. The 

name, role and characteristics of to-ya are very different according to regions. Such differences in names and 

characteristics of to-ya are discussed. The fourth viewpoint examines the folkloric meaning of an organization 

of seniors called “miyashu,”in particular the role assumed by the seniors called “juninshu”in the villages of 

Kuchitanba and Omikoto. The correlation among the “seniority system,”“to-ya system,”and “miya-za”are also 

investigated.

Key words: Miya-za, to-ya, to-gumi, choroshu, seniority system

To-ya Saishi and Miya-za
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