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﹇
論
文
要
旨
﹈

は
じ
め
に

❶
宮
座
研
究
に
お
け
る
近
江
の
事
例
の
位
置

❷
肥
後
和
男
に
よ
る
宮
座
研
究
と
滋
賀
の
事
例

❸「
典
型
的
な
宮
座
」「
変
形
的
な
宮
座
」論
争
と
滋
賀
の
事
例

❹
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の「
宮
座
」の
構
築

お
わ
り
に
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宮
座
に
関
す
る
研
究
は
、
か
つ
て
は
歴
史
学
や
民
俗
学
、
そ
し
て
社
会
学
な
ど
数
々
の
分
野
が
そ

の
研
究
対
象
と
し
て
注
目
し
て
き
た
課
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
ひ
と
つ
に
は
宮
座
を
題
材
と
し
た

研
究
に
つ
い
て
、
歴
史
学
や
社
会
学
な
ど
数
多
の
分
野
の
研
究
者
が
取
り
組
む
と
い
う
、
学
際
的
な

雰
囲
気
の
な
か
で
そ
の
議
論
が
醸
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
と
も
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
受

け
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
研
究
課
題
の
細
分
化
が
進
ん
だ
昨
今
の
状
況
で
は
、
宮
座
を
主
題
化

し
た
研
究
が
さ
ほ
ど
の
進
展
を
見
せ
な
い
ま
ま
沈
滞
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
民
俗
と
し
て

各
地
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
宮
座
事
例
は
、
村
落
史
や
村
落
共
同
体
の
あ
り
方
を
解
明
す
る
指
標
と
し

て
有
効
で
あ
る
。
宮
座
と
い
う
課
題
を
今
一
度
各
分
野
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
の
俎
上
に
の
せ
る
た
め
に

は
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
が
ど
の
よ
う
な
背
景
を
持
つ
研
究
者
か
ら
ど
の
よ
う
に
提
示
さ
れ
、
ま
た
そ

の
議
論
が
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
で
、
そ
の
対
象
と
な
っ
た
事
例
が
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
て
き

た
の
か
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

肥
後
和
男
に
よ
る
近
江
の
宮
座
事
例
の
猟
歩
に
始
ま
る
滋
賀
県
下
の
本
格
的
な
宮
座
研
究
は
、「
株

座
」
と
「
村
座
」
と
い
う
宮
座
概
念
の
本
質
に
も
迫
る
課
題
を
世
に
示
し
、
ま
た
萩
原
龍
夫
が
馬
淵

の
宮
座
を
題
材
と
し
て
提
起
し
た
「
典
型
的
な
宮
座
」
と
い
う
言
説
も
ま
た
「
宮
座
と
は
何
か
」
と

い
う
議
論
を
醸
成
す
る
契
機
と
な
っ
た
。
た
だ
、
滋
賀
県
下
の
事
例
へ
の
偏
重
が
み
ら
れ
る
宮
座
研

究
に
は
、
若
干
の
危
う
さ
も
ま
た
指
摘
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
民
俗
事
例
か
ら
類
推
さ

れ
た
宮
座
と
村
落
史
と
の
連
関
性
に
つ
い
て
も
、
馬
淵
の
宮
座
を
め
ぐ
る
萩
原
の
説
に
対
す
る
「
典

型
的
」
か
「
変
形
的
」
か
、
と
い
っ
た
論
争
に
み
ら
れ
る
如
く
、
宮
座
を
研
究
す
る
者
達
の
事
例
に

対
す
る
印
象
の
如
何
に
よ
っ
て
、
そ
の
様
相
は
一
変
す
る
可
能
性
も
孕
む
の
で
あ
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
宮
座
文
献
目
録
、
肥
後
和
男
、
萩
原
龍
夫
、
史
料
と
伝
承
、
物
語

宮
座
研
究
に
お
け
る
近
江
の
位
置

宮
座
論
の
形
成
と
展
開
に
お
け
る
滋
賀
県
下
事
例
の
意
義
に
つ
い
て
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は
じ
め
に

宮
座
に
関
す
る
研
究
は
、か
つ
て
は
歴
史
学
や
民
俗
学
、そ
し
て
社
会
学
な
ど
数
々

の
分
野
が
そ
の
研
究
対
象
と
し
て
注
目
し
て
き
た
課
題
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
住
谷
一

彦
は
「
日
本
民
族
＝
文
化
の
基
礎
構
造
を
解
明
す
る
う
え
に
「
宮
座
」
と
よ
ば
れ
て

い
る
「
村
の
祭
祀
」
組
織
が
占
め
る
比
重
は
決
定
的
で
あ
る
）
1
（

」
と
述
べ
て
お
り
、
ま

た
福
田
ア
ジ
オ
も
「
宮
座
は
中
世
後
期
以
降
の
惣
村
の
成
立
と
そ
の
伝
統
を
明
ら
か

に
す
る
重
要
な
材
料
で
あ
る
と
同
時
に
、
日
本
社
会
の
構
造
的
特
質
を
把
握
す
る
た

め
に
も
大
き
な
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
）
2
（

」
と
す
る
な
ど
、
宮
座
研
究
に
つ
い
て

は
、
村
落
構
造
論
な
ど
の
展
開
と
共
に
各
方
面
か
ら
そ
の
重
要
性
が
唱
え
ら
れ
て
き

た
。そ

れ
は
、
ひ
と
つ
に
は
宮
座
を
題
材
と
し
た
研
究
に
つ
い
て
、
歴
史
学
や
社
会
学

な
ど
数
多
の
分
野
の
研
究
者
が
取
り
組
む
と
い
う
、
学
際
的
な
雰
囲
気
の
な
か
で
そ

の
議
論
が
醸
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
と
も
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
受
け
ら

れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
研
究
課
題
の
細
分
化
が
進
ん
だ
昨
今
の
状
況
で
は
、
逆
に

そ
の
学
際
性
が
仇
と
な
っ
た
の
か
、
宮
座
を
主
題
化
し
た
研
究
が
さ
ほ
ど
の
進
展
を

見
せ
な
い
ま
ま
沈
滞
す
る
に
至
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
民
俗
学
に
お
い
て
も
、
宮
座
と
い
う
研
究
テ
ー
マ
は
や
や
沈
滞
化
傾
向

に
あ
る
と
見
ら
れ
て
い
る
。
実
際
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ

た
『
宮
座
文
献
目
録
）
3
（

』
に
よ
れ
ば
、
宮
座
お
よ
び
そ
れ
に
類
す
る
事
例
を
研
究
対

象
と
し
た
論
文
発
表
数
は
、
一
九
六
〇
年
代
を
ピ
ー
ク
に
段
階
的
に
減
少
を
続
け
、

一
九
九
〇
年
代
に
は
年
間
一
ケ
タ
台
の
論
考
し
か
世
に
出
さ
れ
な
い
と
い
う
状
態
に

ま
で
落
ち
込
ん
で
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
発
表
さ
れ
る
論
文
の
数

が
そ
の
研
究
対
象
の
隆
盛
度
を
正
確
に
反
映
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、

少
な
く
と
も
活
発
な
議
論
が
展
開
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
宮
座
と

い
う
テ
ー
マ
を
め
ぐ
る
民
俗
学
か
ら
の
研
究
に
つ
い
て
も
、
や
は
り
こ
れ
は
沈
滞
し

表1　年度別宮座関係研究論文本数

　　　　内は主な「宮座研究」のトピックス
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て
い
る
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
民
俗
と
し
て
各
地
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
宮
座
祭
祀
は
、
村
落
史

や
村
落
共
同
体
の
あ
り
方
を
解
明
す
る
指
標
と
し
て
有
効
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
が
あ

る
ま
い
。
例
え
ば
こ
の
件
に
つ
い
て
民
俗
学
者
の
小
栗
栖
健
治
は
「
宮
座
そ
の
も
の

の
研
究
は
、
一
つ
の
到
達
点
を
迎
え
た
観
が
あ
り
、
伝
承
や
習
俗
が
急
速
に
失
わ
れ

て
い
る
こ
と
も
併
せ
て
、
そ
の
研
究
は
低
迷
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
」
と
し
な

が
ら
も
、「
当
初
宮
座
の
組
織
や
そ
の
特
権
の
分
析
に
終
始
し
た
研
究
が
多
か
っ
た

歴
史
学
の
分
野
で
は
、
近
年
に
な
っ
て
家
の
成
立
と
家
格
制
の
問
題
な
ど
と
の
関
わ

り
が
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
宮
座
研
究
の
成
果
が
結

実
し
つ
つ
あ
る
）
4
（

」と
も
述
べ
て
、結
論
の
提
示
さ
れ
ぬ
ま
ま
収
束
に
向
か
い
つ
つ
あ
っ

た
宮
座
研
究
の
行
方
に
つ
い
て
、
と
く
に
歴
史
学
の
分
野
か
ら
の
積
極
的
な
近
接
を

期
待
し
て
い
る
。

宮
座
と
い
う
研
究
課
題
に
は
、
宮
座
史
料
と
い
う
か
た
ち
で
後
世
に
伝
来
し
た
文

献
史
学
か
ら
の
分
析
と
、
現
状
伝
承
さ
れ
て
い
る
祭
祀
と
し
て
の
宮
座
に
対
す
る
民

俗
学
的
な
分
析
な
ど
、
多
方
面
か
ら
の
切
り
口
が
あ
り
、
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ

れ
の
手
法
に
依
拠
し
て
導
き
出
さ
れ
た
成
果
に
は
少
な
か
ら
ず
差
異
が
見
ら
れ
、
そ

れ
が
埋
め
ら
れ
ぬ
ま
ま
今
日
に
至
っ
た
観
が
あ
る
。
宮
座
と
い
う
課
題
を
今
一
度
各

分
野
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
の
俎
上
に
の
せ
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
が
ど
の
よ

う
な
背
景
を
持
つ
研
究
者
か
ら
ど
の
よ
う
に
提
示
さ
れ
、
ま
た
そ
の
議
論
が
展
開
さ

れ
て
ゆ
く
過
程
で
、
そ
の
対
象
と
な
っ
た
事
例
が
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
て
き
た

の
か
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

❶
宮
座
研
究
に
お
け
る
近
江
の
事
例
の
位
置

さ
て
、
宮
座
に
関
す
る
研
究
史
を
整
理
し
て
ゆ
く
と
、
と
く
に
宮
座
の
事
例
と
し

て
取
り
上
げ
ら
れ
た
地
域
に
つ
い
て
実
に
興
味
深
い
デ
ー
タ
が
導
き
出
さ
れ
る
こ
と

が
分
か
る
。
こ
れ
は
、先
に
引
用
し
た『
宮
座
文
献
目
録
』か
ら
見
て
取
れ
る
も
の
で
、

同
書
に
は
過
去
に
発
表
さ
れ
た
宮
座
に
関
す
る
論
考
が
年
・
筆
者
・
論
文
名
・
雑
誌

名
・
号
数
・
府
県
の
各
項
目
を
挙
げ
て
整
理
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
う
ち
各
論

文
が
取
り
上
げ
た
事
例
の
地
域
を
都
道
府
県
別
に
明
示
し
た
「
府
県
」
の
項
目
に
着

目
し
て
こ
の
目
録
を
見
る
と
、
宮
座
の
事
例
と
し
て
過
去
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た

地
域
に
は
、近
江
（
滋
賀
県
）
の
も
の
が
圧
倒
的
で
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
の
だ
。

実
際
、『
宮
座
文
献
目
録
』
に
収
録
さ
れ
た
一
九
一
二
年
か
ら
二
〇
〇
四
年
の
約

百
年
間
に
発
表
さ
れ
た
全
一
四
四
七
タ
イ
ト
ル
の
論
考
の
う
ち
、
総
論
的
と
判
断
さ

れ
た
文
献
を
除
い
た
九
三
一
の
論
文
の
中
で
、
滋
賀
県
内
の
事
例
を
中
心
に
そ
の
論

が
構
成
さ
れ
た
も
の
は
二
〇
三
タ
イ
ト
ル
に
も
及
ぶ
。
こ
れ
は
都
道
府
県
別
に
見
た

宮
座
の
引
用
事
例
数
に
お
い
て
最
多
で
あ
り
、
し
か
も
同
目
録
に
収
集
さ
れ
た
全
て

の
宮
座
関
係
文
献
中
の
実
に
二
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
宮
座

に
関
す
る
研
究
が
、
過
去
約
百
年
間
に
わ
た
っ
て
全
日
本
的
に
取
り
組
ま
れ
て
き
た

課
題
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
滋
賀
県
下
の
事
例
に
対
す
る
こ
の
偏
重
は
少
々
異
様

と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
点
に
関
し
て
、

筆
者
は
以
前
別
稿
に

て
長
老
制
に
関
す
る
研

究
史
を
精
査
し
た
際

に
、
そ
の
論
説
が
同
様

に
滋
賀
県
に
お
け
る
事

例
を
基
本
に
構
成
さ
れ

て
き
た
こ
と
を
指
摘
し

た
が
）
5
（

、
宮
座
研
究
に
関

し
て
も
ほ
ぼ
同
様
の
事

態
が
想
定
で
き
そ
う
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
ひ
と

つ
に
は
宮
座
研
究
に
先

・・
・・
・・
・・
・・
・・
・

・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・

・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・

・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・

・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・

・・
・・
・・
・・
・・
・

・・
・・
・・
・・

・・
・・
・

表2　都道府県別にみた宮座関連研究論文対象地域の内訳
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鞭
を
つ
け
た
肥
後
和
男
に
よ
る
滋
賀
県
の
ほ
ぼ
全
域
を
対
象
と
し
た
宮
座
に
関
す
る

デ
ー
タ
の
蓄
積
が
あ
っ
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
、
と
い
う
事
が
あ

る
。
肥
後
和
男
は
、『
近
江
に
於
け
る
宮
座
の
研
究
』
と
、
そ
れ
に
引
き
続
い
て
刊

行
さ
れ
た
『
宮
座
の
研
究
』
の
二
つ
の
著
作
に
よ
っ
て
宮
座
研
究
に
お
け
る
大
き
な

エ
ポ
ッ
ク
を
画
す
る
研
究
成
果
を
世
に
問
う
て
い
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
滋
賀
県
下

で
採
集
さ
れ
た
宮
座
に
関
す
る
デ
ー
タ
が
豊
富
に
蓄
積
さ
れ
て
お
り
、
以
降
の
研
究

者
に
も
肥
後
の
示
し
た
資
料
や
論
考
は
頻
繁
に
援
用
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
高
橋
統
一
は
、
宮
座
を
事
例
と
し
た
著
作
の
中
で
「
好
都
合
な
こ
と
に
、

前
述
の
『
近
江
に
お
け
る
宮
座
の
研
究
』
に
は
、
昭
和
一
〇
年
（
一
九
三
五
）
当
時

の
滋
賀
県
下
の
宮
座
の
リ
ス
ト
と
分
布
図
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
を
元
に

し
て
ひ
と
ま
ず
予
備
的
広
域
調
査
を
試
み
、
そ
の
結
果
に
も
と
づ
い
て
、
若
干
の
然

る
べ
き
宮
座
を
選
定
し
、
そ
れ
ら
に
対
し
集
中
調
査
を
し
て
み
よ
う
、
と
思
っ
た
か

ら
で
あ
る
）
6
（

。」
と
述
べ
て
お
り
、
高
橋
の
論
の
構
築
に
、
肥
後
の
研
究
成
果
が
大
き

く
作
用
し
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

肥
後
は
『
近
江
に
於
け
る
宮
座
の
研
究
』
の
中
で
、
昭
和
三
年
四
月
以
来
滋
賀
県

の
史
蹟
調
査
委
員
と
し
て
同
県
内
を
踏
査
し
、
昭
和
六
年
の
秋
に
は
御
上
神
社
の

秋
祭
の
宮
座
事
例
を
見
聞
し
て
宮
座
研
究
へ
の
端
緒
を
捉
え
、
昭
和
一
〇
年
の
前
後

よ
り
滋
賀
県
の
協
力
を
得
て
県
下
の
村
社
以
上
の
神
社
を
対
象
に
調
査
票
を
配
布
し

て
、
一
〇
三
六
の
神
社
中
八
四
四
社
か
ら
得
ら
れ
た
回
答
を
基
に
、
一
一
名
の
助
手

と
共
に
県
下
の
調
査
を
進
め
た
こ
と
な
ど
を
述
べ
て
い
る
）
7
（

。
高
橋
の
研
究
に
も
見
ら

れ
る
よ
う
に
、
こ
う
し
て
形
成
さ
れ
た
基
礎
的
な
調
査
デ
ー
タ
は
、
そ
の
集
約
性
の

高
さ
も
あ
っ
て
か
、
以
後
の
宮
座
研
究
に
積
極
的
に
活
用
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
肥
後

が
滋
賀
県
で
得
た
宮
座
研
究
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
、
研
究
史
の
中
で
も
大
き
な
位
置

を
占
め
た
こ
と
で
、
必
然
的
に
滋
賀
県
の
事
例
を
活
用
し
た
宮
座
研
究
は
い
き
お
い

増
加
す
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

民
俗
学
に
お
い
て
、
特
に
そ
の
論
を
構
築
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
を
展
開
す

る
上
で
有
効
と
な
る
フ
ィ
ー
ル
ド
を
設
定
す
る
こ
と
が
肝
要
と
な
る
の
だ
が
、逆
に
、

で
は
な
ぜ
そ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
が
対
象
化
さ
れ
た
の
か
と
い
っ
た
点
に
関
し
て
は
、
こ

れ
に
言
及
す
る
研
究
者
は
少
な
か
っ
た
。
個
々
の
宮
座
研
究
の
中
で
、
肥
後
の
集
積

し
た
滋
賀
県
の
デ
ー
タ
が
ど
の
程
度
の
位
置
を
占
め
た
の
か
は
推
測
の
域
を
出
な
い

の
だ
が
、
滋
賀
県
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
た
宮
座
研
究
が
、
ほ
か
の
地
域
に
比
し
て
突

出
し
て
い
る
背
景
に
、
肥
後
の
示
し
た
デ
ー
タ
等
の
存
在
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で

き
な
い
だ
ろ
う
。

そ
し
て
さ
ら
に
、
宮
座
研
究
の
事
例
と
し
て
滋
賀
県
下
の
そ
れ
が
頻
繁
に
引
用
さ

れ
る
に
至
っ
た
理
由
と
し
て
、
文
献
史
料
の
良
好
な
残
存
状
況
が
こ
れ
を
後
押
し
し

た
と
い
う
事
情
も
勘
案
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
宮
座
と
い
う
研
究

対
象
に
は
、
そ
れ
が
中
世
惣
村
の
成
立
や
展
開
と
い
っ
た
歴
史
的
背
景
を
も
っ
て
存

在
し
て
き
た
こ
と
が
前
提
と
し
て
挙
げ
ら
れ
、
故
に
歴
史
学
な
ど
と
民
俗
学
と
の
協

業
の
可
能
性
も
示
唆
さ
れ
て
き
た
の
だ
が
、
滋
賀
県
下
に
は
、
日
吉
今
堀
や
大
島
奥

津
島
、
そ
し
て
菅
浦
と
い
っ
た
中
世
の
村
落
構
造
を
分
析
す
る
上
で
重
要
な
史
料
が

幾
つ
か
伝
来
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
背
景
が
研
究
者
の
目
を
滋
賀
へ
と
向
け
る
一
因

と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
宮
座
研
究
を
概
観
し
て
み
る
と
、
殊
に
民
俗
学
の
分
野

か
ら
の
宮
座
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
、
滋
賀
県
よ
り
採
取
さ
れ
た
事
例
を
基
に
そ
の

論
を
構
築
し
た
も
の
が
数
多
く
、
そ
れ
は
先
行
研
究
と
し
て
提
示
さ
れ
た
肥
後
和
男

の
業
績
に
依
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
事
と
、
宮
座
と
い
う
研
究
対
象
が
多
分
に
歴
史

的
変
遷
過
程
を
意
識
す
る
必
要
性
の
あ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
特
に
中
世
惣
村

と
の
関
わ
り
の
中
で
こ
れ
が
論
じ
ら
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
中
世
史
料
の
残
存
が
歴
史

学
な
ど
に
よ
る
宮
座
研
究
の
ほ
ぼ
必
須
条
件
と
な
り
、
そ
れ
故
に
数
多
の
中
世
村
落

史
料
を
有
す
る
事
例
を
包
含
す
る
滋
賀
で
の
論
展
開
が
進
行
し
た
可
能
性
が
指
摘
で

き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

そ
こ
で
本
論
で
は
、
宮
座
研
究
の
各
場
面
に
お
い
て
滋
賀
県
下
の
事
例
が
ど
の
よ

う
に
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
の
か
を
、
主
に
民
俗
学
の
側
の
研
究
業
績
か
ら
再
度
検
証

し
、
宮
座
論
の
形
成
に
あ
た
っ
て
滋
賀
県
下
の
事
例
が
果
た
し
た
役
割
と
、
そ
こ
か
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ら
導
き
出
さ
れ
る
課
題
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

❷
肥
後
和
男
に
よ
る
宮
座
研
究
と
滋
賀
の
事
例

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、宮
座
研
究
に
お
い
て
は
肥
後
和
男
の
研
究
成
果
た
る『
近

江
に
於
け
る
宮
座
の
研
究
』
と
『
宮
座
の
研
究
』
の
二
著
の
影
響
は
少
な
く
は
な
く
、

ま
た
同
時
に
こ
の
研
究
に
よ
っ
て
宮
座
研
究
に
お
け
る
近
江
（
滋
賀
県
）
の
事
例
の

位
置
も
ま
た
重
要
視
さ
れ
た
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
実

質
的
に
宮
座
研
究
の
端
緒
を
開
い
た
と
も
言
え
る
肥
後
の
業
績
が
、
そ
の
後
の
研
究

を
ど
の
よ
う
に
導
い
て
き
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。

こ
の
肥
後
の
宮
座
研
究
に
取
り
組
む
姿
勢
に
対
し
て
は
、
近
年
に
な
っ
て
市
川
秀

之
よ
り
興
味
深
い
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
市
川
は
、
肥
後
が
提
起
し
、
そ
の
後
の

宮
座
研
究
に
お
い
て
争
点
の
一
つ
と
な
っ
た
「
株
座
」
と
「
村
座
」
に
つ
い
て
の
言

及
を
取
り
上
げ
、
肥
後
が
「
村
座
」
と
い
う
概
念
を
提
示
し
た
背
景
に
は
、
肥
後
の

宮
座
に
対
す
る
認
識
の
あ
い
ま
い
さ
が
あ
っ
た
も
の
と
分
析
す
る
。
市
川
に
よ
れ

ば
、
肥
後
は
宮
座
の
中
に
村
座
を
加
え
よ
う
と
し
た
た
め
に
、
組
織
を
指
す
も
の
で

あ
る
宮
座
を
組
織
の
面
か
ら
定
義
で
き
ず
「
宮
座
の
定
義
の
中
に
行
事
の
内
容
と
い

う
異
質
な
も
の
を
加
え
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
そ
の
概
念
は
一
層
あ
い
ま
い
さ
を
ま

す
こ
と
と
な
っ
た
」
の
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
市
川
は
、
宮
座
論
を
展
開
し
た
肥
後

の
心
底
に
は
、
当
時
の
時
局
、
つ
ま
り
国
家
総
動
員
体
制
下
の
日
本
の
国
情
に
適
合

し
た
「
祭
政
一
致
の
思
想
」
が
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
「
国
家
レ
ベ
ル
の
祭
政
一

致
を
下
支
え
す
る
存
在
と
し
て
村
落
レ
ベ
ル
で
の
氏
神
を
中
心
と
し
た
祭
政
一
致
が

あ
り
、
そ
の
象
徴
が
宮
座
で
あ
る
と
い
う
前
提
が
肥
後
の
宮
座
研
究
の
基
盤
に
は
存

在
し
た
」
と
断
ず
る
の
だ
）
8
（

。

市
川
に
よ
る
こ
の
指
摘
は
、
村
座
株
座
の
論
争
を
含
む
宮
座
に
関
す
る
研
究
過
程

が
、
肥
後
に
よ
っ
て
ミ
ス
リ
ー
ド
さ
れ
て
し
ま
っ
た
可
能
性
を
も
指
摘
す
る
も
の
と

い
え
る
の
だ
が
、こ
う
し
た
観
点
か
ら
肥
後
の
宮
座
論
を
改
め
て
見
直
し
て
み
る
と
、

興
味
深
い
点
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
滋
賀
県
蒲
生
郡
日
野

町
蓮
花
寺
の
事
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

蓮
花
寺
に
は
長
老
講
と
呼
ば
れ
る
組
織
が
あ
り
、
毎
年
四
月
に
白
髭
神
社
で
催
さ

れ
る
ど
ん
じ
ょ
祭
り
に
お
い
て
、
大
組
と
小
組
の
二
つ
の
座
に
分
か
れ
て
祭
祀
が
執

り
行
わ
れ
る
。
現
在
、
大
組
と
小
組
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
所
属
す
る
家
筋
の
男
子
は

皆
加
入
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
な
お
、
白
髭
神
社
に
は
隣
村
の
野
出
も
氏
神
と
し
て

参
集
し
て
お
り
、
野
出
に
も
か
つ
て
は
一
座
が
構
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

祭
礼
当
日
は
、
午
前
中
か
ら
拝
殿
に
て
神
事
が
あ
り
、
こ
の
と
き
神
社
正
面
に
向

か
っ
て
右
に
大
組
が
、
左
に
小
組
が
地
面
に
御
座
を
敷
い
て
そ
れ
ぞ
れ
に
分
か
れ
て

座
に
な
る
。
大
組
と
小
組
の
者
は
そ
れ
ぞ
れ
平
服
で
参
加
す
る
。
座
の
連
中
に
は
、

ね
む
の
木
で
で
き
た
箸
が
配
ら
れ
、
巫
女
舞
な
ど
の
神
事
が
終
了
す
る
と
各
座
に
一

献
目
の
酒
が
供
さ
れ
、
つ
づ
い
て
豆
腐
汁
が
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
二
献
目
の
酒
が
出

た
後
、
行
事
の
名
前
の
由
来
と
も
な
っ
た
ど
じ
ょ
う
汁
が
振
舞
わ
れ
る
（
写
真
1
）。

写真1　蓮花寺どんじょ祭

そ
の
後
、
神
社
に
供
え
ら
れ

て
い
た
供
物
が
下
げ
ら
れ
、
両

座
に
御
供
と
鰯
が
配
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
拝
殿
か
ら
社
守
が
退

席
し
、
社
務
所
で
裃
に
着
替
え

る
。
こ
の
と
き
同
時
に
子
ど
も

の
相
撲
と
り
が
白
褌
に
着
替
え

る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
座

で
は
、
両
座
で
新
旧
社
守
が
旧

を
上
座
に
し
て
給
仕
人
を
挟
ん

で
向
か
い
合
い
、
ト
ウ
ヤ
の
引

継
ぎ
が
行
わ
れ
る
。
ト
ウ
ヤ
は

大
組
小
組
の
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
一

名
ず
つ
が
選
任
さ
れ
、
社
守
と
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し
て
一
年
間
そ
の
任
に
当
た
る
。
ト
ウ
ヤ
は
年
長
の
順
に
ま
わ
っ
て
く
る
が
、
同
年

の
も
の
が
あ
れ
ば
親
が
年
長
の
者
が
先
に
な
る
。
ま
た
、
ト
ウ
ヤ
の
引
継
ぎ
と
相
前

後
し
て
子
ど
も
の
相
撲
が
執
り
行
わ
れ
る
。
相
撲
の
際
に
は
大
組
と
小
組
の
新
し
い

ト
ウ
ヤ
が
脇
に
立
ち
、
子
ど
も
の
相
撲
取
り
は
同
じ
所
作
を
二
回
繰
り
返
す
。
相
撲

で
は
勝
負
は
つ
け
な
い
。
子
ど
も
の
相
撲
が
終
わ
る
と
各
座
で
謡
が
歌
わ
れ
、
こ
れ

が
終
わ
る
と
新
社
守
は
御
幣
を
持
っ
て
自
宅
に
直
行
す
る
。
こ
の
時
に
社
守
は
誰
と

も
話
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
。
自
宅
に
着
く
と
、床
の
間
に
厨
子
が
置
い
て
あ
り
、

そ
こ
に
御
幣
を
収
め
る
。

こ
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
肥
後
和
男
の
『
近
江
に
於
け
る
宮
座
の
研
究
』
の
中
に

は
「
西
桜
谷
村
大
字
蓮
花
寺
の
白
髭
神
社
に
は
、
大
組
小
組
の
二
座
あ
り
、
全
氏
子

の
男
子
が
加
入
す
る
が
、
餅
二
升
を
搗
き
て
神
供
し
、
こ
れ
を
座
中
に
配
り
て
座
入

の
し
る
し
と
す
る
。」
お
よ
び
「
西
桜
谷
村
大
字
蓮
花
寺
の
白
髭
神
社
に
古
来
長
老

講
と
称
す
る
も
の
あ
り
。
そ
の
氏
子
区
域
た
る
大
字
蓮
花
寺
に
大
組
・
小
組
の
二
座
、

字
野
出
に
一
座
あ
り
。」
と
の
み
記
さ
れ
る
）
9
（

。
現
況
の
民
俗
事
例
に
は
肥
後
の
記
録

と
大
き
く
違
う
点
は
な
い
。た
だ
し
、大
組
と
小
組
の
そ
れ
ぞ
れ
に
は「
神
事
細
見
録
」

な
る
史
料
が
申
し
送
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
大
組
所
有
の
「
神
事
細
見
録
」
の
記

述
に
は
、
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
と
明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）
と
に
、
そ
れ

ぞ
れ
帳
面
の
破
損
な
ど
を
理
由
と
し
た
改
訂
が
行
わ
れ
た
旨
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
ひ
と
つ
注
意
し
て
見
て
お
き
た
い
の
は
、
白
髭
神
社
の
事
例
に
み
ら
れ
る

大
組
と
小
組
の
二
座
に
つ
い
て
で
あ
る
。
現
状
の
民
俗
で
は
、
両
座
の
間
に
ヒ
エ
ラ

ル
ヒ
ー
の
設
定
は
な
く
、
二
つ
の
座
は
神
社
の
境
内
で
全
く
別
個
に
行
事
を
執
り

行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
最
終
的
に
は
神
社
の
本
殿
に
て
神
職
に
よ
る
祭
祀
が
全
て
の

氏
子
を
対
象
に
催
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
う
な
る
と
大
組
と
小
組
と
い
う
二
つ
の
座
が

い
か
な
る
機
能
を
有
す
る
の
か
、
は
た
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
座
の
構
成
員
は
そ
も
そ

も
い
か
に
し
て
配
分
さ
れ
た
の
か
、
と
い
っ
た
点
が
未
解
決
の
ま
ま
残
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
筆
者
は
嘉
永
六
年
と
明
治
二
十
八
年
の
両
度
に
行
わ
れ
た「
神
事
細
見
録
」

改
訂
の
背
景
に
、
時
代
背
景
に
即
応
し
た
何
ら
か
の
座
の
再
編
成
が
な
さ
れ
た
の
で

は
な
い
か
と
推
察
す
る
の
だ
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
肥
後
の
収
集
し
た
デ
ー
タ
を

基
に
し
た
記
載
か
ら
は
、
氏
神
の
祭
祀
と
し
て
の
座
の
儀
礼
以
上
の
要
件
を
見
出
す

こ
と
は
難
し
い
よ
う
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
蓮
花
寺
の
一
事
例
を
も
と
に
肥
後
和
男
の
示
し
た
研
究
の
全
て
を
断

ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
が
、
市
川
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
宮
座
に
つ
い
て
肥
後

に
は
、
村
の
成
員
全
て
が
参
加
す
る
「
村
座
」
的
性
格
が
常
に
念
頭
に
あ
っ
た
可
能

性
は
捨
て
き
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

❸「
典
型
的
な
宮
座
」「
変
形
的
な
宮
座
」論
争
と
滋
賀
の
事
例

さ
て
、
宮
座
研
究
に
お
け
る
民
俗
事
例
の
調
査
と
対
を
な
す
も
う
一
方
の
ア
プ

ロ
ー
チ
の
方
途
と
し
て
、
文
献
史
料
か
ら
の
宮
座
事
例
の
精
査
と
い
う
方
法
が
従
来

よ
り
と
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
の
う
え
で
、
元
来
、

宮
座
つ
い
て
の
概
念
的
理
解
は
、
例
え
ば
中
山
太
郎
が
唱
え
る
よ
う
に
「
宮
座
の
意

義
を
概
括
的
に
云
へ
ば
、
宮
座
と
は
、
そ
の
神
社
の
祭
儀
、
及
び
経
営
に
関
し
、
他

の
信
徒
（
若
し
く
は
氏
子
）
に
比
較
し
て
、
特
別
な
る
権
限
を
有
す
る
氏
子
の
組
合

を
云
ふ
も
の
）
10
（

」
で
あ
り
、
ま
た
豊
田
武
が
述
べ
る
ご
と
く
「
宮
座
と
い
う
の
は
、
神

社
を
め
ぐ
る
祭
祀
組
織
で
あ
り
、
そ
の
祭
祀
集
団
の
構
成
者
は
そ
の
神
社
と
も
っ
と

も
深
い
因
縁
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
鎌
倉
時
代
の
農
村
で
は
、
こ
の
宮
座
が
極
め

て
厳
重
な
封
鎖
的
団
体
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
神
と
関
係
の
な
い
も
の
は
一
切
祭
祀

に
参
加
す
る
こ
と
を
拒
否
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
小
農
民
が
相
つ
い
で
独
立
し
、

郷
村
の
結
合
が
進
ん
で
く
る
と
、
こ
の
封
鎖
的
な
宮
座
も
村
民
一
般
に
開
放
さ
れ
、

誰
で
も
そ
の
祭
祀
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
）
11
（

。」
と
い
う
よ
う
な
歴
史
的
変
遷

の
過
程
が
先
ず
想
起
さ
れ
る
対
象
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。

そ
れ
故
に
例
え
ば
宮
座
と
い
う
研
究
対
象
を
媒
介
と
し
て
、
歴
史
学
と
民
俗
学
と

が
協
業
出
来
得
る
土
壌
が
永
ら
く
保
持
さ
れ
て
き
た
の
だ
が
、
一
方
の
歴
史
学
の
研

究
手
法
の
必
然
か
ら
、
史
料
の
残
存
を
見
な
い
、
あ
る
い
は
絶
対
的
な
史
料
の
不
足
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す
る
対
象
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
研
究
の
俎
上
に
乗
せ
得
な
い
と
い
う
事
情
が
常
に

出
来
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ
を
補
い
つ
つ
中
世
の
村
落
構
造
等
に
つ
い
て
一
定
の
見

地
を
構
築
す
る
た
め
に
、
歴
史
学
の
側
が
そ
の
手
段
と
し
て
援
用
し
た
の
が
フ
ィ
ー

ル
ド
か
ら
の
事
例
採
取
で
あ
っ
た
。
実
際
、
宮
座
研
究
に
お
け
る
歴
史
学
サ
イ
ド
の

代
表
的
な
研
究
者
で
あ
る
萩
原
龍
夫
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
現
存
の
宮
座
を
調
査
す
る
場
合
中
世
文
書
を
豊
富
に
残
し
て
い
る

土
地
を
選
ぶ
の
が
、
歴
史
的
考
察
の
上
か
ら
は
最
も
賢
い
方
法
で
あ
る
に
き

ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
ひ
ど
く
皮
肉
な
こ
と
に
中
世
文
書
を
豊
富
に
残
す
今
堀

や
奥
島
は
宮
座
の
慣
行
が
希
薄
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
反
対
に
慣
行
が
良

く
続
け
ら
れ
て
い
る
近
江
馬
淵
や
奈
良
県
生
駒
に
は
中
世
文
書
が
乏
し
い
。
近

世
文
書
と
な
る
と
話
は
別
で
あ
る
が
、
こ
の
方
は
ま
だ
調
査
が
行
き
届
い
て
い

な
い
か
ら
断
定
的
な
こ
と
は
い
え
な
い
【
中
略
】
そ
こ
で
い
ま
は
と
り
あ
え
ず
、

か
つ
て
惣
村
結
合
が
旺
盛
に
見
ら
れ
そ
の
史
料
を
豊
富
に
残
し
た
地
域
に
含
ま

写真2　椿神社の神門（近江八幡市千僧供町）

れ
、
且
つ
宮
座
の
慣
行
を
よ

く
保
持
し
て
い
る
地
点
を
選

ん
で
、
考
察
を
加
え
る
こ
と

に
す
る
）
12
（

。

そ
し
て
萩
原
は
、「
筆
者
の
経

験
の
範
囲
内
で
は
宮
座
と
し
て
非

常
に
整
然
と
し
た
構
成
を
現
存
し

て
お
り
、
こ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
暗

示
は
限
り
も
無
く
大
き
い
）
13
（

」
と
し

て
、
滋
賀
県
近
江
八
幡
市
馬
淵
に

お
け
る
宮
座
と
そ
の
行
事
の
考
察

を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

馬
淵
の
祭
祀
は
、
近
江
八
幡
市

の
岩
倉
と
千
僧
供
、
そ
し
て
馬
淵

の
三
つ
の
集
落
に
よ
っ
て
執
り
行
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
三
集
落
に
は
、
馬
淵
郷
の
大
宮

と
さ
れ
る
馬
見
岡
神
社
と
、
千
僧
供
の
氏
神
の
椿
神
社
の
二
社
で
の
儀
礼
を
中
心
に

結
集
す
る
宮
座
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
ず
外
座
と
内
座
と
い
う
枠
組
み
に
わ
か
れ
、

外
座
に
は
神
部
村
・
田
楽
村
・
神
宮
村
・
神
村
・
氏
村
・
幣
村
が
あ
っ
て
集
落
を
ま

た
い
で
組
織
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
集
落
に
も
、
岩
倉
に
は
宮
講
と
寺
講
が
あ
っ

て
そ
の
う
ち
年
長
者
十
名
が
長
老
講
と
な
り
、
千
僧
供
に
は
年
長
者
十
名
に
よ
る
ジ

ゲ
オ
ト
ナ
が
あ
り
、
そ
し
て
馬
淵
に
は
本
村
と
神
村
と
が
あ
っ
て
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
に

オ
ト
ナ
と
呼
ば
れ
る
長
老
の
組
織
が
あ
る
。
ま
た
、
各
集
落
は
そ
れ
ぞ
れ
に
祭
礼
の

中
心
と
な
る
神
社
を
も
有
し
、
非
常
に
複
雑
な
祭
祀
組
織
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。

こ
の
馬
淵
郷
に
お
け
る
宮
座
事
例
は
、
そ
の
結
集
の
背
景
に
水
利
共
同
体
と
し
て

の
様
相
を
か
つ
て
は
有
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
萩
原
は
、
こ
の
連
合
の
祭
祀
組
織
が

発
達
し
た
理
由
を
、
用
水
関
係
に
よ
る
村
落
間
の
競
合
の
様
相
に
つ
い
て
「
外
交
的

交
渉
に
よ
っ
て
打
開
す
る
道
を
、
厳
密
至
極
な
祭
祀
儀
礼
を
通
じ
て
く
り
か
え
し
演

出
し
よ
う
と
し
た
」
と
分
析
す
る
。
萩
原
は
ま
た
宮
座
事
例
を
見
て
ゆ
く
視
点
と
し

て
、
馬
淵
の
宮
座
を
例
に
「
祭
祀
組
織
に
は
長
い
年
月
の
集
団
の
発
展
と
変
貌
と
が

凝
集
し
、
古
い
も
の
と
新
し
い
も
の
と
が
癒
着
し
て
い
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。
史

料
に
よ
っ
て
そ
れ
を
分
析
し
た
く
と
も
、手
が
か
り
と
な
る
も
の
は
は
な
は
だ
少
い
。

ま
し
て
交
通
の
便
利
な
、
外
か
ら
の
刺
激
を
受
け
や
す
い
こ
の
地
域
に
於
て
、
祭
祀

の
中
世
型
・
近
世
型
を
は
っ
き
り
と
分
析
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
）
14
（

」
と
も
述
べ

て
い
る
。

こ
の
萩
原
の
論
考
に
対
し
て
は
、
原
田
敏
明
が
近
隣
の
他
の
宮
座
事
例
と
の
比
較

検
討
な
ど
に
よ
り
、
特
に
神
主
の
在
り
方
な
ど
か
ら
こ
れ
を
「
典
型
的
宮
座
」
と
す

る
萩
原
の
説
に
異
議
を
唱
え
て
い
る
。
原
田
は
「
馬
見
岡
神
社
の
場
合
に
は
、
そ
こ

で
三
カ
村
合
同
し
て
宮
座
の
行
事
を
行
な
う
。
し
か
も
世
襲
の
神
主
も
い
な
い
。
そ

こ
に
何
か
大
き
な
違
っ
た
変
化
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
も
の
が
あ

る
。
こ
こ
に
あ
え
て
こ
れ
を
変
形
的
な
座
と
い
う
の
で
、
必
ず
し
も
典
型
的
と
は
い

え
な
い
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
う
）
15
（

」
と
し
て
、
萩
原
に
よ
る
民
俗
事
例
の
見
立
て
に
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反
論
し
て
い
る
。こ
の
議
論
は
、で
は
宮
座
と
は
い
か
な
る
事
象
を
指
す
の
か
と
い
っ

た
課
題
を
浮
き
彫
り
に
し
、
宮
座
研
究
が
学
際
的
に
盛
り
上
が
り
を
み
せ
る
契
機
と

な
っ
た
。
ま
た
、
馬
淵
に
お
け
る
宮
座
の
事
例
は
、
そ
の
後
の
宮
座
研
究
を
志
す
学

者
が
少
な
か
ら
ず
触
れ
ね
ば
な
ら
な
い
基
礎
的
な
事
例
と
目
さ
れ
る
よ
う
に
も
な
っ

た
の
で
あ
る
。

こ
の
馬
淵
の
宮
座
事
例
は
、
近
年
に
な
っ
て
自
治
体
な
ど
に
よ
る
集
約
的
な
調
査

が
お
こ
な
わ
れ
、
民
俗
的
な
見
地
か
ら
の
全
貌
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ

る
）
16
（

。
実
際
の
馬
淵
郷
の
祭
は
、
近
世
期
に
お
け
る
開
発
と
用
水
関
係
の
変
遷
に
よ
っ

て
早
期
に
無
意
味
化
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
萩
原
や
原
田
の
み
た
民
俗
と
し
て

の
馬
淵
の
宮
座
は
、
全
く
の
「
生
き
た
」
宮
座
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

で
あ
る
な
ら
ば
、
馬
淵
の
宮
座
を
め
ぐ
る
議
論
の
意
義
は
ど
こ
に
あ
っ
た
と
い
え

る
だ
ろ
う
か
。
米
田
実
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
か
ら
採
集
さ
れ
た
デ
ー
タ
等
か
ら
、
こ
の

宮
座
事
例
が
「
対
抗
の
歴
史
を
持
っ
た
三
ヶ
村
の
均
衡
的
な
秩
序
を
維
持
す
る
た
め

の
儀
式
」
に
転
じ
て
い
る
と
し
、
馬
淵
の
宮
座
を
象
徴
す
る
「
四
分
四
分
二
分
は
神

の
水
」
と
い
う
文
言
を
し
て
、「
現
在
の
言
葉
と
し
て
こ
の
よ
う
な
言
葉
が
、
い
さ

さ
か
「
臆
面
も
な
く
」
刻
ま
れ
顕
彰
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
物
語
の
「
通
時
性
」

を
指
摘
で
き
る
」
と
述
べ
て
）
17
（

、
こ
の
宮
座
が
地
域
の
社
会
秩
序
を
司
る
「
物
語
」
と

し
て
在
地
の
人
々
に
把
握
さ
れ
伝
承
さ
れ
て
き
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

米
田
の
宮
座
に
対
す
る
姿
勢
は
、「
近
世
宮
座
は
歴
史
的
に
見
れ
ば
「
宮
座
遺
制
」

で
あ
り
、
し
か
し
な
お
相
応
の
地
位
を
占
め
て
存
続
し
た
こ
と
は
、
村
政
機
関
と
は

別
に
村
落
が
一
定
の
社
会
的
機
能
を
も
つ
集
団
と
し
て
、
積
極
的
で
あ
れ
消
極
的
で

あ
れ
評
価
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
）
18
（

」
と
の
文
言
に
示
さ
れ
る
通
り
だ

が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
、
筆
者
も
意
見
を
ほ
ぼ
同
じ
く
す
る
も
の
で
、
多
数
の
集
落

が
介
在
す
る
関
係
が
水
利
を
基
盤
と
し
て
成
立
し
、
そ
れ
ら
集
落
間
の
秩
序
を
統
御

し
維
持
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
祭
祀
が
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
事
例
は
現
実
に
存

在
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
当
該
地
域
の
水
利
的
連
環
の
中
で
の
真
実
で

あ
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
宮
座
な
ど
の
事
例
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
そ
の

宮
座
を
構
成
す
る
観
念
が
人
々
に
共
有
さ
れ
て
、
事
実
と
し
て
執
行
さ
れ
続
け
る
こ

と
に
意
味
が
あ
る
の
だ
と
考
え
て
い
る
）
19
（

。

萩
原
ら
に
よ
る
馬
淵
の
宮
座
を
め
ぐ
る
議
論
の
展
開
は
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
宮

座
研
究
に
お
け
る
転
機
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
滋
賀
県
下
で
採
集
さ
れ
た
宮
座
の
民

俗
事
例
は
、
萩
原
や
原
田
ら
の
研
究
を
通
し
て
、
歴
史
学
の
見
地
か
ら
の
宮
座
研
究

に
示
唆
を
与
え
る
素
材
と
し
て
認
識
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

❹
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の「
宮
座
」の
構
築

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
宮
座
研
究
の
議
論
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
に
お

い
て
、滋
賀
県
内
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
宮
座
の
事
例
が
、そ
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
ケ
ー

ス
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
こ
と
は
理
解
で
き
よ
う
。
肥
後
和
男
が
近
江
の
事
例
を
基

礎
に
し
て
提
示
し
た
「
株
座
」「
村
座
」
論
は
、
現
在
で
も
決
着
を
見
ぬ
宮
座
研
究

の
課
題
で
あ
る
し
、
萩
原
龍
夫
に
よ
っ
て
唱
導
さ
れ
た
、
歴
史
学
か
ら
の
宮
座
へ
ア

プ
ロ
ー
チ
す
る
際
の
補
完
的
資
料
と
し
て
宮
座
事
例
を
観
察
す
る
姿
勢
も
ま
た
、
未

だ
宮
座
研
究
の
有
効
な
手
法
と
し
て
健
在
で
あ
る
。
つ
ま
り
我
々
研
究
者
は
、
宮
座

の
祭
祀
組
織
や
伝
承
の
中
に
中
世
以
来
の
村
落
の
様
相
を
垣
間
見
よ
う
と
し
た
の
で

あ
り
、
そ
れ
は
中
世
の
村
落
関
連
史
料
の
残
存
如
何
に
よ
っ
て
、
更
に
補
強
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
筈
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、肝
心
の
宮
座
に
関
す
る
研
究
者
の
姿
勢
は
、

未
だ
定
ま
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
歪
む
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
中
世
の
村
落
に
対
す
る
考
え
方
は
、
研
究
者
の
姿
勢
等
に
よ
っ
て
ま

ち
ま
ち
で
あ
っ
た
。
民
俗
学
の
中
で
も
、
例
え
ば
真
野
俊
和
は
、「
宮
座
に
お
い
て
、

そ
の
座
は
一
定
の
秩
序
や
規
則
の
も
と
に
座
席
が
定
め
ら
れ
、
と
き
に
は
そ
の
集
団

や
組
織
自
体
が
「
座
」
と
い
う
名
で
よ
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
宮
座
を
定
義
す
る
さ

い
の
一
つ
の
有
力
な
指
標
は
、
ま
さ
に
こ
の
一
座
す
る
と
い
う
特
徴
に
も
と
め
ら
れ

る
）
20
（

」
と
述
べ
、
関
沢
ま
ゆ
み
は
「
宮
座
の
特
徴
は
、
村
人
の
う
ち
一
定
の
資
格
を
得

た
男
子
の
み
の
組
織
で
あ
る
こ
と
、
内
部
に
は
年
齢
秩
序
が
あ
り
、
と
く
に
年
長
者
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の
長
老
た
ち
に
権
限
が
あ
る
こ
と
、
終
身
制
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
）
21
（

」
と
述
べ

る
な
ど
、
細
部
に
お
い
て
甚
だ
一
致
を
み
な
い
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
中
世
の
惣
村
結

合
に
そ
の
起
源
を
有
す
る
と
さ
れ
る
宮
座
と
い
う
課
題
に
つ
い
て
は
、
往
時
の
村
落

に
対
し
て
各
研
究
者
が
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
、
ま
た
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
ど

の
程
度
共
有
で
き
る
か
に
依
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
う
し
た
観
点
か
ら
、
滋
賀
県
下
の
事
例
で
、
し
か
も
中
世
惣
村
の
様
相
を
記
し

た
古
文
書
を
数
多
く
有
す
る
菅
浦
の
事
例
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
滋
賀
県
長
浜
市

西
浅
井
町
菅
浦
は
琵
琶
湖
の
北
岸
に
位
置
す
る
半
農
半
漁
の
集
落
で
、
周
囲
の
村
々

と
地
理
的
に
隔
絶
し
た
条
件
か
ら
、
様
々
な
民
俗
が
守
り
伝
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
し

て
、
菅
浦
を
学
術
的
に
最
も
有
名
に
し
た
の
が
、
集
落
内
の
阿
弥
陀
寺
に
保
管
さ
れ

て
き
た
一
〇
〇
〇
点
も
の
中
世
文
書
「
菅
浦
文
書
」
の
存
在
で
あ
る
。
中
世
の
村
落

自
治
の
様
相
を
詳
細
に
伝
え
る
こ
の
文
書
群
の
発
見
に
よ
っ
て
、
日
本
の
村
落
史
研

究
は
飛
躍
的
に
進
展
し
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。

菅
浦
文
書
に
見
ら
れ
る
村
落
組
織
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
原
田
敏
丸
が
中
世
か
ら

近
世
へ
の
変
遷
の
様
子
を
軸
に
簡
潔
に
ま
と
め
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
中
世
菅

浦
で
は
年
齢
秩
序
に
基
づ
く
宿
老
二
〇
名
が
村
落
を
代
表
す
る
統
制
の
責
任
者
と
し

て
位
置
付
け
ら
れ
て
き
た
も
の
が
、
中
世
後
期
か
ら
近
世
初
頭
に
な
る
と
、
中
老
と

い
う
地
域
代
表
的
な
性
格
を
も
つ
役
員
が
台
頭
し
、
つ
い
に
は
中
老
が
二
〇
名
の
統

御
責
任
者
の
な
か
に
収
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
変
化
の
背
景
に
つ
い
て

原
田
敏
丸
は
、「
中
世
末
期
の
支
配
関
係
に
お
い
て
は
貢
納
支
配
を
主
と
し
、
し
か

も
一
村
落
菅
浦
が
同
時
に
複
数
の
領
主
的
支
配
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

に
対
し
近
世
の
菅
浦
村
は
膳
所
藩
の
み
の
単
一
支
配
に
し
て
、
且
つ
貢
納
支
配
の
み

な
ら
ず
村
落
内
部
に
ま
で
深
く
く
い
こ
ん
だ
強
力
な
人
身
支
配
を
受
け
る
こ
と
に

な
っ
た
）
22
（

」
こ
と
が
あ
り
、
村
落
の
自
治
は
近
世
期
に
入
っ
て
大
幅
に
後
退
す
る
こ
と

と
な
っ
た
と
す
る
。

同
様
の
件
に
関
し
て
福
田
ア
ジ
オ
は
、
近
世
中
後
期
か
ら
近
現
代
に
か
け
て
の
菅

浦
の
社
会
組
織
の
変
遷
に
つ
い
て
、
現
在
菅
浦
の
内
部
で
東
西
二
地
区
か
ら
二
名
ず

つ
出
る
計
四
名
の
長
老
衆
に
着
目
し
、
彼
ら
が
祭
祀
や
儀
礼
の
み
の
担
い
手
で
は
な

く
、
共
有
財
産
の
管
理
や
村
落
内
普
請
の
差
配
な
ど
村
落
運
営
に
お
い
て
も
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
や
、
こ
の
四
名
の
長
老
衆
が
、
近
世
期
に
は
二
〇
名
い

た
中
老
に
相
当
し
、「
そ
れ
が
明
治
以
降
次
第
に
区
長
以
下
の
役
職
者
中
心
の
運
営

と
な
り
、
つ
い
に
は
長
老
衆
の
人
数
も
わ
ず
か
四
人
と
な
っ
た
も
の
と
判
断
さ
れ

る
）
23
（

」
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
。

ち
な
み
に
現
在
の
菅
浦
で
は
、
毎
年
春
先
に
催
さ
れ
る
祭
礼
に
お
い
て
須
賀
・
小

林
・
赤
崎
の
三
社
が
祀
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
社
を
司
る
神
主
組
が
東
組
と
中
組
と

西
組
の
そ
れ
ぞ
れ
に
九
名
ず
つ
計
二
七
名
出
て
、
そ
こ
か
ら
神
主
が
各
社
一
名
ず
つ

選
ば
れ
る
。
ま
た
祭
礼
当
日
に
は
、
神
輿
が
菅
浦
の
象
徴
た
る
東
西
の
四
足
門
の
間

を
往
来
し
、
そ
の
後
で
神
主
ら
に
よ
る
幣
祭
り
の
儀
礼
が
執
り
行
わ
れ
る
が
、
こ
の

時
に
神
社
境
内
で
座
的
な
様
相
が
若
干
で
は
あ
る
が
展
開
さ
れ
る
。

さ
て
、
民
俗
的
な
見
地
か
ら
現
在
の
菅
浦
の
社
会
組
織
お
よ
び
祭
祀
儀
礼
を
概

観
し
て
も
、
そ
こ
に
宮
座
と
ま

で
呼
べ
そ
う
な
様
相
は
見
て
取

れ
な
い
。
先
学
の
業
績
に
も
宮

座
の
具
体
事
例
と
し
て
菅
浦
の

フ
ィ
ー
ル
ド
デ
ー
タ
を
引
用
し

た
も
の
は
少
な
い
と
思
わ
れ
る

の
だ
が
、
原
田
敏
丸
や
福
田
ア

ジ
オ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
と
お

り
、
中
世
か
ら
近
世
を
経
て
近

現
代
へ
と
至
る
村
落
組
織
の
変

化
の
過
程
を
シ
ュ
ミ
レ
ー
ト
す

る
上
で
は
、
菅
浦
の
事
例
は
格

好
の
素
材
を
提
供
し
て
く
れ
る

よ
う
で
あ
る
。
薗
部
寿
樹
が
唱
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導
す
る
よ
う
に
、「
も
と
も
と
臈
次
成
功
身
分
で
あ
っ
た
年
寄
衆
・
座
衆
身
分
は
、

村
落
財
政
の
変
化
に
よ
り
、
近
世
に
は
家
を
単
位
と
す
る
宮
座
組
織
に
お
い
て
家
格

に
固
着
す
る
身
分
秩
序
に
か
わ
っ
て
い
っ
た
。近
世
宮
座
が
維
持
し
た
家
格
制
と
は
、

非
宮
座
構
成
員
及
び
宮
座
構
成
員
そ
れ
ぞ
れ
の
家
格
を
ラ
ン
ク
づ
け
て
権
威
化
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
身
分
差
別
を
維
持
す
る
シ
ス
テ
ム
）
24
（

」
と
い
う
見
解
に
当
て
は
め
て

考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
菅
浦
の
村
落
構
造
の
変
遷
は
、
宮
座
を
含
め
た
歴
史
的
存
在

と
し
て
の
「
村
」
と
い
う
も
の
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
に
、
大
き
な
示
唆
を
与

え
て
く
れ
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
ひ
と
つ
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
研
究
者

が
受
け
る
菅
浦
と
い
う
フ
ィ
ー
ル
ド
か
ら
の
印
象
は
、
ど
う
し
て
も
「
中
世
惣
村
の

系
譜
を
引
く
村
」
と
し
て
の
菅
浦
と
い
う
フ
ァ
ク
タ
ー
抜
き
に
は
成
立
し
得
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
宮
座
研
究
に
お
け
る
フ
ィ
ー
ル
ド
デ
ー
タ
の
取
り
扱

い
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
、
前
節
に
お
い
て
引
用
し
た
萩
原
龍
夫
の
言
葉
に
も

あ
る
と
お
り
、「
と
り
あ
え
ず
、
か
つ
て
惣
村
結
合
が
旺
盛
に
見
ら
れ
そ
の
史
料
を

豊
富
に
残
し
た
地
域
に
含
ま
れ
、
且
つ
宮
座
の
慣
行
を
よ
く
保
持
し
て
い
る
地
点
を

選
ん
で
、
考
察
を
加
え
る
）
25
（

」
こ
と
が
、
往
時
の
宮
座
の
様
相
を
知
り
得
る
賛
助
に
は

な
り
得
て
も
、
現
状
の
民
俗
が
中
世
に
直
結
す
る
こ
と
は
考
え
難
い
の
で
あ
る
。
そ

こ
に
は
当
然
、「
宮
座
的
な
も
の
」
を
伝
承
し
て
き
た
在
地
の
側
が
、
そ
の
民
俗
的

事
情
に
よ
っ
て
事
例
の
「
書
き
換
え
」
を
行
な
っ
て
き
た
可
能
性
の
高
い
こ
と
を
、

我
々
は
常
に
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

以
上
、
宮
座
を
題
材
と
し
た
従
来
の
研
究
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
滋
賀
県
下
か
ら
採

取
さ
れ
た
事
例
が
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を

試
み
た
。
肥
後
和
男
に
よ
る
近
江
の
宮
座
事
例
の
猟
歩
に
始
ま
る
滋
賀
県
下
の
本
格

的
な
宮
座
研
究
は
、「
株
座
」
と
「
村
座
」
と
い
う
宮
座
概
念
の
本
質
に
も
迫
る
課

題
を
世
に
示
し
、
ま
た
萩
原
龍
夫
が
馬
淵
の
宮
座
を
題
材
と
し
て
提
起
し
た
「
典
型

的
な
宮
座
」
と
い
う
言
説
も
ま
た
「
宮
座
と
は
何
か
」
と
い
う
議
論
を
醸
成
す
る
契

機
と
な
っ
た
。

た
だ
、
肥
後
の
宮
座
に
対
す
る
研
究
姿
勢
へ
の
市
川
秀
之
の
反
駁
に
も
見
ら
れ
る

通
り
、
滋
賀
県
下
の
事
例
へ
の
偏
重
が
み
ら
れ
る
宮
座
研
究
に
は
、
若
干
の
危
う
さ

も
ま
た
指
摘
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
民
俗
事
例
か
ら
類
推
さ
れ
た
宮
座

と
村
落
史
と
の
連
関
性
に
つ
い
て
も
、
馬
淵
の
宮
座
を
め
ぐ
る
萩
原
の
説
に
対
す
る

「
典
型
的
」
か
「
変
形
的
」
か
、
と
い
っ
た
論
争
に
み
ら
れ
る
如
く
、
宮
座
を
研
究

す
る
者
達
の
事
例
に
対
す
る
印
象
の
如
何
に
よ
っ
て
、
そ
の
様
相
は
一
変
す
る
可
能

性
も
孕
む
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
当
然
、
中
世
惣
村
の
も
の
と
し
て
あ
ま
り
に
も
良
好

な
史
料
を
数
多
有
す
る
菅
浦
の
様
態
を
、
典
型
と
と
る
か
変
形
と
す
る
か
、
と
い
う

事
と
も
関
連
し
て
く
る
だ
ろ
う
。

で
は
最
後
に
、
宮
座
研
究
に
対
す
る
筆
者
の
見
通
し
を
示
し
て
み
た
い
。
本
論
で

も
取
り
上
げ
た
馬
淵
の
宮
座
事
例
に
つ
い
て
、
筆
者
も
こ
れ
を
観
察
す
る
機
会
に
恵

ま
れ
た
の
だ
が
、
そ
こ
か
ら
受
け
た
印
象
は
、
ほ
ぼ
萩
原
の
推
論
と
同
様
で
、
中
世

的
な
世
界
観
の
中
で
構
築
さ
れ
た
宮
座
の
遺
制
的
シ
ス
テ
ム
が
祭
祀
に
反
映
さ
れ
た

も
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
一
つ
に
は
、
一
村
落
単
位
で

は
比
較
的
容
易
な
社
会
組
織
の
改
編
が
、
多
く
の
利
害
を
異
に
す
る
集
落
が
介
在
す

る
た
め
に
馬
淵
郷
の
三
集
落
で
は
困
難
で
あ
り
、
そ
の
解
決
策
と
し
て
、
三
集
落
間

で
相
互
に
納
得
し
得
る
「
物
語
」
を
在
地
が
必
要
と
し
、
そ
の
結
果
が
歴
史
的
遡
及

を
も
っ
て
構
築
さ
れ
た
宮
座
の
結
集
原
理
と
な
っ
て
、
祭
礼
に
反
映
さ
れ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
と
筆
者
は
み
る
。

こ
の
よ
う
に
、
在
地
側
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
「
物
語
」
を
軸
に
中
世
以
来
の
村

落
関
係
が
整
理
さ
れ
た
例
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
小
栗
栖
健
治
が
、
滋
賀
県
大
津

市
の
仰
木
庄
の
宮
座
に
つ
い
て
、そ
の
開
発
神
話
が
仰
木
庄
域
に
お
い
て
了
解
さ
れ
、

祭
礼
な
ど
に
そ
れ
が
反
映
さ
れ
る
こ
と
で
秩
序
の
維
持
に
一
定
の
効
果
を
挙
げ
て
い

る
事
例
を
紹
介
し
て
お
り
）
26
（

、
こ
れ
に
関
し
て
は
薗
部
寿
樹
が
、
こ
の
仰
木
庄
の
「
親
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（
1
）　

住
谷
一
彦
﹇
一
九
七
五
﹈
三
一
九
頁
参
照
。

（
2
）　

福
田
ア
ジ
オ
「
宮
座
」（『
日
本
民
俗
大
辞
典
下
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
参
照
。

（
3
）　

森
本
一
彦
編
『
宮
座
文
献
目
録 
2
0
0
3
年
度
版
』（
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
A

「
現
代
の
宮
座
の
総
合
的
調
査
研
究
お
よ
び
宮
座
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
」
調
査
報
告
書
一　

二
〇
〇
四
年
三
月
三
〇
日　

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
発
行
）

（
4
）　

小
栗
栖
健
治
﹇
二
〇
〇
五
﹈
三
九
五
―
三
九
六
頁
参
照

（
5
）　

橋
本
章
﹇
二
〇
〇
一
﹈
参
照
。

（
6
）　

高
橋
統
一
﹇
一
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註

村
」
の
史
料
を
も
と
に
「
村
落
神
話
の
政
治
的
機
能
」
つ
い
て
言
及
し
、「
村
落
神

話
に
は
、
領
主
の
意
図
的
操
作
の
跡
の
み
で
は
な
く
、
在
地
民
衆
の
側
の
領
主
支
配

承
認
ま
た
は
不
承
認
の
論
理
が
読
み
と
れ
る
）
27
（

」
と
述
べ
る
な
ど
、
現
状
の
宮
座
事
例

に
対
す
る
歴
史
学
の
分
野
か
ら
の
ま
な
ざ
し
の
方
向
性
に
つ
い
て
示
唆
を
与
え
て
く

れ
て
い
る
。

歴
史
資
料
に
内
在
す
る
伝
承
性
と
、
そ
の
伝
承
成
立
の
背
景
に
対
す
る
考
察
は
、

こ
れ
を
積
極
的
に
お
こ
な
う
こ
と
で
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
よ
る
成
果
の
深
化
と
史

料
の
多
面
的
理
解
の
促
進
を
図
り
う
る
手
法
で
あ
り
、
宮
座
と
い
う
課
題
と
向
き
合

う
上
に
お
い
て
極
め
て
有
効
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

上
野
和
男
は
、
宮
座
と
い
う
研
究
対
象
の
歴
史
的
変
遷
過
程
と
現
状
の
民
俗
と
に

つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
見
通
し
を
た
て
て
分
析
し
て
い
る
。

（
宮
座
は
）
こ
れ
ま
で
に
も
歴
史
的
に
い
く
つ
か
の
大
き
な
変
化
を
経
験
し
て

き
た
。
ひ
と
つ
は
、
藩
制
村
と
家
制
度
の
成
立
に
伴
う
中
世
か
ら
近
世
に
か
け

て
の
変
化
で
あ
り
、
こ
の
時
期
に
、
村
落
連
合
的
な
宮
座
か
ら
村
落
単
位
の
宮

座
に
変
化
す
る
と
と
も
に
、
個
人
単
位
の
宮
座
か
ら
家
を
単
位
と
す
る
宮
座
に

変
化
し
た
。
い
ま
ひ
と
つ
は
、明
治
以
降
に
お
け
る
株
座
か
ら
村
座
へ
の
変
化
、

す
な
わ
ち
、
村
落
の
上
層
が
祭
祀
を
独
占
す
る
形
態
か
ら
、
全
戸
に
よ
る
対
等

的
な
祭
祀
へ
の
変
化
で
あ
る
。
さ
ら
に
現
代
で
は
、
村
座
化
が
い
っ
そ
う
急
激

に
進
行
す
る
と
と
も
に
、
宮
座
組
織
や
儀
礼
・
芸
能
も
激
し
く
変
化
し
つ
つ
あ

る
）
28
（

。

滋
賀
県
下
の
宮
座
事
例
を
検
証
す
る
際
の
留
意
点
の
第
一
は
、
こ
う
し
た
宮
座
に

つ
い
て
の
歴
史
的
変
化
の
過
程
を
常
に
意
識
し
て
事
例
に
対
処
し
、
且
つ
追
え
る
範

囲
の
文
献
資
料
に
あ
た
り
そ
の
道
程
を
た
ど
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
宮
座
の
変
遷
過
程

の
凡
例
と
、
宮
座
が
再
編
成
さ
れ
る
際
に
発
生
す
る
地
元
の
民
俗
的
な
力
学
へ
の
留

意
に
よ
っ
て
、
宮
座
に
対
す
る
理
解
は
さ
ら
に
深
ま
る
も
の
と
筆
者
は
考
え
る
。
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Studies on miya-za have attracted the attention of researchers of historical studies, folkloric studies, sociology, 

and other academic fields. Discussion on the subject had developed in an interdisciplinary environment in 

which researchers from various fields such as historical studies, sociology, etc. worked on the studies on miya-

za. However, studies on miya-za have not made significant progress as research themes have been subdivided 

further. Nevertheless, the miya-za saishi inherited as a folk custom in each region is an effective indicator to 

clarify village history and the reality of village communities. To take up the subject of miya-za for discussion 

once again in the studies of each field, it will be necessary to verify how the past discussions were presented by 

researchers, what kind of background the researchers had, and how the target case examples were treated in 

the process of the development of the discussions. The full-scale research by Kazuo Higo on miya-za in Shiga 

Prefecture started from the research on the case example of miya-za in Omi such as Ryoho and made public the 

themes of “kabu-za” and “mura-za,” which approached the essence of the concept of miya-za. The interpretation 

of “typical miya-za” suggested by Tatsuo Hagiwara with the subject of miya-za in Mabuchi also sparked discussion 

on “what is miya-za.” However, it seems that there is some vulnerability in miya-za studies overemphasizing the 

case example in Shiga Prefecture. The aspect of the relationship between miya-za and the village history assumed 

from folkloric examples might also change completely depending on the impression for the case example of 

researchers of miya-za as seen in the discussion on whether “typical” or “transformational” against the theory of 

Hagiwara over miya-za in Mabuchi.

Key words: Miyaza document catalog, Higo Kazuo, Hagiwara Tatsuo, historical sources and tradition, narrative 

discourse

Position of Omi in Miya-za Studies：Meaning of the Case Example in Shiga Prefecture
in the Formation and Development of Miya-za Theory 
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