
消
え
て
い
っ
た
習
俗

諏
訪
上
社
の

場
合

笹
　
本
　
正
　
治

　
は
じ
め
に

一　
神
灰
を
ま
く

二
　
誓
い
の
宝
鈴

三
　
鳴
動
す
る
神

四
　
神
慮
と
神
罰
・
予
兆

　
お
わ
り
に

消えていった習俗

論
文
要
旨

　
戦
国
時
代
を
境
に
し
て
、
い
く
つ
か
の
消
え
て
い
っ
た
習
俗
が
あ
る
。
そ
の
事
例
を
長
野

県
の
諏
訪
上
社
の
場
合
で
確
認
し
、
背
後
に
あ
る
も
の
を
考
え
る
。

　
一
つ
目
は
呪
い
の
神
灰
で
あ
る
。
一
四
六
六
年
に
諏
訪
社
の
御
頭
役
を
示
す
榊
を
府
中
の

小
笠
原
宗
清
の
家
臣
が
切
り
折
っ
た
。
上
社
の
神
長
は
小
笠
原
宗
清
が
神
慮
に
背
い
た
と
し

て
、
彼
の
居
館
の
堀
に
神
灰
を
ま
い
て
呪
っ
た
。
こ
の
た
め
宗
清
は
翌
年
狂
乱
し
て
死
ん

だ
。
一
四
七
二
年
に
も
御
頭
役
を
果
た
さ
な
い
者
に
、
威
嚇
の
た
め
神
灰
が
ま
か
れ
た
。
神

灰
を

用
い
て
の
呪
誼
は
近
世
に
は
行
わ
れ
ず
、
伝
承
も
伝
わ
っ
て
い
な
い
。

　
二
つ
目
は
誓
い
の
た
め
に
宝
鈴
を
用
い
る
習
慣
で
あ
る
。
史
料
的
に
は
一
四
七
一
年
か
ら

誓
い
の
た
め
に
宝
鈴
が
振
ら
れ
た
事
例
が
知
ら
れ
、
戦
国
時
代
を
通
じ
て
広
く
誓
約
の
た
め

宝
鈴
が
利
用
さ
れ
た
。
し
か
し
一
五
八
二
年
以
降
そ
う
し
た
例
が
見
ら
れ
な
く
な
り
、
宝
鈴

を

利
用

し
て
誓
い
を
す
る
こ
と
も
、
近
世
に
な
る
と
知
ら
れ
な
く
な
っ
た
。

　
三
つ
目
は
諏
訪
上
社
の
神
殿
な
ど
が
鳴
動
し
て
、
諏
訪
氏
な
ど
に
危
険
を
告
げ
る
と
い
う

意
識
で
あ
る
。
一
四
六
六
年
か
ら
一
五
四
〇
年
に
か
け
て
、
た
び
た
び
神
殿
が
鳴
動
す
る
こ

と
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
あ
と
に
は
必
ず
事
件
が
起
き
た
。
こ
の
た
め
鳴
動
は
諏
訪
に
動
乱

な
ど
が
起
き
る
不
吉
な
前
兆
と
し
て
理
解
さ
れ
た
。
し
か
し
鳴
動
も
、
鳴
動
に
対
す
る
理
解

も
、
近
世
に
な
る
と
完
全
に
忘
れ
去
ら
れ
た
。

　
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
事
象
は
、
中
世
の
人
々
が
、
神
を
身
近
な
も
の
、
威
力
あ
る
も
の

と
し
て
意
識
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
様
々
な
異
変
な
ど
は
神
慮
と
し
て
意
識
さ
れ
、
人
々

は
そ

う
し
た
変
化
を
通
じ
て
神
慮
を
知
り
、
行
動
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
近
世
に
な
る

と
人
々
の
意
識
は
大
き
く
変
化
し
、
こ
う
し
た
習
俗
は
消
え
た
の
で
あ
る
。
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は

じ
め
に

　
大

正
一
〇
年
（
一
九
二
一
）
八
月
、
内
藤
湖
南
（
虎
次
郎
）
は
史
学
地
理
学
同
孜

会
で
「
応
仁
の
乱
に
就
て
」
と
題
し
て
講
演
し
た
。
そ
の
な
か
で
「
大
体
今
日
の
日

本
を

知

る
為
に
日
本
の
歴
史
を
研
究
す
る
に
は
、
古
代
の
歴
史
を
研
究
す
る
必
要
は

殆

ど
あ
り
ま
せ
ぬ
、
応
仁
の
乱
以
後
の
歴
史
を
知
っ
て
居
っ
た
ら
そ
れ
で
沢
山
で

（
1
）

す
」
と
、
有
名
な
指
摘
を
し
た
。
近
年
に
な
っ
て
改
め
て
研
究
者
の
間
に
こ
の
指
摘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

が
的
を

得
た
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
が
高
ま
っ
て
い
る
。
私
も
基
本
的
に
こ
の
指
摘

は
正

し
い
と
思
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
応
仁
の
乱
か
ら
の
約
百
年
間
の
、
俗
に
戦
国
時
代
と
い
わ
れ
る
時

期
を
境
に
し
て
消
え
て
い
っ
た
習
俗
も
多
い
。
む
し
ろ
戦
国
時
代
か
ら
江
戸
時
代
ま

で
の

間

に
、
各
地
の
習
俗
、
習
慣
に
お
い
て
多
く
の
変
化
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い

か

と
、
私
は
強
く
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
の
時
代
に
身
を
置

い

た
者
に

と
っ
て
、
も
っ
と
も
身
近
と
も
い
え
る
習
俗
・
慣
習
の
変
化
に
は
、
そ
の

時
期
に
生
き
た
人
々
の
考
え
方
や
感
情
の
変
化
が
明
確
に
出
て
い
る
と
考
え
る
。

　
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
信
濃
（
長
野
県
）
に
あ
る
諏
訪
上
社
の
習
俗

の

中
か
ら
、
戦
国
時
代
ま
で
に
は
見
ら
れ
な
が
ら
、
江
戸
時
代
に
は
消
え
て
し
ま
っ

た

も
の
に
目
を
向
け
、
そ
の
背
景
に
あ
る
歴
史
を
探
っ
て
い
き
た
い
。
な
お
、
事
例

と
し
て
は
、
特
に
神
灰
、
誓
い
の
宝
鈴
、
そ
し
て
神
社
の
鳴
動
を
取
り
あ
げ
る
こ
と

に
す
る
。

　

こ
れ
ら
の
事
柄
に
つ
い
て
は
、
各
考
察
で
触
れ
る
よ
う
に
、
既
に
そ
れ
ぞ
れ
の
方

面
か
ら
光
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
う
し
た
研
究
成
果
へ
の
事

例
の

追
加

と
、
そ
れ
を
全
体
と
し
て
み
た
ら
ど
の
よ
う
な
展
望
が
開
け
る
の
か
、
そ

れ
が
本
稿
の
目
的
と
課
題
と
い
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
本
稿
で
扱
う
諏
訪
社
の
信
仰
に
つ
い
て
は
、
既
に
多
く
の
研
究
が
な
さ

　
　
　
（
3
）

れ
て

い

る
が
、
従
来
は
諏
訪
信
仰
の
始
源
と
い
っ
た
こ
と
に
注
目
す
る
も
の
が
多
く
、

本
稿
の
よ
う
に
戦
国
時
代
だ
け
に
限
り
、
し
か
も
習
俗
に
目
を
向
け
よ
う
と
す
る
研

究
は
ほ

と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
戦
国
時
代
の
諏
訪
信
仰
の
実
態
を

知

り
う
る
手
掛
か
り
に
も
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一　
神
灰
を
ま
く

　
「
諏
訪
御
符
礼
之
古
書
」
は
諏
訪
上
社
神
長
家
（
上
社
の
神
主
の
中
で
最
高
位
の

役
職
の
家
）
に
伝
わ
っ
た
秘
本
で
、
文
安
三
年
（
一
四
四
六
）
よ
り
延
徳
二
年
二

四
九

〇
）
に
及
ぶ
四
五
年
間
に
わ
た
る
、
諏
訪
上
社
五
月
会
・
御
射
山
・
花
の
会
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

勤

仕
例
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
書
の
応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）
七
月
の
条

に
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

　
　
去
年
七
月
十
五
日
ヨ
リ
小
笠
原
兵
庫
助
政
貞
、
伊
賀
良
ヨ
リ
府
中
江
乱
入
、
同

　
・
小
笠
原
信
濃
守
宗
清
ヲ
被
責
候
、
深
志
坂
西
兵
部
少
輔
ハ
政
貞
力
属
手
二
、
信

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
濃
守
深
志
御
頭
當
御
榊
立
候
在
所
江
指
寄
、
御
榊
ヲ
切
折
候
兵
者
、
若
字
征
矢

　
　
野
源
四

郎
、
其
太
刀
打
之
場
所
ニ
テ
右
手
ヲ
被
切
折
、
両
人
共
死
去
候
、
外
見

　
　
外
聞
ノ
輩
諸
人
消
肝
巻
舌
候
、
此
日
ヨ
リ
信
濃
守
家
風
者
ハ
、
殊
當
国
之
事
ハ

　
　
當
社

ヲ
専
ト
信
シ
申
、
可
致
弓
矢
之
盧
、
如
此
神
慮
二
背
給
上
者
、
弥
行
末
遮
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敷
不
存
候
、
彼
切
折
申
候
御
榊
二
神
は
い
ナ
ト
ヲ
ソ
へ
、
神
長
井
河
堀
へ
捨
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
応
仁
二
年
）

　
　
キ

候
、
依
此
神
罰
、
宗
清
ハ
次
之
丑
年
狂
乱
候
テ
、
依
御
榊
切
折
候
答
忽
蒙
御

　
　

罰
之
由
ロ
ハ
シ
リ
候
テ
、
同
十
一
月
四
日
二
死
去
候
、
希
代
之
不
思
議
也
、
又

　
　
西
牧
信
濃
守
満
忠
御
頭
之
神
使
二
当
ナ
カ
ラ
、
色
ヲ
着
候
テ
、
宗
清
葬
送
之
供

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　

ヲ
被
仕
候
間
、
忽
殺
死
候
テ
、
三
日
二
生
返
候
、
是
又
奇
特
ナ
ル
御
事
、

　
文
意
は
取

り
に
く
い
点
も
あ
る
が
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
こ
と
だ
ろ
う
。
応
仁

元
年

（
一
四

六

六
）
七
月
一
五
日
よ
り
、
小
笠
原
兵
庫
助
政
貞
は
伊
賀
良
（
長
野
県

飯
田

市
）
か
ら
府
中
（
長
野
県
松
本
市
）
へ
乱
入
し
、
小
笠
原
信
濃
守
宗
清
を
攻
め

た
。
こ
の
時
、
深
志
（
松
本
市
）
の
坂
西
兵
部
少
輔
は
宗
清
の
近
隣
に
住
み
な
が
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

政
貞
の
手
に
属
し
た
。
折
し
も
坂
西
兵
部
少
輔
が
領
す
る
深
志
に
は
諏
訪
上
社
の
御

頭
の
役
が
課
せ
ら
れ
て
お
り
、
郷
に
は
そ
の
目
印
と
し
て
榊
が
立
て
ら
れ
て
い
た
。

宗
清
は
地
元
で
あ
り
な
が
ら
、
政
貞
に
味
方
し
た
坂
西
兵
部
少
輔
を
攻
め
よ
う
と
し

て
、
彼
の
領
地
の
深
志
に
攻
撃
を
加
え
た
。
こ
の
お
り
宗
清
の
家
来
の
征
矢
野
源
四

郎
が
御
頭
役
を

示
す
榊
を
切
り
折
っ
た
と
こ
ろ
、
源
四
郎
は
そ
の
太
刀
を
ふ
る
っ
た

場
所
で
右
手
を

切

ら
れ
、
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
こ
れ
を
見
た
り
聞
い
た
り
し
た
者
は

神
の
力
に
肝
を
冷
や
し
舌
を
巻
い
た
。
こ
う
し
た
事
実
を
見
た
う
え
は
、
こ
の
日
か

ら
宗
清
の
家
の
者
た
ち
は
諏
訪
社
の
こ
と
を
専
ら
信
じ
て
戦
争
な
ど
も
す
べ
き
だ
っ

た
の

に
、
そ
う
し
な
か
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
小
笠
原
宗
清
が
神
慮
に
背
い
た
の
で
、
諏
訪
上
社
側
で
は
そ
の
ま
ま

に

し
て
お
く
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
神
長
が
、
先
に
切
り
折
ら
れ
た
御

榊
に
「
神
は
い
」
（
神
灰
）
な
ど
を
添
え
て
、
宗
清
の
井
河
（
松
本
市
）
の
居
館
の

堀
へ
ま
い
た
。
こ
の
神
罰
の
た
め
に
、
宗
清
は
次
の
丑
年
（
応
仁
二
年
）
狂
乱
し
、

「
御
榊
を
切
り
折
っ
た
各
に
よ
っ
て
、
忽
ち
御
罰
を
蒙
っ
た
」
と
い
う
こ
と
を
口
走

っ

て
一
一
月
四
日
に
死
去
し
た
。
こ
れ
は
稀
代
の
不
思
議
で
あ
る
。
ま
た
西
牧
信
濃

守
満
忠
は
御
頭
の

神
使
に
当
た
り
な
が
ら
、
色
を
着
し
て
、
宗
清
の
葬
送
の
供
を
し

た
た
め

に
、
忽
ち
殺
さ
れ
、
死
ん
で
か
ら
三
日
目
に
生
き
返
っ
た
が
、
こ
れ
ま
た
奇

特

な
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

も
と
よ
り
こ
れ
は
呪
を
か
け
た
側
の
記
録
で
あ
り
、
ど
こ
ま
で
事
実
か
は
確
認
で

き
な
い
が
、
小
笠
原
宗
清
の
死
に
た
い
し
て
諏
訪
上
社
の
側
で
は
、
彼
の
配
下
の
者

が
諏
訪
上
社
の
御
頭
の

役
を
負
っ
て
い
た
深
志
の
郷
の
御
頭
役
の
し
る
し
の
榊
を
切

っ

た

こ
と
が
、
諏
訪
上
社
の
こ
と
を
軽
ん
じ
た
こ
と
で
あ
る
と
し
て
、
神
長
が
呪
の

た
め

に

「
神

灰
」
を
御
榊
と
も
ど
も
、
彼
の
居
館
の
堀
に
ま
い
た
た
め
、
こ
の
呪
誼

が

叶
っ
て
宗
清
は
狂
い
死
に
し
た
の
だ
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
記

載
か
ら
、
当
時
諏
訪
上
社
で
は
呪
の
神
灰
を
使
っ
て
呪
誼
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。　

続
い
て
「
諏
訪
御
符
礼
之
古
書
」
の
文
明
四
年
（
一
四
七
二
）
四
月
八
日
に
諏
訪

上
社
が

明
年
の
花
の
会
頭
役
を
河
野
郷
（
長
野
県
下
伊
那
郡
豊
丘
村
）
な
ど
に
あ
て

た
文
書
の
な
か
に
、
「
此
年
頭
役
無
沙
汰
候
間
、
神
灰
蒔
申
候
、
難
然
今
井
六
郎
広

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

範
御
教
書
礼
五
百
沙
汰
候
」
と
あ
る
。
こ
の
場
合
、
状
況
は
不
明
だ
が
御
頭
役
を
果

た

さ
な
い
者
に
た
い
し
て
、
威
嚇
と
し
て
神
灰
が
ま
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
事
例
は

こ
の
二
つ
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
諏
訪
社
で
は
御
頭
役
の
妨
げ
を
し

た

り
、
御
頭
役
を
果
た
さ
な
か
っ
た
り
し
た
者
に
対
抗
す
る
手
段
と
し
て
神
灰
を
ま

い

て

い

た
。
神
灰
は
大
変
な
効
力
を
も
つ
も
の
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

残
念
な
が
ら
こ
の
灰
が
何
を
材
料
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
作
ら
れ
た
か
な
ど
は
史
料
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の

限
界
も
あ
っ
て
不
明
で
あ
る
が
、
事
実
と
し
て
は
き
わ
め
て
興
味
深
い
。

　
諏
訪
社
に
見

ら
れ
る
よ
う
な
神
灰
の
研
究
は
、
既
に
網
野
善
彦
氏
に
よ
っ
て
な
さ

れ
て

い

る
。
網
野
氏
は
伊
勢
神
宮
に
関
係
す
る
「
文
永
三
年
御
遷
宮
沙
汰
文
神
背
文

書
」
の
正
嘉
三
年
（
一
二
五
九
）
正
月
文
書
に
、
「
灰
を
蒔
く
」
と
い
う
行
為
が
訴

訟
の

際
の
争
点
の
一
つ
と
し
て
出
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
た
。
そ
し
て
内
宮
一
禰
宜

荒
木
田
氏
経
の
記
録
「
氏
経
卿
引
付
」
の
文
明
一
二
年
（
一
四
八
〇
）
九
月
五
日
文

書

で
、
氏
経
が
長
野
氏
の
各
浦
々
で
の
新
儀
の
警
固
料
徴
収
を
停
止
し
な
い
な
ら
、

「
神
宮
の
法
に
任
せ
て
」
「
調
伏
を
致
す
べ
し
」
、
も
し
そ
う
な
れ
ぽ
「
其
在
所
」
は

「
亡
所
」
に
な
る
と
脅
迫
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
同
年
一
〇
月
＝
一
日
の
氏
経

書
状
か
ら
「
調
伏
」
と
は
「
神
木
・
神
灰
」
に
よ
る
沙
汰
だ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
。
さ
ら
に
、
文
明
一
四
年
（
一
四
八
三
）
三
月
一
八
日
の
「
上
浦
新
儀
事
」
に

つ
い
て

の

外
宮
一
禰
宜
会
朝
敦
書
状
、
卯
月
六
日
の
石
河
修
理
宛
の
氏
経
書
状
な
ど

に

よ
れ
ぽ
、
「
神
灰
」
は
「
神
札
」
「
神
木
」
以
上
の
「
非
常
手
段
」
で
、
こ
れ
を
使

っ

て

「
調

伏
」
が
な
さ
れ
る
と
、
そ
の
「
在
所
」
が
「
亡
所
」
に
な
り
、
「
民
百
姓

の

歎
」
が
「
不
便
」
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
「
神
灰
」
は
神
人
達
に
よ
っ

て

ま
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
「
神
灰
」
の
及
ん
だ
と
こ
ろ
は
「
神
木
」
の
立

て

ら
れ
た
場
と
同
様
、
「
聖
地
」
と
し
て
人
の
立
ち
入
り
難
い
場
に
な
っ
た
も
の
と

思
わ

れ
、
無
差
別
な
「
神
灰
」
の
飛
散
に
よ
っ
て
、
そ
の
影
響
が
「
神
敵
」
そ
の
も

の

だ

け
で
な
く
、
広
域
に
及
ぶ
た
め
、
「
在
所
し
の
「
亡
所
」
、
「
民
百
姓
」
の
「
不

便
」
と
い
う
状
況
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
た
。

　
そ
の

上
、
「
藤
波
氏
秀
官
長
引
付
」
の
天
文
五
年
（
一
五
三
六
）
頃
の
記
事
に
は
、

「
光
明
真
言
」
と
と
も
に
「
神
灰
」
を
綿
に
包
ん
で
小
甕
に
入
れ
、
屋
敷
の
鬼
門
で

あ
る
丑
寅
の
方
に
埋
め
よ
と
指
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
神
灰
」
は
こ
こ
で
は

災
厄
が

屋
敷
に
入
る
の
を
防
ぐ
威
力
を
持
つ
も
の
と
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
加
え
て

「
来

田
文
書
」
の
慶
長
四
年
（
一
五
九
九
）
七
月
二
八
日
の
今
井
長
二
郎
書
状
で
は
、

浅
井
氏
と
六
角
氏
の
争
い
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
、
御
師
が
榊
を
立
て
て
通
ろ
う
と
し

た

の

を

「
下
々
の
も
の
」
が
道
を
と
め
、
御
師
の
通
行
を
妨
害
し
た
た
め
、
御
師
に

「
神
ば
い
」
を
振
ら
れ
、
そ
の
結
果
一
、
二
代
「
仕
合
」
が
悪
か
っ
た
こ
と
を
示
し

　
（
8
）

て

い
る
。

　
網
野
氏
の

提
示

し
た
神
灰
の
効
果
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
（
一
）
　
調
伏
に
よ
り
在
所
が
亡
所
と
な
る
－
－
聖
地
と
し
て
人
の
立
ち
入
り
難
い

　
　
　
場
所
に
な
る
。

　
（
二
）
　
災
厄
を
防
ぐ
威
力
。

　
（
三
）
　
呪
証
の
道
具
。

　

こ
の
う
ち
先
に
見
た
諏
訪
上
社
の
事
例
は
、
事
実
と
し
て
は
（
一
）
に
近
い
も
の
の
、

（
三
）
に
連
な
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
残
念
な
が
ら
、
目
下
諏
訪
社
で
知
ら
れ
て
い

る
の
は
前
掲
の
事
例
だ
け
な
の
で
あ
る
が
、
神
灰
の
問
題
は
日
本
的
広
が
り
を
持
ち
、

神
社
の
示
す
神
罰
な
ど
を
考
え
る
材
料
に
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
現
在
の
日
常
生
活
の
な
か
に
は
、
既
に
網
野
氏
も
指
摘
し
て
い

る
よ
う
に
灰
の
持
つ
呪
術
性
が
ま
だ
生
き
て
い
る
。
特
に
多
く
残
っ
て
い
る
の
は

（
二
）
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
正
月
に
行
わ
れ
る
ト
ソ
ド
、
ド
ソ
ド
焼
き
な
ど
と

呼
ぽ

れ

る
行
事
の
、
灰
を
軒
下
に
置
け
ば
、
蛇
や
も
ぐ
ら
が
家
の
な
か
に
入
ら
な
い

　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

と
す
る
地
方
が
多
い
。
ま
た
、
天
然
痘
な
ど
の
流
行
病
を
入
れ
な
い
と
も
さ
れ
る
。

海
の
怪
に
灰
を
ま
く
こ
と
に
つ
い
て
も
網
野
氏
が
既
に
触
れ
て
い
る
が
、
福
岡
県
で
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消えていった習俗

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

は
海
の
怪
異
に
灰
を
ま
く
。

　
網
野
氏

は
愛
知
県
西
尾
市
の
熱
地
八
幡
社
の
テ
ン
テ
コ
祭
の
際
に
、
前
年
の
祭
に

用
い
た
し
め
縄
な
ど
を
焼
い
て
つ
く
っ
た
藁
灰
が
ま
き
散
ら
さ
れ
、
集
ま
っ
た
群
衆

が
病
気

よ
け
の
呪
と
す
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
が
、
病
気
に
対
処
す
る
た
め
の
灰
の

　
　
　
　
（
1
2
）

事
例

も
多
い
。
京
都
府
の
口
丹
波
で
葬
式
に
会
葬
し
た
者
が
自
宅
に
帰
っ
て
、
戸
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

に
塩
と
竈
の
下
の
灰
を
持
っ
て
こ
さ
せ
て
こ
れ
を
踏
む
の
も
、
同
じ
意
味
を
持
と
う
。

さ
ら
に
、
灰
と
い
う
と
「
花
咲
爺
」
が
有
名
で
あ
る
が
、
回
春
的
な
要
素
を
持
つ
民

　
　
　
　
（
1
4
）

俗
事
例
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　

こ
の
ほ
か
に
、
灰
に
か
か
わ
っ
て
興
味
深
い
の
は
各
地
に
あ
る
灰
仏
で
あ
る
。
護

摩
の
灰
な
ど
で
作
っ
た
仏
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
灰
自
体
の
威
力
が
前
提
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

な
る
。
加
え
て
灰
は
、
占
い
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
各
地
に
残
る
灰
塚
も
灰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

の

力
を
前
提
に
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
現
代
に
至
る
ま
で
灰
の
持
つ
不
思
議
な
力
は
意
識
さ
れ
て
い
る
も

の

の
、
網
野
氏
が
示
し
た
（
一
）
や
（
三
）
の
よ
う
な
、
呪
誼
に
灰
を
使
う
と
い
う
民
俗

は

残
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
呪
誼
の
事
例
は
ほ
ぼ
中
世
に
固
ま
っ
て
い
る
と
い

え
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
諏
訪
上
社
の
呪
の
神
灰
の
場
合
に
は
、
こ
う
し
た
風
習

が
残
存
史
料
や
、
江
戸
時
代
に
書
か
れ
た
『
諏
訪
か
の
こ
』
・
『
洲
羽
事
跡
考
』
・
『
諏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

方
誌
』
な
ど
と
い
っ
た
諏
訪
地
方
の
地
誌
に
全
く
記
載
が
見
え
な
い
こ
と
か
ら
、
中

世
で
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
と
推
察
す
る
。
目
下
知
ら
れ
る
限
り
諏
訪
社
で
神
灰
を
用

い
て

呪
誼

し
た
の
は
、
中
世
の
特
徴
と
見
な
し
う
る
。

二
　
誓
い
の
宝
鈴

　
諏
訪
社
の

習
俗
の
う
ち
、
中
世
か
ら
近
世
の
間
で
失
わ
れ
た
最
も
有
名
な
も
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

誓
い
の
た
め
に
宝
鈴
を
振
る
こ
と
で
あ
る
。
諏
訪
社
の
宝
鈴
と
呼
ば
れ
て
き
た
鉄
鐸

は
、
現
在
諏
訪
上
社
の
宝
物
館
の
な
か
に
陳
列
さ
れ
て
い
る
が
、
鉄
の
板
を
メ
ガ
ホ

ン

状

に

し
て
、
中
央
に
舌
を
下
げ
た
形
の
鉄
鐸
で
、
鉄
鐸
の
長
さ
の
平
均
が
一
八
セ

ン

チ

メ
ー
ト
ル
、
最
大
一
九
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
最
小
一
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

頭
部
の

直
径
が

平
均
四

セ
ン

チ

メ
ー
ト
ル
、
底
の
直
径
の
平
均
が
六
・
ニ
セ
ン
チ
メ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

ー
ト
ル
、
鉄
板
の
厚
さ
の
平
均
が
一
・
七
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
と
い
う
大
き
さ
で
あ
る
。

宝
鈴
は
六
個

ず
つ
が
上
部
で
縛
ら
れ
て
、
三
組
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
に
三
組

の

宝
鈴

と
も
呼
ぼ
れ
て
い
る
。

　
史
料
的
に
こ
の
諏
訪
上
社
の
宝
鈴
が
誓
い
の
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示

す
初
見

は
、
文
明
三
年
（
一
四
七
一
）
八
月
二
八
日
に
御
射
山
頭
役
を
命
じ
た
際
で

あ
る
。
右
頭
役
は
上
飯
田
（
長
野
県
飯
田
市
）
に
負
わ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
地
元
と

争
論
に
な

っ

た
。
そ
こ
で
上
社
側
は
そ
の
方
に
百
歳
の
人
が
い
た
な
ら
ば
、
「
御
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

十
九
貫
三
百
内
御
符
礼
二
自
前
≧
参
候
ト
以
誓
文
可
承
候
、
其
お
三
く
み
の
御
宝
に

　
（
薄
か
）
　
（
2
1
）

結
付
口
可

申
候
」
と
、
過
去
の
状
況
を
知
っ
て
い
る
年
長
者
が
い
た
な
ら
ば
、
起
請

文
に
事
実

を
書
か
せ
、
諏
訪
上
社
の
宝
鈴
を
振
ら
せ
て
こ
れ
が
事
実
に
相
違
な
い
と

誓
わ
せ
よ
う
と
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
一
五
世
紀
の
半
ば
頃
に
、
諏
訪
上
社
の
宝
鈴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

が
事
実
確
認
の
誓
い
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
な
お
藤
森
栄
一
氏
や

　
　
　
　
（
2
3
）

桐
原
健
氏
の
説
に
よ
れ
ぽ
、
諏
訪
社
の
宝
鈴
は
銅
鐸
の
末
喬
だ
と
い
う
。
誓
い
に
鐘
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が
鳴

ら
さ
れ
る
こ
と
は
古
代
末
に
は
見
ら
れ
る
の
で
、
誓
い
に
諏
訪
社
の
宝
鈴
が
振

ら
れ
る
習
俗
は
、
こ
の
史
料
の
初
見
よ
り
大
き
く
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
疑
い
な
い
。

　
延
徳
四

年
（
明
応
元
・
一
四
九
二
）
、
諏
訪
上
社
は
内
県
宮
付
を
笠
原
（
長
野
県

伊
那
市
）
に
差
し
出
し
た
と
こ
ろ
、
い
つ
も
の
よ
う
に
役
を
果
た
さ
ず
返
し
て
き
た
。

数
十
年
に
わ
た

っ

て

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
る
の
で
、
三
組
の
宝
鈴
を
鳴
ら
し

て

長
く
御
頭
か
ら
外
す
よ
う
に
し
た
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
内
部
か
ら
、

長
く
こ
れ
を
捨
て
て
し
ま
う
の
は
口
惜
し
い
と
い
う
意
見
が
出
て
、
こ
の
行
為
は
延

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

引
し
た
が
、
結
局
三
組
の
宝
鈴
を
鳴
ら
し
て
決
着
が
付
い
た
。
こ
こ
で
は
、
御
頭
か

ら
外
す
と
い
う
行
為
の
確
認
の
た
め
に
宝
鈴
が
鳴
ら
さ
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
宝
鈴
が
誓
約
の
鐘
と
し
て
姿
を
見
せ
る
最
も
有
名
な
場
面
は
、
『
神
使
御
頭

之

日
記
』
の
天
文
四
年
（
一
五
三
五
）
条
で
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
此
年
、
武
田
信
虎
ト
碧
雲
斎
於
堺
川
二
参
会
、
當
社
御
宝
ヲ
モ
タ
セ
ラ
レ
、
於

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
守
屋
頼
真
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ツ
）

　
　
堺
川
二
御
宝
鈴
ヲ
被
仰
候
、
神
長
ッ
・
ラ
ノ
箱
二
御
宝
ヲ
ソ
ヘ
テ
六
人
ニ
カ
ト

　
　

カ
セ
御
供
申
、
信
虎
・
碧
雲
両
所
ノ
間
ニ
テ
神
長
申
立
ツ
カ
マ
ッ
リ
ナ
ラ
シ
申

　
　
候
、
堺
川
マ
テ
御
宝
御
越
候
事
往
古
ヨ
リ
是
始
二
候
。
彼
川
ノ
ハ
タ
ニ
テ
ナ
ラ

　
　
シ

申
候
、
往
古
ヨ
リ
ナ
キ
ハ
ウ
ニ
候
間
、
九
月
十
七
日
二
御
宝
鈴
鳴
候
而
其
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
　

ノ
内
二
又
不
会
。
武
田
殿
ヨ
リ
ノ
参
銭
金
七
出
候
、

　

こ
の
年
に
、
そ
れ
ま
で
戦
い
を
繰
り
返
し
て
き
た
甲
斐
国
の
戦
国
大
名
武
田
信
虎

（
信
玄
の
父
親
）
と
、
信
濃
国
諏
訪
郡
の
領
主
碧
雲
斎
（
諏
訪
頼
満
）
と
が
和
睦
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

こ
と
に
な
り
、
九
月
一
七
日
に
甲
斐
と
信
濃
の
国
境
に
あ
た
る
堺
川
の
北
の
端
で
両

者
が
参
会

し
、
二
人
の
間
に
立
っ
た
神
長
官
守
矢
頼
真
が
諏
訪
上
社
の
宝
鈴
を
鳴
ら

し
て
、
和
解
の
儀
式
を
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
戦
国
大
名
の
和
平
と
い
う
極
め

て

重
大
な

場

で
、
宝
鈴
が
誓
い
の
た
め
に
鳴
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
当
時
諏
訪
上

社
の

宝
鈴
が

誓
い
の
鐘
と
し
て
い
か
に
高
い
評
価
を
受
け
て
い
た
か
を
示
し
て
い
る
。

　

こ
れ
か
ら
以
降
、
諏
訪
上
社
の
宝
鈴
は
誓
い
の
鐘
と
し
て
た
び
た
び
姿
を
見
せ
る

よ
う
に
な
る
。
『
高
白
斎
記
』
の
天
文
一
一
年
（
一
五
四
二
）
一
〇
月
七
日
条
に
よ
れ

ば
、
新
た
に
武
田
信
玄
（
当
時
は
晴
信
）
の
支
配
下
に
入
っ
た
諏
訪
の
西
方
衆
（
諏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

訪
湖
の
西
岸
に
住
む
土
豪
た
ち
）
が
、
信
玄
へ
の
服
属
を
誓
っ
て
宝
鈴
を
鳴
ら
し
た
。

同
じ
く
天
文
一
七
年
四
月
四
日
の
条
に
よ
る
と
、
長
い
間
武
田
氏
に
背
い
て
き
た
高

遠

（
長
野
県
上
伊
那
郡
高
遠
町
）
の
諏
訪
頼
継
が
信
玄
に
服
属
し
、
同
様
に
宝
鈴
を

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

振
っ
て
こ
れ
を
誓
っ
て
い
る
。

　
武

田
信
玄
は
永
禄
四
年
（
一
五
六
一
）
二
月
一
四
日
に
、
諏
訪
上
社
の
宝
鈴
を
鳴

ら
す
に
際
し
て
出
す
寮
銭
を
、
「
一
、
上
　
五
貫
五
百
文
、
一
、
中
　
参
貫
三
百
文
、

　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

一
、

下
　
壱
貫
二
百
文
」
と
定
め
た
。
こ
の
こ
と
は
い
か
に
多
く
こ
の
宝
鈴
が
誓
い

の

た
め

に

用
い
ら
れ
て
い
た
か
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
年
未
詳
の
一
一
月

四

日
に
信
玄
は
諏
訪
上
社
の
神
長
官
に
あ
て
て
、
穴
山
信
君
・
武
田
信
豊
・
小
山
田

信
茂
な

ど
が
宝
鈴
を
鳴
ら
す
た
め
に
社
参
す
る
が
、
現
在
は
軍
役
な
ど
が
大
変
だ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

ら
、
施
物
等
を
減
ら
し
て
く
れ
る
よ
う
に
と
書
状
を
出
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
信
玄
が
諏
訪
社
の
神
事
を
再
興
さ
せ
る
た
め
に
出
し
た
、
俗
に
「
信
玄

十
一
軸
」
と
呼
ば
れ
る
文
書
群
の
一
つ
、
永
禄
八
年
一
二
月
＝
日
付
け
で
、
湛
神

事
の
再
興
を
命
じ
た
な
か
に
、
三
月
に
行
わ
れ
る
船
渡
湛
の
た
め
に
使
わ
れ
る
神
田

八
反
在
家
一
間
が
竹
居
庄
（
諏
訪
市
）
に
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
場
所
を
知
ら
な
い

ま
ま
に
百
五
十
年
を
経
た
こ
と
は
嘘
で
は
な
い
と
、
千
野
出
雲
と
い
う
神
主
が
宝
鈴

を

振
っ
て
誓
っ
た
の
で
、
そ
れ
な
ら
ば
仕
方
が
な
い
と
了
承
さ
れ
た
と
い
う
記
載
が
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消えていった習俗

　
　
（
3
1
）

見

ら
れ
る
。
宝
鈴
を
振
っ
て
誓
っ
た
こ
と
は
間
違
い
の
な
い
こ
と
だ
と
社
会
が
受
け

入
れ

る
下
地
が
で
き
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で

は
、
こ
の
宝
鈴
の
誓
い
ご
と
に
お
け
る
使
用
の
終
焉
は
い
つ
ご
ろ
な
の
で

あ
ろ
う
か
。
近
世
に
書
か
れ
た
こ
の
地
域
の
地
誌
や
、
民
俗
事
例
な
ど
に
は
宝
鈴
が

誓
い
ご
と
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
伝
え
る
も
の
は
残
っ
て
い
な
い
。
古
文
書
的
に
は
、

天

正
一
〇
年
（
一
五
八
二
）
八
月
一
七
日
付
け
の
諏
訪
上
社
神
長
官
守
矢
信
真
が
徳

川
家
康
の
た
め
に
武
運
長
久
を
諏
訪
社
に
祈
っ
た
際
、
「
御
宝
鈴
家
康
与
被
申
談
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

間
」
「
御
宝
鈴
被
違
候
、
御
罰
程
有
ま
し
く
候
」
と
見
え
る
の
が
最
後
の
よ
う
で
あ

る
。　

い
ず
れ
に

し
ろ
、
近
世
に
は
諏
訪
上
社
の
宝
鈴
は
誓
い
の
鐘
と
し
て
は
用
い
ら
れ

な

く
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
同
じ
く
誓
い
の
鐘
と
し
て
用
い
ら
れ
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

信
濃
の

小
野
神
社
（
長
野
県
塩
尻
市
小
野
）
の
梵
鐘
や
甲
斐
の
御
岳
金
桜
神
社
（
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

梨
県
甲
府
市
御
岳
町
）
の
梵
鐘
と
も
つ
な
が
る
。
こ
う
し
た
鐘
の
音
の
事
例
や
、
そ

の
歴
史
的
意
義
に

つ
い

て

は
既
に
考
察
を
加
え
た
の
で
拙
著
を
参
照
し
て
い
た
だ
き

（3
5
）

た
い
。三

　
鳴
動
す
る
神

　
「
守
矢
満
実
書
留
」
に
よ
れ
ぽ
文
正
元
年
（
一
四
六
六
）
三
月
五
日
に
諏
訪
継
満

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

が

大
祝
の
位
に
立
っ
た
時
、
「
其
夜
ハ
此
大
宮
鳴
給
候
」
と
い
う
事
件
が
あ
っ
た
。

大
祝
が
即
位
す

る
と
い
う
大
事
な
と
き
に
、
諏
訪
上
社
の
大
宮
の
神
殿
が
鳴
る
こ
と

は
い

か
に

も
不
気
味
で
あ
る
。
こ
の
事
実
を
書
き
留
め
て
い
た
側
で
は
、
こ
の
音
に

な
ん
ら
か
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
理
解
し
て
、
特
別
に
こ
れ
を
書
き
記
し
て

い

た
の

で
あ
る
。

　
ち

な
み
に
諏
訪
継
満
は
文
明
一
五
年
（
一
四
八
三
）
正
月
八
日
、
惣
領
の
諏
訪
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

満
・
宮
若
丸
父
子
等
を
神
殿
に
お
い
て
殺
し
、
そ
の
所
領
を
奪
っ
た
。
こ
れ
に
た
い

し
て
同
年
二
月
一
九
日
、
矢
崎
政
継
等
が
復
讐
の
た
め
に
継
満
を
干
沢
城
（
茅
野
市
）

　
　
　
（
3
9
）

に
攻
め

た
。
そ
こ
で
下
社
の
金
刺
興
春
は
継
満
を
支
援
し
よ
う
と
し
て
兵
を
出
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

が
、
政
継
等
は
興
春
を
殺
し
た
。
そ
の
後
文
明
一
六
年
に
至
っ
て
諏
訪
宮
法
師
丸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

（頼
満
）
が
上
社
大
祝
の
位
に
つ
い
た
。
こ
の
間
諏
訪
で
は
上
社
と
下
社
の
対
立
、
上

社
の

な
か
で
は
大
祝
家
と
惣
領
家
の
対
立
が
大
き
く
な
り
、
戦
国
の
混
乱
に
拍
車
を

か
け

た
。
結
果
論
で
は
あ
る
が
、
大
宮
が
鳴
っ
た
の
は
諏
訪
継
満
の
大
祝
即
位
に
た

い

し
て
、
諏
訪
明
神
が
警
告
を
鳴
ら
し
た
と
も
理
解
で
き
よ
う
。

　
「
神
使
御
頭
之
日
記
」
の
天
文
九
年
（
一
五
四
〇
）
条
に
よ
れ
ぽ
、
「
霜
月
八
日
亥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

時
、
宮
ヲ
ヒ
タ
・
シ
ク
三
度
ナ
リ
候
」
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
ま
た
同
書
の
天
文

一
〇
年
の
条
で
は
「
此
年
三
月
下
旬
二
上
坊
う
ら
な
る
た
て
石
五
日
・
六
日
う
な
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

昔

も
諏
方
一
乱
の
時
如
此
」
と
あ
る
。
こ
の
記
載
か
ら
、
天
文
一
〇
年
の
諏
訪
上
社

上
坊
の
裏
に
あ
る
立
石
が
二
日
間
に
わ
た
っ
て
う
な
っ
た
（
音
を
立
て
た
）
こ
と
は
、

昔
の
諏
訪
の
混
乱
の
と
き
と
同
じ
だ
と
し
て
、
諏
訪
に
動
乱
が
起
き
る
な
ど
の
何
か

不
吉

な
前
兆
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

　
「
神
使
御
頭
之
日
記
」
に
よ
れ
ぽ
、
天
文
一
〇
年
「
此
年
七
月
御
射
山
上
増
の
夜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

原
山
こ
と
く
敷
な
り
候
、
頼
重
御
気
二
か
け
神
馬
被
進
候
」
と
い
う
事
件
が
あ
っ

た
。
こ
の
事
件
の
こ
と
は
守
矢
頼
真
が
武
田
信
玄
の
家
臣
の
長
坂
虎
房
に
天
文
一
八

年

＝
月
に
出
し
た
書
状
の
な
か
に
も
、
「
又
去
丑
歳
、
信
虎
様
為
合
力
、
頼
重
海
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野
へ
出
張
之
時
者
、
黒
馬
神
長
方
へ
給
候
、
其
後
原
山
事
≧
敷
鳴
候
二
付
而
、
黒
馬

　
　
　
　
　
（
4
5
）

祢
宜
方
へ
被
納
候
L
と
記
さ
れ
て
い
る
。
天
文
九
年
・
一
〇
年
と
諏
訪
の
人
達
は
諏

訪
上
社
や
御
射
山
原
の
鳴
動
に
怯
え
て
い
た
。

　
天
文
一
一
年
武
田
信
玄
が
諏
訪
に
侵
入
し
、
諏
訪
の
宗
家
が
滅
ぶ
こ
と
か
ら
す
る

と
、
天
文
九
年
と
一
〇
年
の
鳴
動
は
諏
訪
氏
の
滅
亡
を
告
げ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

少
な
く
と
も
天
文
一
八
年
時
点
で
神
長
の
守
矢
頼
真
は
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
。

諏
訪
上
社
は
大
祝
の
諏
訪
氏
が
現
人
神
で
あ
り
、
諏
訪
氏
の
神
社
と
し
て
の
色
彩
が

強
い
。
そ
れ
だ
け
に
諏
訪
社
が
鳴
動
し
て
、
諏
訪
氏
の
危
険
を
告
げ
て
い
た
と
理
解

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
水
藤
真
氏

は
多
武
峯
の
藤
原
鎌
足
の
墓
の
鳴
動
、
御
影
の
破
裂
と
い
っ
た
こ
と
に

関
係
し
て
、
「
そ
れ
は
そ
の
氏
の
祖
た
る
人
物
が
、
子
孫
を
危
険
（
火
事
・
病
気
・

闘
争
な
ど
）
か
ら
救
う
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
注
意
を
喚
起
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ

た
」
と
し
、
同
じ
よ
う
な
例
と
し
て
建
久
二
年
（
＝
九
一
）
の
鹿
島
社
や
、
仁
和

三
年

（
八
八

七
）
以
降
の
天
皇
陵
、
さ
ら
に
は
多
田
満
仲
の
多
田
院
の
廟
所
の
鳴
動

　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

の

例
を

挙
げ
て
い
る
。
氏
の
指
摘
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
墓
や
神
社
な
ど
が
子
孫
な

ど
に
危
険
を
伝
え
る
と
い
う
考
え
方
は
、
中
世
に
広
く
見
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。
そ

し
て
、
そ
の
よ
う
な
理
解
が
、
諏
訪
社
の
場
合
に
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
墓
が
何
か
事
件
を

告
げ
る
と
い
う
こ
と
は
日
本
の
み
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。

ホ

イ
ジ
ソ
ガ
は
『
中
世
の
秋
』
の
中
で
、
「
シ
ャ
ト
ラ
ソ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
聖
者
（
ガ

ン

の

聖
ベ
ル
ト
ゥ
ル
フ
）
は
、
町
に
な
に
か
重
大
な
こ
と
が
お
こ
り
そ
う
に
な
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

聖
ペ
テ
ロ
修
道
院
に
あ
る
そ
の
枢
を
カ
タ
カ
タ
い
わ
せ
た
と
い
う
」
と
記
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
墓
や
神
社
な
ど
の
鳴
動
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
、
現
在
で
も
本
来

は
鳴
ら
な
い
は
ず
の
も
の
が
、
危
険
な
ど
を
予
知
す
る
に
際
し
て
特
別
な
音
を
立
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
2

る
と
い
う
言
い
伝
え
が
各
地
に
あ
る
。
そ
の
代
表
例
が
山
な
ど
が
鳴
る
と
い
う
も
の
　
2

で
あ
る
。
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
（
第
一
九
巻
五
六
九
頁
・
小
学
館
・
一
九
七
六
）
は

山
鳴
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
　
や

ま
ー
な
り
【
山
鳴
】
［
名
］
　
山
が
鳴
動
す
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
音
。
地
殻

　
　
変
動
、
谷
あ
い
の
水
の
反
響
、
空
洞
を
通
る
空
気
の
反
響
な
ど
に
よ
っ
て
起
こ

　
　
る
。
・
怪
異
弁
断
－
五
（
古
事
類
苑
・
地
四
四
）
「
山
鳴
之
事
〈
略
〉
皆
地
中

　
　
奮
気
之
所
為

な
り
、
地
中
に
空
穴
あ
り
て
奮
気
吹
発
す
る
に
因
て
声
を
な
す
も

　
　
の

あ
り
」
・
二
百
十
日
〈
夏
目
漱
石
〉
四
「
地
震
の
様
に
憾
い
た
と
思
っ
た
。

　
　
あ
と
は
、
山
鳴
り
が
比
較
的
静
ま
っ
た
」
　
一
團
凹
①
つ
ゆ
晴
れ
の
頃
、
山
あ
い

　
　
の
谷
川
の
音
が
遥
か
に
聞
え
て
く
る
こ
と
。
鹿
児
島
県
肝
属
郡
高
山
珊
　
②
山

　
　
彦
。
こ
だ
ま
。
新
潟
県
北
蒲
原
郡
加
治
価

　

こ
こ
に
は
、
予
兆
的
な
こ
と
は
何
も
説
明
さ
れ
て
い
な
い
が
、
危
険
を
伝
え
る
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

鳴
の
伝
説
は
各
地
に
伝
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
予
兆
と
し
て
の
音
の
事
例
で
は
、

多
く
の
場
合
、
山
や
石
と
い
っ
た
本
来
自
ら
音
を
出
す
は
ず
の
な
い
も
の
が
、
音
を

出
す
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
に
危
険
を
知
ら
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

　
多
武
峰
の
神
像
「
先
代
破
裂
集
」
に
は
、
有
名
な
多
武
峯
の
藤
原
鎌
足
の
神
像
の

鳴
動
が
永
承
元
年
（
一
〇
四
六
）
か
ら
慶
長
一
三
年
（
一
六
〇
八
）
ま
で
記
さ
れ
て

お

り
、
鳴
動
は
中
世
を
中
心
に
し
て
起
き
た
と
い
え
よ
う
。
多
田
院
の
鳴
動
の
場
合
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

史
料
的
に
は
応
永
二
二
年
（
一
四
一
五
）
一
一
月
六
日
の
足
利
義
持
の
御
判
御
教
書

が

初
見
で
、
ほ
と
ん
ど
が
戦
国
時
代
に
集
中
し
て
い
る
。
多
田
院
で
は
室
町
末
、
戦

国
時
代
が
鳴
動
し
て
奇
瑞
を
告
げ
る
時
代
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
諏
訪
社
の
場
合
に
も
、
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残
存
す

る
史
料
か
ら
知
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
特
に
戦
国
時
代
に
鳴
動
が
大
き
な
意
味
を

持
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
諏
訪
社
の
鳴
動
と
い
っ
た
記
載
も
近
世
の
こ

の

地
域
を

扱
っ
た
地
誌
の
な
か
に
は
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
現
在
で
は
地
元
に
も
そ

う
し
た
伝
説
・
伝
承
が
伝
わ
っ
て
い
な
い
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
神
社
の
鳴
動
と
い
う
こ
と
に
大
き
な
注
意
が
払
わ
れ
た
の
も

戦
国
時
代
ま
で
の
特
徴
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
先
に
見
た
誓
い
の
宝
鈴
の
使
い
方
に
も
共

通
す

る
と
こ
ろ
で
、
現
在
の
よ
う
な
機
械
音
な
ど
に
囲
ま
れ
て
い
な
い
、
静
か
な
中

世
の

な
か
に
あ
っ
て
、
人
々
は
今
の
我
々
で
は
聞
き
分
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う

な
微
か
な
音
に
も
、
特
別
な
意
味
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

四
　
神
慮

と
神
罰
・
予
兆

　

こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
て
き
た
、
中
世
末
の
神
灰
・
誓
い
の
宝
鈴
・
鳴
動
す
る
神
の

音
、
こ
う
い
っ
た
事
例
は
当
時
の
人
々
が
神
に
た
い
し
て
、
ど
の
よ
う
な
意
識
を
持

っ

て

い
た
か
の

一
端
を

伝

え
て
い
る
。
そ
し
て
神
灰
や
誓
い
の
宝
鈴
の
威
力
を
信
じ

た
彼

ら
の
意
識
に
は
、
神
が
生
活
の
身
近
に
居
り
、
神
の
力
は
き
わ
め
て
強
い
も
の

だ

と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
最
後
に
こ
の
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
、

一
五
世
紀
半
ば

か

ら
一
六
世
紀
末
頃
の
諏
訪
社
関
係
の
文
書
の
な
か
に
よ
く
見
ら
れ

る
「
神
慮
」
と
「
罰
」
、
さ
ら
に
予
兆
な
ど
に
つ
い
て
触
れ
て
み
た
い
。

　
「
諏
訪
御
符
礼
之
古
書
」
に
よ
る
と
長
禄
元
年
（
一
四
五
七
）
五
月
五
日
、
諏
訪

上
社
は

明
年
の
五
月
会
頭
役
を
佐
久
郡
内
山
郷
（
長
野
県
佐
久
市
）
な
ど
に
あ
て
た
。

こ
の
時
村
井
（
長
野
県
松
本
市
）
の
村
井
盛
知
は
御
符
礼
の
一
貫
五
百
文
の
納
入
を
、

家
を
造
っ
た
り
、
婿
と
り
を
し
た
り
し
て
、
正
月
ま
で
延
ば
し
た
た
め
に
、
「
御
罰
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

に

あ
た
っ
て
そ
の
後
死
ん
だ
と
い
う
。
村
井
政
知
の
死
は
上
社
の
御
頭
役
を
遅
延
し

た
た
め
に
神
の
罰
を
受
け
た
と
、
諏
訪
上
社
側
に
は
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
寛
正
四

年

（
一
四

六

三
）
七
月
二
九
日
に
、
諏
訪
上
社
は
明
年
の
御
射
山
頭
役
を

あ
て
た
。
左
頭
は
高
井
郡
の
高
梨
政
高
に
命
じ
ら
れ
た
が
、
こ
の
年
越
後
勢
が
高
橋

（
長
野
県

中
野
市
大
字
新
保
）
ま
で
打
ち
向
か
い
、
在
々
所
々
に
放
火
し
た
。
こ
の

「
御
罰
」
に
よ
り
大
将
馬
頭
は
一
二
月
一
二
日
に
討
た
れ
た
。
「
諏
訪
御
符
礼
之
古
書
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

は

こ
の
結
果
を
「
神
慮
難
有
候
欺
」
と
記
し
て
い
る
。

　
戦

国
時
代
の
諏
訪
社
で
は
次
々
に
「
神
異
」
が
起
き
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
人
々
に

何
ら
か
の
異
変
を
伝
え
よ
う
と
す
る
神
の
知
ら
せ
と
意
識
さ
れ
た
。
「
守
矢
満
実
書

留
」
に
よ
れ
ぽ
寛
正
六
年
（
一
四
六
五
）
三
月
一
五
日
に
、
諏
訪
上
社
に
神
異
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
不
思
）

っ

た
。
そ
れ
は
「
（
上
欠
く
）
ク
ル
イ
名
乗
候
テ
此
太
刀
ヲ
持
来
候
、
神
変
口
口
儀

（
ナ

ル
カ
）

口
口
子
細
ト
諸
人
成
奇
特
之
思
候
、
是
更
神
長
ヵ
非
自
力
、
神
慮
衆
生
二
令
見
神
徳

　
（
5
3
）

方
便
也
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
誰
か
に
神
が
乗
り
移
っ
て
太
刀
を
持
っ
て
こ
さ
せ

た

が
、
こ
れ
は
神
慮
を
人
々
に
見
せ
、
神
の
徳
を
示
す
た
め
の
方
便
だ
と
理
解
さ
れ

た
の

で
あ
る
。

　
寛
正
六
年
七
月
九
日
、
神
長
守
矢
満
実
は
旦
那
の
某
の
三
男
の
と
こ
ろ
へ
陣
中
の

祈
薦
の
状
を
遣
わ
し
た
が
、
途
中
で
跡
部
某
が
そ
の
状
を
奪
い
取
り
、
使
い
の
僧
を

切
っ
た
。
跡
部
は
手
紙
を
上
社
大
祝
の
諏
訪
信
満
に
届
け
た
の
で
、
満
実
の
と
こ
ろ

へ
信
満
か

ら
恨
み
言
の
使
者
を
立
て
ら
れ
た
。
こ
の
た
め
七
月
一
六
日
に
大
祝
か
ら

神

長
へ
御
射
山
に
出
仕
す
る
よ
う
に
と
の
連
絡
が
あ
っ
た
が
、
彼
は
出
仕
し
な
か
っ

た
。
神
代
か
ら
御
札
の
こ
と
は
神
長
の
役
だ
っ
た
の
に
、
こ
ん
な
状
況
で
は
「
神
慮
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如
何
」
と
古
老
・
神
人
そ
の
ほ
か
諸
民
な
ど
が
言
い
あ
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
大
宮

（
諏
訪
上
社
大

宮
）
で
「
キ
子
」
に
明
神
が
乗
り
移
り
、
神
代
よ
り
神
長
は
自
分
の

御
守

り
と
し
て
乗
り
移
っ
て
い
た
の
に
、
長
く
御
射
山
に
出
仕
し
な
い
の
で
、
自
分

も
御
射
山
に
出
か
け
な
い
、
ま
た
正
理
の
神
人
を
悩
ま
す
よ
う
な
輩
は
自
分
が
悪
千

神

と
な
っ
て
崇
を
す
る
と
託
宣
が
あ
っ
た
。
そ
の
証
拠
を
欲
し
い
と
人
々
が
申
し
た

と
こ
ろ
、
御
手
洗
白
路
池
が
三
日
留
ま
っ
た
。
諸
人
は
随
喜
の
涙
を
流
し
、
い
よ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

よ
神
徳
を
感
じ
た
。
そ
し
て
八
月
一
五
日
に
は
諏
訪
信
満
と
満
実
が
和
解
し
た
。
こ

の

記
載
は

「
守
矢
満
実
書
留
」
に
記
さ
れ
て
お
り
、
満
実
が
自
分
に
都
合
良
く
書
い

た

と
も
い
え
る
が
、
と
も
か
く
神
は
身
近
な
と
こ
ろ
に
そ
の
力
を
現
わ
し
て
く
れ
る

と
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
よ
う
に
大
祝
と
神
長
と
の
関
係
を
悪
化

さ
せ
た
原
因
と
な
っ
た
甲
州
津
の
守
は
一
一
月
二
四
日
に
討
ち
死
に
し
た
が
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

を

満
実
は
「
神
慮
難
有
候
」
と
評
し
て
い
る
。

　
文

明
五
年
（
一
四
七
三
）
七
月
三
〇
日
、
諏
訪
上
社
は
明
年
の
御
射
山
頭
役
を
更

級
郡
河
井
郷

（
長
野
市
）
な
ど
に
あ
て
た
。
右
頭
は
水
内
郡
の
風
間
（
長
野
市
）
の

風
間
殿
に
あ
て
た
が
、
知
行
代
官
の
原
大
和
入
道
有
源
が
御
教
書
礼
に
つ
い
て
兎
角

申
し
た
。
こ
の
罰
と
し
て
風
間
殿
は
頓
死
し
、
家
中
も
同
じ
く
死
去
し
た
と
「
諏
訪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
）

御
符
礼
之
古
書
」
は
記
し
て
い
る
。

　
「
守
矢
満
実
書
留
」
に
は
文
明
七
年
五
月
一
七
日
、
山
家
常
陸
介
光
政
が
在
所
を

あ
け
て
和
田
（
松
本
市
和
田
）
へ
落
ち
、
二
五
日
に
は
神
長
守
矢
満
実
の
所
へ
や
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

て

来
た
が
、
こ
れ
は
「
御
頭
御
無
沙
汰
神
罰
に
て
候
」
と
い
う
理
由
に
よ
る
と
記
さ

れ
て

い

る
。
既
に
何
度
か
見
た
よ
う
に
諏
訪
社
に
対
す
る
御
頭
は
絶
対
と
見
な
さ
れ
、

そ

れ
に
背
く
と
神
罰
が
く
だ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
同
書
の
一
〇
月
一
〇
日
条
に
は
、
諏
訪
上
社
神
使
西
牧
満
兼
の
屋
形
が
焼
け
、
大

風
が
吹

い
て

小
屋
が
千

間
ぼ
か
り
焼
失
し
た
。
そ
し
て
満
兼
芳
々
御
左
口
神
炎
上
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

た

が
、
「
物
佐
共
」
が
こ
れ
ら
の
こ
と
を
行
っ
た
と
し
て
、
「
神
慮
難
凡
人
計
老
也
」

と
人
々
は
話
し
合
っ
た
と
あ
る
。

　
同
じ
く
文
明
一
四
年
の
記
載
に
よ
れ
ぽ
、
こ
の
年
に
諏
訪
郡
の
内
に
は
夜
討
ち
が

始

ま
り
、
万
民
の
心
の
憂
い
は
言
い
よ
う
も
な
か
っ
た
。
夜
に
な
れ
ぽ
公
私
我
々
の

身
上
と
人
が
集
ま
り
甲
胃
を
つ
け
て
用
心
し
た
。
そ
の
う
え
こ
の
年
は
数
度
の
大
洪

水
の

た
め

に
、
作
毛
が
悉
く
押
し
流
さ
れ
、
田
の
面
が
変
じ
て
瓦
礫
の
荒
野
と
な
っ

て

し
ま
う
有
様
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
異
変
は
「
神
慮
御
内
証
」
で
、
神
事
御
祭
礼
に

背

く
人
が
出
て
き
た
の
で
、
当
社
の
明
神
が
荒
れ
た
た
め
だ
と
守
矢
満
実
は
記
し
て

　
（
5
9
）

い
る
。

　
「
諏
訪
御
符
礼
之
古
書
」
の
文
明
一
六
年
五
月
の
条
に
よ
れ
ば
、
山
田
城
（
長
野

県
上
高
井
郡
高
山
村
）
の
高
梨
日
向
守
高
朝
が
高
野
山
に
仏
参
り
を
し
て
い
る
間
に
、

高
梨
刑
部
大
輔
盛
政
が
城
を
取
っ
て
し
ま
っ
た
。
六
月
二
六
日
に
高
梨
摂
津
御
家
中

が

死
去

し
た
。
こ
れ
は
「
神
慮
不
受
非
例
」
の
た
め
で
、
彼
が
和
田
寄
子
銭
に
難
渋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

を

申
し
、
押
え
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
そ
れ
を
責
め
た
も
の
だ
と
い
う
。

　
「
神
使
御
頭
之
日
記
」
の
天
文
七
年
（
一
五
三
八
）
の
条
に
は
、
「
宮
付
　
権
祝
」

の

横
に
「
此
年
権
祝
家
中
死
去
、
就
之
頭
ヲ
被
明
候
、
神
慮
不
可
然
儀
ト
存
候
、
前

々

ヨ

リ
加
様
ノ
タ
メ
シ
ナ
ク
候
、
如
何
様
以
後
ノ
引
懸
タ
ル
ヘ
ク
候
間
、
権
祝
御
罰

　
（
6
1
）

可
當
候
」
と
あ
る
。
権
祝
の
家
中
が
死
ん
だ
の
は
御
頭
を
あ
け
た
た
め
に
、
神
罰
を

受
け
た
と
い
う
理
解
で
あ
る
。

　
「
守
矢
頼
真
書
留
」
の
天
文
＝
年
条
に
よ
れ
ば
、
一
〇
月
七
日
に
諏
訪
上
社
神
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長
守
矢
頼
真
は
同
社
の
禰
宜
を
兼
ね
た
が
、
そ
の
後
一
二
月
二
〇
日
に
子
供
の
犬
太

郎
（
守
矢
信
実
）
を
禰
宜
に
立
て
た
。
こ
れ
に
対
し
先
の
禰
宜
矢
島
満
清
は
「
色
々

神
慮
二
相
そ
む
か
れ
候
」
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
ま
た
満
清
は
千
代
宮
殿
を
世
に

立
て

ず

し
て
、
一
〇
代
以
前
に
相
わ
か
れ
た
信
濃
殿
を
惣
領
に
取
り
立
て
た
本
人
な

の

で
、
か
れ
こ
れ
の
「
御
罰
故
」
二
男
子
は
討
ち
死
に
、
本
人
は
牢
人
し
た
と
し
て

　
（
6
2
）

い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
「
神
慮
」
を
重
ん
じ
る
考
え
方
は
、
諏
訪
社
の
神
官
の
み
で
は
な
か

っ

た
。
武
田
信
玄
の
家
臣
の
長
坂
虎
房
は
天
文
二
〇
年
九
月
に
千
野
靱
負
丞
に
、
こ

れ

ま
で
の
忠
信
と
、
こ
れ
か
ら
無
二
に
御
奉
公
あ
る
べ
き
の
旨
、
「
神
慮
」
を
も
っ

て

再
三
仰
せ

を
こ
う
む
っ
た
と
し
て
、
諏
訪
郡
有
賀
郷
内
（
諏
訪
市
有
賀
）
の
年
貢

　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

を

領
さ
せ
て
い
る
。

　
以

上

は
一
部
分
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
、
一
五
世
紀
の
半
ぼ
か
ら
一
六
世

紀
の
終
り
に
か
け
て
、
諏
訪
上
社
関
係
の
記
録
な
ど
に
は
「
神
慮
」
と
い
う
言
葉
が

多
く
記
載
さ
れ
て
い
る
。
も
と
よ
り
残
存
す
る
記
録
は
諏
訪
上
社
の
神
長
の
家
の
も

の
が
ほ

と
ん
ど
で
あ
り
、
諏
訪
上
社
神
主
の
最
高
位
の
者
の
意
識
と
い
う
限
定
を
付

け
ね
ぽ
な

ら
な
い
が
、
こ
こ
に
は
「
神
慮
」
を
第
一
と
す
る
考
え
方
が
色
濃
く
出
て

い

る
。
こ
の
た
め
に
「
神
慮
」
を
知
ろ
う
と
す
る
占
い
が
頻
繁
に
行
わ
れ
た
。

　
文

明
三
年
（
一
四
七
一
）
正
月
一
日
に
は
諏
訪
上
社
の
神
使
御
頭
が
定
め
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

が
、
「
外
県
介
擬
祝
、
宮
付
禰
宜
、
神
長
御
占
ハ
ツ
サ
レ
候
間
、
権
祝
重
當
候
」
と

い

う
よ
う
に
、
御
頭
役
は
占
い
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
。
文
明
一
六
年
に
は
ま
だ
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

祝
の
御
立
が
な
か
っ
た
の
で
「
御
占
打
不
申
候
」
と
い
う
状
況
だ
っ
た
。
祭
礼
の
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

担
は
基
本
的
に
占
い
を
前
提
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
武
田
信
玄
も
軍
事
行
動
を
す
る
に
あ
た
っ
て
、
永
禄
七
年
（
一
五
六
四
）
二
月
一

七

日
に
諏
訪
郡
薬
王
寺
と
慈
眼
寺
に
諏
訪
社
の
神
闇
を
取
ら
せ
、
両
老
の
一
致
を
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

提
に
行
動
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
は
ほ
ん
の
一
端
で
し
か
な
い
。
中
世
の
終
り
頃
、
様
々
な
異
変
な
ど
は

「
神

慮
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
人
々
は
行
動
の
指
針
と
し
て
「
神

慮
」
を
知
ろ
う
と
い
う
意
識
を
強
く
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

お

わ
り
に

　

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
一
五
世
紀
半
ば
か
ら
＝
ハ
世
紀
の
終
り
に
か
け

て

の

時

代
、
諏
訪
地
方
に
お
い
て
は
、
様
々
な
事
柄
が
深
く
諏
訪
信
仰
と
結
び
付
い

て

い

た
。
そ
れ
は
体
系
だ
っ
た
信
仰
と
い
う
よ
り
も
、
神
灰
、
鐘
の
音
、
鳴
動
、
さ

ら
に
は
様
々
な
事
柄
に
神
慮
や
予
兆
を
見
る
と
い
っ
た
、
様
々
な
も
の
に
神
の
威
力

を

感
じ
る
土
着
的
信
仰
の
色
彩
が
強
い
も
の
で
あ
っ
た
。
人
々
は
様
々
な
日
常
の
音

や

出
来
事
に
神
の
意
識
を
感
じ
取
り
、
そ
こ
に
未
来
の
方
向
を
知
ろ
う
と
し
て
い
た
。

そ

し
て
こ
の
よ
う
な
習
慣
や
意
識
は
諏
訪
に
だ
け
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
当
時

広
く
日
本
列
島
上
、
さ
ら
に
は
そ
の
外
側
に
も
見
ら
れ
た
。

　
そ

の

後
、
戦
国
大
名
と
し
て
諏
訪
地
方
を
領
す
る
こ
と
に
な
っ
た
武
田
氏
は
、
諏

訪
社
を
中
心
と
す
る
こ
う
し
た
信
仰
を
支
配
体
系
の
う
ち
に
取
り
込
み
、
領
域
支
配

の

道
具
に
利

用
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
単
に
諏
訪
に
見
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
本

国
で
あ
る
甲
州
に
お
い
て
も
同
様
で
、
御
岳
金
桜
神
社
の
鐘
が
武
田
氏
の
裁
判
制
度
　
0
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

の

中
核
に
組
み
込
ま
れ
た
り
、
信
濃
の
諏
訪
上
社
の
宝
鈴
が
武
田
氏
の
家
臣
た
ち
に
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よ
っ
て
利
用
さ
れ
た
り
、
小
野
神
社
の
鐘
が
地
域
の
民
衆
の
裁
判
と
関
わ
る
よ
う
な

っ

た

り
し
た
。
さ
ら
に
、
信
玄
は
軍
事
動
員
を
起
こ
す
に
当
た
っ
て
、
自
分
に
都
合

良
く
神
意
を
示
し
て
も
ら
お
う
と
し
た
。
神
慮
に
応
じ
る
だ
け
で
な
く
、
積
極
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

神
意
を

自
分
の
思
う
通
り
に
さ
せ
よ
う
と
も
し
た
の
で
あ
る
。
神
は
政
治
の
道
具
と

な
り
、
神
へ
の
恐
れ
が
次
第
に
克
服
さ
れ
た
と
い
え
る
。

　

こ
の
よ
う
な
戦
国
大
名
の
考
え
方
は
、
支
配
者
の
み
で
な
く
、
次
第
に
民
衆
の
間

に

も
広
が
っ
て
き
た
。
戦
国
時
代
を
象
徴
す
る
と
も
い
え
る
、
城
の
建
設
や
、
鉱
山

開
発
、
さ
ら
に
は
治
水
や
新
田
開
発
と
い
っ
た
も
の
は
、
土
地
な
ど
の
神
よ
り
人
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

の

力
の
ほ
う
が
大
き
い
の
だ
と
い
う
思
想
を
大
き
く
前
進
さ
せ
た
。

　
先
に
見
た

神
灰
の
慣
行
、
諏
訪
社
の
宝
鈴
を
誓
い
に
使
う
こ
と
、
神
社
の
鳴
動
に

大
き
な
意
味
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
意
識
、
何
か
に
つ
け
て
神
慮
を
気
に
す
る
と
い

っ

た

こ
と
が
、
近
世
に
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
る
の
は
、
諏
訪
だ
け
の
傾
向
で
は

な
い
。
こ
れ
ら
は
広
く
各
地
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
日
本
人
の
大
き
な
意
識
変

　
　
　
（
m
）

化
の
一
端
を
示
し
て
い
る
。

註（
1
）
　
内
藤
虎
次
郎
「
応
仁
の
乱
に
就
て
」
（
史
学
地
理
学
同
孜
会
編
『
室
町
時
代
の
研
究
』
・

　
　
星
野
書
店
・
一
九
二
三
）
・
『
日
本
文
化
史
研
究
』
一
九
三
頁
（
弘
文
堂
書
房
・
一
九
二

　
　
四
）
。

（
2
）
　
勝
俣
鎮
夫
『
戦
国
法
成
立
史
論
』
は
し
が
き
（
東
京
大
学
出
版
会
・
　
九
七
九
）
、

　
　
『
中
世
の
都
市
と
民
衆
』
三
〇
頁
（
網
野
善
彦
氏
の
発
言
・
新
人
物
往
来
社
・
一
九
八

　
　
六
）
、
今
谷
明
『
日
本
国
王
と
土
民
』
（
集
英
社
・
一
九
九
二
）
な
ど
。

（
3
）
栗
岩
英
治
『
諏
訪
研
究
』
（
長
野
郷
土
史
研
究
会
・
一
九
一
六
）
、
山
田
肇
『
諏
訪
大

　
　
明
神
』
（
信
濃
郷
土
文
化
普
及
会
・
一
九
二
九
）
、
宮
地
直
一
『
諏
訪
史
　
第
二
巻
前
編
』

　
　
（
信
濃
教
育
会
諏
訪
部
会
・
一
九
三
一
）
・
『
諏
訪
史
　
第
二
巻
後
編
』
　
（
同
・
一
九
三

　
　
七
）
、
諏
訪
史
談
会
編
『
諏
訪
史
蹟
要
項
』
一
～
二
四
（
謄
写
版
・
一
九
五
〇
～
六
八
）
、

　

藤
森
栄
一
『
諏
訪
大
社
』
（
中
央
公
論
美
術
出
版
・
一
九
六
〇
）
、
村
岡
月
歩
『
諏
訪
の

　

祭
神
』
（
雄
山
閣
・
一
九
六
九
）
、
伊
藤
冨
雄
『
伊
藤
冨
雄
著
作
集
』
全
六
巻
（
永
井
出

　
　
版
企
画
・
甲
陽
書
院
・
一
九
七
八
～
八
八
）
、
宮
坂
喜
十
『
諏
訪
大
明
神
の
信
仰
』
（
下

　
　
諏
訪
町
博
物
館
・
一
九
七
九
）
、
『
諏
訪
大
社
』
（
信
濃
毎
日
新
聞
社
・
一
九
八
〇
）
、
金

　
　
井
典
美
『
諏
訪
信
仰
史
』
（
名
著
出
版
・
一
九
八
二
）
。

（
4
）
　
『
伊
藤
冨
雄
著
作
集
』
第
一
巻
三
一
九
頁
（
永
井
出
版
企
画
・
一
九
七
八
）
。

（
5
）
　
『
信
濃
史
料
』
第
八
巻
五
八
一
頁
（
信
濃
史
料
刊
行
会
・
一
九
五
七
）
、
『
信
濃
史
料
』

　
　
第
九
巻
一
五
頁
（
信
濃
史
料
刊
行
会
・
一
九
五
七
）
。

（
6
）
　
『
信
濃
史
料
』
第
八
巻
三
一
六
頁
・
同
四
四
八
頁
・
『
信
濃
史
料
』
第
九
巻
四
頁
・
同

　
　
五
九
頁
な
ど
。

（
7
）
　
『
信
濃
史
料
』
第
九
巻
八
二
頁
。

（
8
）
　
網
野
善
彦
「
灰
を
ま
く
」
（
『
こ
と
ば
の
文
化
史
　
中
世
2
』
・
平
凡
社
・
一
九
八
九
）
。

（
9
）
　
「
灰
を
家
の
ま
は
り
に
撒
く
と
も
ぐ
ら
が
寄
つ
か
な
い
。
」
（
信
濃
教
育
会
北
安
曇
部

　
　
会
編
『
北
安
曇
郡
郷
土
誌
稿
　
第
三
輯
　
年
中
行
事
篇
　
第
一
冊
』
七
二
頁
・
郷
土
研

　
　
究
社
・
一
九
三
一
）
。

　
　
　
山
梨
県
で
は
、
明
治
時
代
に
小
正
月
「
一
月
十
五
日
の
朝
の
縄
も
や
し
そ
の
灰
を
十

　
　
五
日
の
団
子
の
ゆ
で
湯
へ
入
れ
て
、
家
の
四
方
へ
虫
除
の
究
と
て
撒
き
な
が
ら
、
か
く

　
　
唱
へ
る
こ
と
あ
り
、
今
は
町
に
て
は
希
に
旧
風
を
守
る
家
に
て
致
す
と
そ
、
へ
ー
び
も

　
　
　
む
か
で
も
　
ど
き
あ
れ
　
お
れ
は
か
じ
や
の
　
む
ご
ど
ん
だ
　
鎗
も
　
刀
も
　
さ
し

　
　
て
　
い
る
、
か
く
い
ひ
て
灰
水
を
ま
く
な
り
」
（
山
中
共
古
『
甲
斐
の
落
葉
』
二
〇
頁
・

　
　
有
峰
書
店
・
一
九
七
五
）
。

　
　
　
常
陸
鹿
島
郡
高
松
村
字
佐
田
で
は
、
正
月
十
五
日
の
小
豆
粥
に
ド
ン
ト
（
左
義
長
）

　
　
焚
の
灰
を
か
き
交
ぜ
て
、
家
の
周
囲
に
撒
き
蛇
除
と
す
る
（
人
類
学
雑
誌
三
〇
ノ
三
）
。

　
　
宇
治
山
田
市
岡
本
町
の
世
義
寺
で
、
毎
年
六
月
七
日
に
『
と
う
び
』
と
云
ふ
行
事
が
あ

　
　

る
。
此
日
の
焚
火
の
灰
は
虫
除
け
疫
病
に
効
が
あ
る
と
て
、
参
詣
人
は
持
帰
て
田
畑
に

　
　
入
れ

る
（
読
売
新
聞
。
昭
和
六
、
七
、
九
）
。
丹
後
中
郡
で
は
、
正
月
十
五
日
注
連
縄

206



消えていった習俗

　
　
松
飾
を
焼
き
た
る
灰
を
、
家
の
軒
下
に
納
め
置
く
時
は
蛇
が
家
内
に
入
ら
ぬ
と
云
ふ

　
　
（
同
郡
風
俗
答
状
）
。
肥
前
平
戸
の
南
九
里
な
る
比
自
岐
浦
で
は
舟
で
夜
行
す
る
と
き
よ

　
　
く
舟
幽
霊
が
出
て
櫓
に
食
ひ
付
く
が
、
其
時
は
灰
を
振
か
け
る
と
離
れ
る
と
云
ふ
（
甲

　
　
子
夜
話
巻
二
六
）
。
日
向
の
北
部
地
方
で
は
、
お
盆
の
祭
壇
上
に
灰
を
置
く
と
、
仏
様

　
　
の
足
跡
が
つ
く
と
云
ふ
（
同
郷
土
資
料
六
揖
）
。
（
中
山
太
郎
編
『
日
本
民
俗
学
辞
典
補

　
　
遺
』
二
五
三
頁
・
梧
桐
書
院
・
一
九
四
一
）
。

　
　
　
大
阪
府
の
「
泉
南
蕎
原
で
は
四
ツ
辻
で
（
大
ト
ン
ド
）
を
た
き
松
の
木
は
取
り
残
し

　
　
て
田
植
え
の
と
き
使
用
し
、
灰
は
家
の
ま
わ
り
に
撒
く
と
蛇
が
入
ら
ぬ
と
。
」
（
南
要
『
大

　
　
阪
府
下
年
中
行
事
集
』
1
『
日
本
民
俗
誌
大
系
　
第
四
巻
　
近
畿
』
四
〇
四
頁
・
角
川

　
　
書
店
・
一
九
七
五
）
。

　
　
　
香
川
県
に
も
同
様
の
言
い
伝
え
が
あ
り
、
ト
ン
ド
の
「
灰
も
宅
辺
に
散
ら
せ
ば
蛇
近

　
　
寄
ら
ず
と
云
え
り
」
。
（
三
木
春
露
「
讃
岐
年
中
事
物
考
」
1
『
日
本
民
俗
誌
大
系
』

　
　
第
一
〇
巻
二
四
八
頁
・
角
川
書
店
・
一
九
七
六
）
。

　
　
　
佐
賀
県
唐
津
市
湊
八
坂
神
社
で
旧
暦
小
正
月
に
行
な
う
“
灰
降
り
祭
り
”
と
い
う
の

　
　
は
変
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
祭
り
で
厄
男
が
覆
面
を
す
る
の
は
、
俗
界
の
人
間
で
は
な
い

　
　
こ
と
を
示
す
仮
装
だ
ろ
う
が
、
こ
の
厄
男
が
聖
な
る
火
の
灰
を
撒
く
行
事
が
中
心
に
な

　
　
っ
て
い
る
。
参
拝
者
は
こ
の
灰
を
か
ぶ
る
と
厄
が
落
ち
た
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
さ

　
　
ら
に
こ
の
灰
を
持
ち
帰
っ
て
田
畑
に
撒
い
て
虫
よ
け
に
す
る
と
い
う
。
（
今
野
圓
輔
『
日

　
　
本
の
民
俗
7
　
季
節
の
ま
つ
り
』
一
九
〇
頁
－
河
出
書
房
新
社
・
一
九
七
六
）
。

（
1
0
）
　
沖
縄
で
は
疸
瘡
が
流
行
す
る
と
、
「
家
の
内
外
や
、
屋
敷
の
隅
々
ま
で
、
そ
れ
に
通

　
　
路
は
平
常
よ
り
も
念
入
り
に
掃
除
さ
れ
た
。
竈
と
フ
ル
（
沖
縄
特
有
の
便
所
兼
豚
小
屋
）

　
　
と
井
戸
は
特
に
清
く
さ
れ
た
。
門
や
戸
口
に
は
毎
朝
竈
の
灰
を
一
線
に
蒔
い
た
。
そ
し

　
　
て
門
に
は
更
に
竹
竿
や
箒
を
横
た
え
た
。
門
に
灰
を
蒔
き
竹
竿
を
横
た
え
る
こ
と
は
、

　
　
天
然
痘
流
行
の
時
だ
け
で
は
な
い
。
普
通
の
伝
染
病
の
時
で
も
又
豚
鶏
等
の
家
畜
家
禽

　
　
の
流
行
病
の
場
合
で
も
こ
れ
を
な
し
た
。
更
に
葬
式
が
御
前
を
通
る
時
に
も
や
っ
た
こ

　
　
と
で
、
つ
ま
り
灰
や
箒
や
竹
竿
に
は
悪
魔
の
入
り
来
る
を
防
ぐ
魔
力
が
あ
っ
た
。
」
（
比

　
　
嘉
春
潮
『
翁
長
旧
事
談
』
1
『
日
本
民
俗
誌
大
系
』
第
一
〇
巻
一
〇
頁
・
角
川
書

　
　
店
・
一
九
七
六
）
。

　
　
　
ゴ
マ
ノ
ハ
ヒ
〔
護
摩
の
灰
〕
　
奈
良
市
の
法
華
寺
か
ら
、
土
細
工
の
犬
が
安
産
、
庖
瘡

　
　
除
、
小
児
泣
止
め
等
の
お
守
り
と
し
て
授
け
ら
れ
る
。
之
は
奈
良
朝
に
悪
疫
流
行
し
た

　
　
時
、
此
処
で
天
下
安
穏
を
祈
っ
て
一
千
日
の
供
養
を
行
は
れ
た
。
其
時
の
護
摩
の
灰
を

　
　
以
て

光
明
皇
后
が
躬
か
ら
犬
を
作
り
諸
人
に
授
け
ら
れ
た
に
始
ま
る
と
い
ふ
（
大
和
の

　
　
伝
説
）
。
（
中
山
太
郎
編
『
日
本
民
俗
学
辞
典
』
六
一
二
頁
・
梧
桐
書
院
・
一
九
四
…
）
。

　
　
　
丹
波
中
郡
の
左
義
長
は
、
竹
の
焼
残
り
で
灸
箸
に
作
り
用
ふ
れ
ば
、
百
病
を
除
き
灸

　
　
熱
発
せ
ず
と
。
又
其
灰
を
軒
下
に
納
置
く
時
は
蛇
家
内
へ
入
ら
ぬ
と
云
ふ
。
更
に
神
前

　
　
の
松
飾
等
を
焼
き
其
く
さ
を
少
し
残
し
て
持
帰
り
十
五
日
小
豆
粥
燃
料
に
す
る
（
丹
後

　
　
中
郡
風
俗
問
答
状
）
、
（
中
山
太
郎
編
『
日
本
民
俗
学
辞
典
』
六
一
＝
頁
・
梧
桐
書
院
・

　
　
一
九
四
一
）
。

（
1
1
）
　
福
岡
県
宗
像
郡
で
は
、
「
ア
ヤ
カ
シ
（
海
の
怪
異
）
に
遭
い
た
る
時
お
か
ま
さ
ま
の

　
　
灰
を
撒
け
ば
よ
ろ
し
。
但
し
お
か
ま
さ
ま
に
魚
の
骨
な
ど
投
げ
不
潔
に
す
れ
ば
、
灰
に

　
　
効
果
な
し
。
」
（
『
桜
田
勝
徳
著
作
集
』
第
六
巻
一
九
二
頁
・
名
著
出
版
・
一
九
八
一
）
。

（
1
2
）
　
長
野
県
北
安
曇
地
方
で
は
「
い
の
ぐ
」
（
淋
巴
腺
の
腫
脹
）
の
出
来
た
と
き
の
お
呪

　
　
い
と
し
て
、
「
灰
の
中
に
足
を
置
き
土
踏
ま
ず
へ
灸
を
す
ゑ
る
」
、
「
灰
の
中
へ
足
型
を

　
　
つ
け
土
踏
ま
ず
へ
挟
糞
で
灸
を
す
る
」
、
「
櫨
の
灰
の
上
へ
足
の
跡
か
た
を
つ
け
そ
れ
に

　
　
灸
を
す
ゑ
る
、
脇
下
へ
出
来
た
時
は
手
の
型
を
つ
け
る
。
之
を
い
の
こ
や
き
と
い
ふ
」
、

　
　
「
櫨
の
灰
の
中
へ
踵
の
跡
を
つ
け
其
の
中
へ
三
つ
の
火
を
入
れ
て
消
え
る
ま
で
掻
き
ま

　
　
は
す
」
（
信
濃
教
育
会
北
安
曇
部
会
編
『
北
安
曇
郡
郷
土
誌
稿
　
第
三
輯
　
年
中
行
事

　
　
篇
第
一
冊
』
一
六
五
頁
（
郷
土
研
究
社
・
一
九
三
一
）
。

　
　
　
同
じ
ょ
う
に
相
州
内
郷
村
（
神
奈
川
県
藤
野
市
）
で
は
「
い
の
こ
（
淋
巴
腺
の
腫
れ

　
　
た
も
の
）
」
が
で
き
た
場
合
に
は
、
「
灰
の
中
へ
足
跡
を
つ
け
、
そ
の
土
踏
ま
ず
へ
灸
を

　
　
三
つ
す
え
る
。
」
（
鈴
木
重
光
『
相
州
内
郷
村
話
』
1
『
日
本
民
俗
誌
大
系
　
第
八
巻

　
　
関
東
』
四
六
頁
・
角
川
書
店
・
一
九
七
五
）
。

　
　

京
都
府
の
口
丹
波
で
は
、
「
船
井
郡
の
富
本
村
観
音
寺
部
落
の
西
端
に
、
俗
に
『
ち

　
　
や
の
神
』
と
云
う
の
が
あ
っ
て
風
邪
引
き
の
神
様
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
る
。
参
詣
す

　
　
る
時
に
は
竈
の
灰
を
藁
つ
と
三
本
に
入
れ
て
お
供
え
す
る
。
そ
し
た
ら
全
快
す
る
そ
う
　
0
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
　
で
、
他
部
落
か
ら
も
詣
る
人
が
多
い
。
」
（
垣
田
五
百
次
・
坪
井
忠
彦
『
口
丹
波
口
碑
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集
』
1
『
日
本
民
俗
誌
大
系
　
第
四
巻
　
近
畿
』
三
二
八
頁
・
角
川
書
店
・
一
九
七

　
　
五
）
。

（
1
3
）
垣
田
五
百
次
・
坪
井
忠
彦
『
口
丹
波
口
碑
集
』
（
『
日
本
民
俗
誌
大
系
第
四
巻
近

　
　
畿
』
三
二
三
頁
）
。

（
1
4
）
　
長
野
県
の
北
安
曇
郡
で
は
、
道
祖
神
祭
り
の
「
お
ん
べ
の
灰
を
局
部
に
つ
け
る
と
毛

　
　
が
生
え
る
と
い
ふ
。
」
（
信
濃
教
育
会
北
安
曇
部
会
編
『
北
安
曇
郡
郷
土
誌
稿
　
第
三
輯

　
　
　
年
中
行
事
篇
第
一
冊
』
七
二
頁
（
郷
土
研
究
社
・
一
九
三
一
）
。

（
1
5
）
　
ハ
ヒ
ボ
ト
ケ
〔
灰
仏
〕
駿
州
吉
原
町
西
雲
寺
の
弁
天
堂
の
尊
像
は
、
弘
法
大
師
護
摩

　
　
修
法
あ
っ
た
時
、
其
灰
を
以
て
造
っ
た
と
い
ふ
（
駿
河
志
料
巻
五
↓
）
。
ち
な
み
に
、

　
　
灰
仏
は
諸
国
に
あ
る
（
中
山
太
郎
編
『
日
本
民
俗
学
辞
典
』
七
八
七
頁
・
梧
桐
書
院
・

　
　
一
九
四
一
）
。

　
　
　
羽
後
仙
北
郡
南
楢
岡
村
の
寺
の
宝
物
に
、
護
摩
に
住
い
た
灰
で
練
り
作
っ
た
金
剛
界

　
　
大

日
如
来
像
が
あ
る
、
高
さ
三
寸
五
分
、
正
面
台
座
に
仁
和
寺
と
彫
り
背
面
に
も
文
字

　
　
が
あ
る
（
月
出
羽
路
）
。

　
　
　
東
京
市
池
上
太
門
寺
の
日
蓮
上
人
の
木
造
は
、
弘
安
四
年
九
月
に
高
足
の
日
法
が
霊

　
　
材
を

得
て
、
日
蓮
の
座
前
で
肖
像
を
刻
む
。
上
人
自
ら
曼
茶
羅
を
写
し
て
其
腹
中
に
納

　
　
め
、
髪
髪
を
焼
て
彩
色
を
加
へ
、
こ
れ
我
生
身
の
か
た
ち
な
り
と
て
自
ら
開
眼
し
て
堂

　
　
上
に
安
置
し
た
と
云
ふ
（
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
巻
七
）
。
東
京
市
外
羽
根
田
猟
師
町
の

　
　
弁
天
社
の
神
体
は
、
弘
法
大
師
が
護
摩
の
灰
で
作
っ
た
も
の
と
伝
ふ
（
同
上
巻
二
）
。

　
　
　
下
野
足
利
市
外
の
八
幡
村
か
ら
、
多
数
の
灰
仏
が
発
掘
さ
れ
た
事
が
、
同
市
の
丸
山

　
　
源

八
氏
に
ょ
り
、
考
古
学
雑
誌
に
報
告
掲
載
さ
れ
た
。

　
　
　
信
濃
下
伊
那
郡
千
代
村
瑞
術
山
の
弁
財
天
像
は
、
弘
法
大
師
親
ら
護
摩
の
灰
を
集
め

　
　
て

作
っ
た
も
の
で
、
像
に
栂
指
を
捺
し
之
に
刻
し
て
天
長
七
年
七
月
七
日
秘
密
護
摩
一

　
　
万
座
奉
修
行
以
其
灰
此
形
像
作
者
也
、
空
海
と
あ
る
（
同
村
誌
）
。
同
国
更
級
郡
塩
崎

　
　
村
の
色
形
灰
の
御
像
と
云
ふ
は
、
法
然
上
人
の
火
葬
の
灰
で
作
っ
た
も
の
で
、
一
名
を

　
　
灰

ノ
御
像
と
も
云
ふ
（
日
本
伝
説
叢
書
）
。

　
　
　
広
島
市
新
川
場
町
海
雲
寺
の
弁
天
社
。
木
像
の
背
に
天
長
七
年
七
月
七
日
、
於
江
島

　
　
弁
財
天
、
秘
密
護
摩
一
万
座
奉
修
行
以
其
灰
作
此
像
也
、
末
に
空
海
の
判
が
あ
る
（
芸

　
　
藩
通
誌
巻
八
）
。
（
以
上
は
中
山
太
郎
編
『
日
本
民
俗
学
辞
典
補
遺
』
二
五
四
頁
・
梧
桐

　
　
書
院
二
九
四
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎜

　
　
　
雨
乞
い
弁
天
（
山
梨
県
中
巨
摩
郡
敷
島
町
）
　
天
狗
沢
清
沢
寺
本
堂
内
に
高
さ
三
〇

　
　
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
巾
二
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
で
灰
色
の
土
製
、
う
す
板
造
り
の

　
　
弁
財
天
の
像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
像
は
昔
か
ら
普
明
庵
に
ま
つ
ら
れ
て
い
た
も

　
　
の
で
、
弘
法
大
師
（
僧
空
海
）
が
護
摩
の
灰
で
造
っ
た
も
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ

　
　
の
像
の
表
は
弁
財
天
で
あ
る
が
、
裏
に
空
海
の
手
形
と
い
わ
れ
る
形
が
あ
り
、
そ
れ
に

　
　
次
画
の

よ
う
な
文
字
が
き
ざ
ま
れ
て
い
る
。
（
画
略
）
こ
れ
で
見
る
と
、
天
長
七
年
空
海

　
　
が
一
万
座
の
修
行
を
奉
じ
護
摩
の
灰
を
も
っ
て
江
の
島
弁
財
天
の
法
に
ょ
り
作
っ
た
も

　
　
の
と
解
さ
れ
る
。
（
中
略
）
あ
る
時
天
狗
沢
に
大
き
き
ん
が
あ
っ
た
。
こ
の
時
普
明
庵
天

　
　
狗
坊
の
僧
が
こ
の
き
き
ん
を
救
わ
ん
と
、
急
き
ょ
江
の
島
に
お
も
む
き
弘
法
大
師
作
の

　
　
弁
財
天
を
乞
う
て
一
夜
に
し
て
持
ち
帰
り
、
こ
れ
を
ま
つ
っ
て
そ
の
難
を
救
っ
た
と
伝

　
　
え
ら
れ
る
。
（
『
敷
島
町
誌
』
六
七
六
頁
）
。

（
1
6
）
　
丹
後
中
郡
地
方
の
農
家
に
て
は
、
節
分
の
夜
撒
き
残
り
の
豆
十
二
を
火
の
上
に
並
べ

　
　
焼
き
、
黒
白
の
灰
に
て
白
は
晴
、
黒
は
降
り
と
占
ふ
（
丹
後
中
郡
風
俗
答
状
）
。
（
中
山

　
　
太
郎
編
『
日
本
民
俗
学
辞
典
』
七
八
七
頁
、
梧
桐
書
院
・
一
九
四
一
）
。

　
　
　
安
房
神
社
で
は
正
月
十
四
日
に
置
炭
祭
を
行
ふ
が
、
之
は
当
日
午
後
六
時
宮
司
以
下

　
　
斎
室
に
参
入
し
、
忌
火
で
鎖
で
焚
火
す
。
其
中
炭
火
の
熾
な
る
も
の
十
二
個
を
と
り
十

　
　
ニ
ケ
月
に
配
し
、
以
て
月
々
の
晴
雨
を
占
ふ
（
官
国
幣
社
特
殊
神
事
調
一
）
。
越
後
出

　
　
雲
崎
町
で

は
、
二
月
節
分
夜
打
豆
を
目
を
閉
ぢ
て
十
二
粒
拾
ひ
、
櫨
火
に
並
べ
焼
き
其

　
　
灰
色
を

見
て
一
年
の
晴
雨
を
ト
す
（
北
越
史
料
出
雲
崎
）
。
（
中
山
太
郎
編
『
日
本
民
俗

　
　
学
辞
典
補
遺
』
二
五
三
頁
・
梧
桐
書
院
・
一
九
四
一
）
。

　
　
　
旧
一
一
月
二
三
日
に
行
わ
れ
る
大
師
講
に
際
し
て
、
「
陸
中
遠
野
町
で
は
旧
十
一
月

　
　
二
十

三

日
に
大
師
粥
を
つ
く
る
。
小
豆
粥
を
萩
の
箸
で
食
べ
、
其
箸
で
灰
前
（
膳
の
う

　
　
え
に
灰
を
入
れ
揺
っ
て
平
に
し
た
も
の
）
に
手
習
す
れ
ば
上
達
す
る
と
云
ふ
。
又
団
子

　
　
を

家
族
の
人
数
だ
け
作
り
、
其
一
つ
に
金
を
秘
し
入
れ
て
置
き
、
其
団
子
を
得
た
も
の

　
　
は

翌
年
福
運
が
あ
る
と
て
喜
ぶ
（
人
類
学
雑
誌
二
九
ノ
一
）
。
」
（
中
山
太
郎
編
『
日
本
民

　
　
俗
学
辞
典
補
遺
』
一
一
九
頁
・
梧
桐
書
院
・
一
九
四
一
）
。



消えていった習俗

　
　
　

大
阪
府
の
な
か
で
は
一
月
一
日
の
年
占
い
を
、
「
泉
北
高
石
町
で
は
雑
煮
を
た
く
マ

　
　

メ
木
の
灰
が
白
け
れ
ば
そ
の
年
は
天
気
多
く
、
黒
け
れ
ば
雨
多
し
と
し
た
。
」
（
南
要
『
大

　
　

阪

府
下
年
中
行
事
集
』
1
『
日
本
民
俗
誌
大
系
第
四
巻
近
畿
』
三
九
九
頁
・
角

　
　

川
書
店
・
　
九
七
五
）
。

　
　
　
新
潟
県
西
蒲
原
郡
弥
彦
村
の

弥
彦
神
社
で

は
、
毎
年
正
月
一
五
日
の
未
明
に
、
神
職

　
　
一
同
が
御
飯
殿
に
参
集
し
、
御
炭
置
の
神
事
と
称
す
る
灰
占
い
を
行
い
、
そ
の
年
の
各

　
　

月
々
の
晴
雨
を
預
言
す
る
。
そ
の
方
法
は
、
新
し
い
土
器
一
二
枚
（
こ
れ
を
一
年
間
の

　
　

各

月
に
当
て
る
）
に
、
堅
炭
を
二
三
寸
ぐ
ら
い
に
切
り
、
火
に
入
れ
て
赤
く
焼
い
た
も

　
　

の

を
一
個
ず
つ
盛
り
、
こ
れ
を
竈
の
う
え
の
穴
の
周
囲
に
並
べ
、
そ
の
う
え
に
荒
菰
を

　
　
覆
い
、
微
風
で
あ
っ
て
も
入
ら
な
い
よ
う
に
す
る
。
こ
う
し
て
予
め
定
め
て
お
い
た
月

　
　
の

炭
が
早
く
消
え
て
、
黒
く
な
れ
ぽ
雨
が
多
く
、
白
い
灰
と
な
れ
ば
晴
多
く
、
灰
が
散

　
　
乱

し
て
い
れ
ぽ
風
多
し
と
判
定
す
る
（
中
山
太
郎
『
日
本
民
俗
学
』
第
二
巻
三
九
二

　
　
頁
・
大
和
書
房
・
一
九
七
七
復
刻
）
。

（
1
7
）
　
ハ
ヒ
ヅ
カ
〔
灰
塚
〕
　
武
蔵
荏
原
郡
八
幡
塚
村
の
灰
塚
。
昔
民
家
七
軒
が
雷
火
の
為
に

　
　
消
失
し
た
と
き
、
其
灰
儘
を
集
め
て
築
い
た
塚
で
あ
る
（
同
風
土
記
稿
巻
二
）
。
同
足

　
　
立
郡
山
村
の
灰
塚
。
弘
法
大
師
の
護
摩
を
修
せ
し
灰
を
置
い
た
所
と
云
ふ
（
同
上
巻
一

　
　
三
四
）
。
播
州
明
石
郡
魚
住
村
西
岡
の
清
冷
山
関
伽
寺
境
内
の
灰
塚
は
、
応
仁
二
年
回

　
　
禄
せ

し
と
き
、
経
蔵
の
灰
を
集
め
て
築
く
と
云
ふ
（
播
磨
鑑
）
。
伊
豫
温
泉
郡
南
吉
井

　
　
村
の
灰
塚
。
此
塚
は
伽
藍
什
器
焼
残
の
物
、
及
び
書
坊
仏
像
の
灰
を
集
め
、
且
つ
戦
死

　
　
者
の
屍
体
等
を
埋
め
た
も
の
で
あ
る
（
同
郡
誌
）
。
（
中
山
太
郎
編
『
日
本
民
俗
学
辞
典

　
　
補
遺
』
二
五
三
頁
・
梧
桐
書
院
・
一
九
四
一
）
。

　
　
　
ハ
ヒ
ヅ
カ
ヤ
マ
〔
灰
塚
山
〕
　
江
州
栗
太
郡
面
村
に
灰
塚
山
が
あ
る
。
上
古
郡
名
と
な

　
　
り
し
大
栗
の
樹
の
枝
葉
を
焼
い
た
灰
の
山
と
云
ふ
（
参
宮
図
絵
巻
上
）
。
（
中
山
太
郎
編

　
　
『
日
本
民
俗
学
辞
典
補
遺
』
二
五
三
頁
・
梧
桐
書
院
・
一
九
四
一
）
。

（
1
8
）
　
『
復
刻
諏
訪
史
料
叢
書
』
第
四
巻
（
ほ
た
る
書
房
・
一
九
八
四
）
な
ど
に
よ
る
。

（
1
9
）
　
最
初
に
諏
訪
上
社
の
宝
鈴
を
誓
約
の
鐘
と
し
て
と
ら
え
た
の
は
藤
森
栄
一
で
あ
っ
た
。

　
　
「
鉄
鐸
1
そ
の
古
代
史
上
の
意
義
1
」
（
『
信
濃
』
第
一
四
巻
四
号
・
一
九
六
二
、

　
　
後
に
『
藤
森
栄
一
全
集
　
第
一
巻
』
学
生
社
・
一
九
八
六
に
収
録
）
・
『
下
諏
訪
町
誌
』

　
　

上
巻

「
第
三
編
古
代
の
下
諏
訪
　
第
三
章
　
鉄
鐸
　
第
一
部
　
誓
約
の
す
ず
」
（
下
諏

　
　

訪
町
・
一
九
七
三
）
・
『
銅
鐸
』
（
学
生
社
・
一
九
七
四
、
後
に
『
藤
森
栄
一
全
集
　
第

　
　
十
巻
』
学
生
社
・
一
九
八
三
に
収
録
）
。

（
2
0
）
　
渡
辺
世
祐
『
諏
訪
史
』
第
三
巻
（
諏
訪
教
育
会
・
一
九
五
二
）
。

（
2
1
）
　
『
信
濃
史
料
』
第
九
巻
六
九
頁
。

（
2
2
）
　
『
藤
森
栄
一
全
集
　
第
十
巻
』
（
学
生
社
・
一
九
八
三
）
。

（
2
3
）
　
桐
原
健
「
掘
り
出
さ
れ
た
鉄
の
鐸
」
（
『
平
出
遺
跡
考
古
博
物
館
ノ
ー
ト
4
　
鉄
鐸
の

　
　
謎
を

探
る
』
・
塩
尻
市
立
博
物
館
・
一
九
八
一
）
。

（
2
4
）
　
『
信
濃
史
料
』
第
九
巻
五
一
九
頁
。

（
2
5
）
　
『
信
濃
史
料
』
第
一
一
巻
九
〇
頁
。

（
2
6
）
　
拙
稿
「
堺
川
の
位
置
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
諏
訪
市
史
研
究
紀
要
』
第
二
号
・
一
九
九
〇
）
。

（
2
7
）
　
『
信
濃
史
料
』
第
＝
巻
一
九
〇
頁
。

（
2
8
）
　
『
信
濃
史
料
』
第
一
一
巻
三
七
五
頁
。

（
2
9
）
　
『
信
濃
史
料
』
第
一
二
巻
三
三
八
頁
。

（
3
0
）
同
右
。

（
3
1
）
　
『
信
濃
史
料
』
第
一
二
巻
六
三
五
頁
。

（
3
2
）
　
『
信
濃
史
料
』
第
一
五
巻
四
〇
四
頁
（
信
濃
史
料
刊
行
会
・
一
九
六
〇
）
。

（
3
3
）
　
拙
稿
「
諏
訪
神
社
・
小
野
神
社
の
鉄
鐸
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
平
出
遺
跡
考
古
博
物
館
ノ

　
　
ー
ト
4
　
鉄
鐸
の
謎
を
探
る
』
（
塩
尻
市
立
博
物
館
・
一
九
九
一
）
。

（
3
4
）
　
拙
稿
「
御
岳
金
桜
神
社
の
起
請
神
文
の
鐘
に
つ
い
て
」
（
『
甲
斐
路
』
五
四
号
・
一
九

　
　
八
五
）
。

（
3
5
）
　
拙
著
『
武
田
氏
三
代
と
信
濃
－
信
仰
と
統
治
の
狭
間
で
ー
』
（
郷
土
出
版
・
一

　
　
九
八

八
）
・
拙
著
『
中
世
の
音
・
近
世
の
音
－
鐘
の
音
の
結
ぶ
世
界
ー
』
（
名
著
出

　
　
版
二
九
九
〇
）
。

（
3
6
）
　
『
信
濃
史
料
』
第
八
巻
五
四
三
頁
（
信
濃
史
料
刊
行
会
・
一
九
五
七
）
。

（
3
7
）
　
『
信
濃
史
料
』
第
八
巻
五
四
五
頁
。

（
3
8
）
　
『
信
濃
史
料
』
第
九
巻
三
〇
〇
頁
。

（
3
9
）
　
『
信
濃
史
料
』
第
九
巻
三
〇
二
頁
。
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（
4
0
）
　
『
信
濃
史
料
』
第
九
巻
三
〇
二
頁
。

（
4
1
）
　
『
信
濃
史
料
』
第
九
巻
三
三
〇
頁
。

（
4
2
）
　
『
信
濃
史
料
』
第
＝
巻
一
五
六
頁
（
信
濃
史
料
刊
行
会
・
一
九
五
八
）
。

（
4
3
）
　
『
信
濃
史
料
』
第
一
一
巻
一
六
一
頁
。

（
4
4
）
　
『
信
濃
史
料
』
第
＝
巻
一
六
五
頁
。

（
4
5
）
同
右
。

（
4
6
）
　
水
藤
真
『
中
世
の
葬
送
・
墓
制
－
石
塔
を
造
立
す
る
こ
と
ー
』
一
四
〇
頁
（
吉

　
　
川
弘
文
館
・
一
九
九
一
）
。

（
4
7
）
　
ホ
イ
ジ
ン
ガ
・
堀
越
孝
一
訳
『
中
世
の
秋
』
上
巻
三
三
八
頁
（
中
公
文
庫
・
一
九
七

　
　
六
）
。

（
4
8
）
　
以
下
に
各
地
の
伝
説
を
示
す
。

　
　
○
鳴
る
石
（
山
梨
県
北
巨
摩
郡
大
泉
村
）

　
　
　
谷
戸
の
北
西
で
泉
さ
ん
の
西
に
当
た
る
と
こ
ろ
に
、
大
き
さ
三
・
六
メ
ー
ト
ル
四
方

　
　
く
ら
い
の
巨
石
が
あ
る
。
こ
の
石
は
昔
か
ら
何
か
変
わ
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
必
ず
鳴
っ

　
　
た

と
い
う
。
そ
し
て
不
思
議
な
こ
と
に
は
、
こ
の
石
は
村
人
に
何
で
も
貸
し
て
く
れ
た

　
　
そ

う
で
あ
る
。
冠
婚
葬
祭
の
時
な
ど
前
日
に
石
の
前
に
行
っ
て
、
「
明
日
ま
で
に
何
々

　
　
を
貸
し
て
く
だ
さ
い
。
」
と
頼
ん
で
、
翌
朝
行
く
と
必
ず
石
の
上
に
頼
ん
だ
物
が
の
っ
か

　
　
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
し
て
用
が
済
ん
だ
ら
こ
れ
を
ま
た
石
の
上
に
返
し
て
置
け
ぽ
、

　
　
知
ら
ぬ
間
に
ど
こ
か
へ
片
付
け
て
し
ま
う
。

　
　
　
と
こ
ろ
が
あ
る
時
品
物
を
借
り
て
、
そ
れ
を
こ
わ
し
た
ま
ま
返
し
て
置
い
た
ら
、
石

　
　
は
大
そ

う
怒
っ
て
、
そ
の
時
以
来
い
く
ら
頼
ん
で
も
決
し
て
貸
し
て
く
れ
な
く
な
っ
た

　
　
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
1
（
『
大
泉
村
誌
』
下
巻
一
〇
三
〇
頁
・
大
泉
村
・
一
九
八
九
）
。

　
　
○
夜
泣
き
を
す
る
神
様
（
山
梨
県
北
巨
摩
郡
高
根
町
）

　
　
　
熱
見
村
西
原
に
小
さ
い
石
祠
に
祀
つ
た
神
様
が
あ
る
。
こ
の
神
様
は
村
に
異
変
が
あ

　
　

る
時
は
、
そ
の
前
に
赤
子
の
泣
声
の
や
う
な
声
を
立
て
ふ
泣
き
あ
る
く
さ
う
だ
。

　
　
　
又
空
腹
に
な
る
と
夜
泣
き
を
す
る
と
い
ふ
こ
と
だ
。
夜
泣
き
を
き
く
と
村
人
は
米
を

　
　

あ
げ
る
さ
う
だ
。
さ
う
す
る
と
泣
き
止
む
と
い
ふ
こ
と
だ
。
1
（
『
高
根
町
誌
』
下
巻

　
　

九
二
四
頁
・
高
根
町
・
一
九
八
八
）
。

○
集
落
を
災
難
か
ら
救
っ
た
無
名
石
祠
（
山
梨
県
北
巨
摩
郡
高
根
町
）

　
西
割
の
西
原
、
現
在
の
原
隆
志
氏
の
前
方
の
田
の
く
ろ
に
、
小
さ
な
無
名
石
祠
が
あ
　
魏

る
。
昔
、
あ
る
冬
の
夜
大
き
な
う
な
り
声
を
た
て
た
。
近
所
の
人
た
ち
が
注
意
を
払
っ

た

と
こ
ろ
集
落
に
火
災
が
発
生
し
た
。
こ
の
う
な
り
声
が
な
け
れ
ば
西
原
の
集
落
は
全

焼

し
た
か
も
し
れ
な
い
、
と
感
謝
を
あ
つ
め
た
石
祠
だ
と
聞
い
て
い
る
。
今
も
正
月
に

は
松
飾

り
の
あ
が
っ
て
い
る
の
が
見
え
る
。
ー
（
『
高
根
町
誌
』
下
巻
九
二
四
頁
）
。

○
雨
鳴
山
（
山
梨
県
中
巨
摩
郡
櫛
形
町
）

　
此
山
時
ア
リ
テ
鳴
ル
、
夏
日
雨
降
ラ
ン
ト
ス
ル
時
最
多
シ
、
山
名
ヲ
得
ル
所
以
ナ
リ
。

里
人
コ
レ
ヲ
遠
光
ガ
鳴
ル
ト
云
。
其
説
日
加
賀
美
遠
光
ノ
霊
所
為
ニ
シ
テ
、
秋
山
村
ニ

ハ
其
声
聞
ユ
ル
コ
ト
稀
ナ
リ
。
若
聞
ユ
ル
時
ハ
必
ズ
災
ア
リ
、
百
年
前
二
鳴
動
シ
即
日

暴
雨
洪
水
シ

テ

民
屋
多
ク
流
亡
ス
ト
云
。
1
（
『
甲
斐
国
志
』
巻
之
三
十
一
、
『
大
日

本
地
誌
大
系
甲
斐
国
志
』
第
四
巻
七
五
頁
・
雄
山
閣
・
一
九
八
二
・
以
下
こ
れ
に
つ
い

て

は
②
ー
七
五
と
略
す
）
。

○
御
番
城
山
（
山
梨
県
北
都
留
郡
上
野
原
町
）

　
山

南
ノ
中
腹
二
岩
ア
リ
山
下
ヨ
リ
望
メ
バ
太
鼓
二
似
タ
リ
土
人
依
太
鼓
岩
ト
云
、
若

此
村
二
変
災
ア
ラ
ン
ト
ス
レ
バ
、
此
岩
鼓
声
ヲ
発
シ
一
村
二
響
ク
ト
云
。
ー
（
『
甲
斐

国
志
』
巻
之
三
十
六
、
②
1
二
二
七
）
。

○
鳴
石

（
長
野
県
上
水
内
郡
三
水
村
）

　

三
水
村
芋
川
鳴
石
の
道
ば
た
に
あ
る
。
武
田
信
玄
が
芋
川
城
を
攻
め
た
と
き
、
こ
の

石
が

う
な
り
を
発
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
地
名
に
も
そ
の
名
が
残
っ
て
い
る
。
ー

（浅
川
欽
一
編
『
信
州
の
伝
説
』
一
〇
〇
頁
・
第
一
法
規
・
一
九
七
〇
）
。

○
鶏
岩
（
長
野
県
伊
那
市
）

　

伊
那
市
手
良
野
口
の
入
口
に
あ
っ
た
。
特
別
な
名
も
な
か
っ
た
が
、
昔
こ
の
岩
の
あ

た

り
へ
と
き
ど
き
金
色
の
鶏
が
あ
ら
わ
れ
て
鳴
い
た
。
そ
の
と
き
は
、
世
の
中
に
変
わ

っ

た
事
が
起
こ
っ
た
の
で
金
鶏
の
声
を
耳
に
し
た
人
は
金
持
ち
に
な
っ
た
と
い
う
。

ー
（
『
信
州
の
伝
説
』
一
〇
〇
頁
）
。

○
天
狗
の
太
鼓
（
長
野
県
上
水
内
郡
小
川
村
）

　
長
野
大
町
線
の
坂
の
瀬
バ
ス
停
か
ら
北
へ
歩
く
と
二
又
地
籍
に
な
る
。
そ
こ
か
ら
右



消えていった習俗

　
　
手
に
別
れ
て

ま
た
三
十
分
あ
ま
り
、
湯
の
沢
と
い
う
と
こ
ろ
に
着
く
。
湯
の
沢
は
江
戸

　
　
時
代
享
保
六
年

（
一
七

二
一
）
に
開
拓
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
ふ
に
天
狗
社
が
あ
っ
て
、

　
　
毎
年
春
秋
に
小
林
小
裕
治
さ
ん
宅
で
祭
事
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
「
ボ
ー
ン
ボ
ン
」
と
い
う
音
が
穴
の
奥
か
ら
聞
こ
え
て
き
て
な
え
、
腹
の
底
に
し
み

　
　

こ
む
よ
う
に
…
…
天
狗
の
太
鼓
の
音
だ
と
い
う
が
さ
え
。
今
で
も
そ
の
岩
穴
は
見
ら
れ

　
　

る
そ
え
。
湯
の
沢
の
お
ら
あ
家
の
北
側
を
登
っ
て
二
町
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
、
そ
う
だ
ね

　
　
え
。
ね
こ
二
枚
ほ
ど
ひ
か
れ
る
く
ら
い
の
穴
が
な
え
、
あ
る
そ
え
。

　
　
　
そ
の
ほ
ら
穴
に
天
狗
様
を
ま
つ
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
天
狗
の
太
鼓
は
、
そ
う
だ

　
　
な
え
、
四
月
と
九
月
の
二
回
、
必
ず
「
ボ
ー
ン
ボ
ン
」
と
い
う
音
が
奥
か
ら
聞
え
て
く

　
　

る
だ
に
。
そ
の
音
は
三
十
二
か
四
十
二
と
き
ま
っ
て
い
る
そ
え
。
そ
れ
は
お
れ
の
じ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　

さ
ま
か
ら
聞
き
つ
た
え
て
き
た
も
の
だ
が
、
今
も
と
き
に
や
あ
「
ボ
ー
ン
ボ
ン
」
と
音

　
　
が
聞
え
て
く
る
そ
え
。

　
　
　

こ
の
太
鼓
の
音
は
、
天
災
の
前
ぶ
れ
が
あ
っ
て
な
え
。
そ
れ
は
本
当
だ
そ
え
。
あ
の

　
　
さ
え
、
明
治
三
十
七
年
の
六
月
十
五
日
の
大
洪
水
の
と
き
に
ゃ
あ
、
四
月
か
ら
六
月
十

　
　
五
日
ま
で
毎
晩
聞
え
や
し
た
。

　
　
　
近
ご
ろ
で
は
、
伊
勢
湾
台
風
の
と
き
も
毎
日
聞
え
や
し
た
。
う
ち
の
お
ち
さ
ま
も
昔

　
　
の

弘
化
四
年
の

善
光
寺
地
震
の
と
き
の
こ
と
を
、
よ
く
話
し
て
く
れ
や
わ
し
た
わ
え
。

　
　
　
天
狗
太
鼓
は

こ
れ
か
ら
も
き
っ
と
、
あ
の
穴
の
奥
か
ら
「
ボ
ー
ン
ボ
ン
」
と
な
り
つ

　
　
づ
け
る
だ
ら
ず
。
こ
の
耳
に
今
で
も
残
っ
て
い
る
わ
え
。
あ
の
「
ボ
ー
ン
ボ
ン
」
と
い

　
　
う
音
が
。
ー
（
『
小
川
村
誌
』
一
五
四
〇
頁
・
小
川
村
役
場
・
一
九
七
五
）
。

（
4
9
）
　
『
続
群
書
類
従
』
第
三
十
三
輯
上
。

（
5
0
）
　
『
兵
庫
県
史
史
料
編
　
中
世
1
』
多
田
神
社
文
書
二
三
九
（
兵
庫
県
・
一
九
八
三
）
。

（
5
1
）
　
『
信
濃
史
料
』
第
八
巻
三
七
〇
頁
（
信
濃
史
料
刊
行
会
・
一
九
五
七
）
。

（
5
2
）
　
『
信
濃
史
料
』
第
八
巻
四
六
二
頁
。

（
5
3
）
　
『
信
濃
史
料
』
第
八
巻
五
一
八
頁
。

（
5
4
）
　
『
信
濃
史
料
』
第
八
巻
五
二
九
頁
。

（
5
5
）
　
『
信
濃
史
料
』
第
八
巻
五
三
〇
頁
。

（
5
6
）
　
『
信
濃
史
料
』
第
九
巻
九
六
頁
。

（
5
7
）
　
『
信
濃
史
料
』
第
九
巻
二
一
二
頁
。

（
5
8
）
　
『
信
濃
史
料
』
第
九
巻
二
五
二
頁
。

（
5
9
）
　
『
信
濃
史
料
』
第
九
巻
二
八
八
頁
。

（
6
0
）
　
『
信
濃
史
料
』
第
九
巻
三
一
二
頁
。

（
6
1
）
　
『
信
濃
史
料
』
第
一
一
巻
一
二
九
頁
。

（
6
2
）
　
『
信
濃
史
料
』
第
＝
巻
一
九
一
頁
。

（
6
3
）
　
『
信
濃
史
料
』
第
一
一
巻
四
九
七
頁
。

（
6
4
）
　
『
信
濃
史
料
』
第
九
巻
五
九
頁
。

（
6
5
）
　
『
信
濃
史
料
』
第
九
巻
三
一
三
頁
。

（
6
6
）
　
『
信
濃
史
料
』
第
一
一
巻
六
一
九
頁
。

（
6
7
）
　
『
信
濃
史
料
』
第
一
二
巻
四
八
一
頁
。

（
6
8
）
　
拙
著
『
武
田
氏
三
代
と
信
濃
－
信
仰
と
統
治
の
狭
間
で
ー
』
（
郷
土
出
版
・
一
九

　
　
八
八
）
。

（
6
9
）
　
拙
稿
「
『
院
内
』
考
」
（
信
州
大
学
人
文
学
部
『
人
文
科
学
論
集
』
二
一
号
・
一
九
八
七
）
。

（
7
0
）
　
そ
う
し
た
日
本
人
の
意
識
変
化
の
例
と
し
て
、
拙
著
『
辻
の
世
界
ー
歴
史
民
俗
学

　
　
的
考
察
ー
』
（
名
著
出
版
・
一
九
九
一
）
・
『
戦
国
時
代
の
天
龍
川
』
（
建
設
省
中
部
地

　
　
方
建
設
局
天
竜
川
上
流
工
事
事
務
所
・
一
九
九
一
）
、
拙
稿
「
戦
国
時
代
の
山
小
屋
」

　
　
（
『
信
濃
』
第
三
六
巻
七
号
・
一
九
八
四
）
・
「
再
び
戦
国
時
代
の
山
小
屋
に
つ
い
て
」
（
『
信

　
　
濃
』
第
四
一
巻
一
一
号
・
一
九
八
九
）
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（酷
劉
歓麟
㎜
館
共
同
研
究
員
▲
九
八
七
先
。
年
度
∨
）
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Vanished　Customs

SAsAMoTo　Shδji

　　Anumber　of　customs　disappeared　after　the　Age　of　Civil　Wars．　In　this　paper，　the

author　veri丘es　some　examples　concerning　the　Upper　Suwa　Shrine　in　Nagano　prefecture，

and　consideres　their　background．

　　The丘rst　custom　to　disappear　after　the　Age　of　Civil　Wars　was　the　use　of　sacred

ashes　for　cursing．　In　1466，　a　vassal　of　OGAsAwARA　Munekiyo　broke　a　sα虎α虎ゴbranch，

the　symbol　of　the　duty　of　Otδat　the　shrine．　The　chief　priest　of　the　Upper　Shrine，

saying　that　OGAsAwARA　Munekiyo　had　o∬ended　divine　intent丘on，　cursed　him　by

scattering　sacred　ashes　in　the　moat　of　his　residence．　Consequently，　Munekiyo　died　the

next　year　in　madness．　In　1472，　sacred　ashes　were　again　scattered　to　intimidate　a　person

who　did　not　fu1丘11　his　duty　as　Ot6．　Cursillg　with　sacred　ashes　is　not　carried　out　in　the

Modern　Age，　and　no　legend　concerning　it　has　been　handed　down．

　　The　second　custom　which　disappeared　is　the　use　of　a“treasure　bell”for　making　a

vow．　From　historical　documents，　it　is　known　that，　after　1471，　a‘‘treasure　bell”was

shakell　to　make　a　vow，　and　the　bell　was　extensively　used　for　the　swearing　of　oaths

throughout　the　Age　of　Civil　Wars．　However，　no　such　examples　can　be　found　in　histor．

ical　documents　after　1582，　and　the　use　of　a‘‘treasure　bel1”in　making　a　vow　is　not

even　known　in　the　Modern　Age．

　　The　third　custom　to　disappear　is　the　belief　that　the　shrine　buildings　of　the　Upper

Suwa　Shrine則mbled　to　warn　the　Suwa　Clan　and　others　of　danger．　From　1466　to　1540，

the　Shrine　often　rumbled．　After　such　a　rumbling，　some　incident　always　occurred．　For

this　reason，　the　rumbling　was　taken　to　be　as　an　evil　omen　of　upheaval　or　disturballce

in　the　Suwa　region．　However，　both　the　rumbling　and　such　beliefs　regarding　the　rumb－

ling　have　been　completely　forgotten　in　the　Modern　Age．

　　The　matters　that　I　have　described　above　show　that　for　the　people　of　the　Middle

Ages，　the　gods　were　powerful　beings　close　at　hand．　various　hapPenings　were　considered

as　manifestat三〇ns　of　gods　will．　People　tr三ed　to　learn　the　dlvine　intention　through　these

extraordinary　events，　and　acted　appropriately．　However，　in　the　Modern　Age，　the　con．

sciousness　ef　the　people　changed　drastically，　and　these　customs　disappeared．
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