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は
じ
め
に

　
本
論
で
は
、
奈
良
県
天
理
市
に
鎮
座
す
る
石
上
神
宮
に
お
い

て
行
わ
れ
る
鎮
魂
祭
（
宮
中
の
も
の
と
区
別
し
て
石
上
鎮
魂
祭

と
称
さ
れ
る
）
に
つ
い
て
、
当
神
宮
に
伝
来
す
る
資
料
を
も
と

に
し
な
が
ら
、
同
地
に
お
け
る
鎮
魂
祭
が
ど
の
よ
う
に
意
味
付

け
さ
れ
、
現
在
に
至
る
の
か
考
察
し
た
い
。

　
鎮
魂
祭
と
は
、
十
一
月
中
寅
日
に
宮
内
省
で
催
行
さ
れ
る
祭

礼
行
事
で
あ
る
。
十
一
月
中
寅
日
は
、
大
嘗
祭
、
新
嘗
祭
の
前

日
に
あ
た
り
、
古
代
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
の
祭
礼
と
と
も
に
、

重
要
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
資
料
か
ら
伺
え
る
。

　
宮
廷
鎮
魂
祭
に
つ
い
て
の
資
料
は
古
代
の
も
の
が
最
も
多

く
、
ま
た
国
家
行
事
と
し
て
詳
細
に
記
さ
れ
た
も
の
が
い
く
つ

も
見
受
け
ら
れ
る
。
宮
廷
鎮
魂
祭
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、

既
に
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
解
釈
や
考
察
が
行
わ
れ
、
多
数
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庭
や
鳥
見
白
庭
の
高
庭
と
あ
る
。
別
名
、
石
上
坐
布
都
御
魂
神

社
（『
国
史
大
系
』）、
石
上
振
神
宮
（『
履
中
紀
』）、
石
上
布

都
大
神
、
布
都
主
剣
大
神
（『
旧
事
本
紀
』）、
布
都
奴
斯
神
社

（『
新
撰
姓
氏
録
』）
な
ど
が
あ
る
。
主
祭
神
は
布
都
御
魂
大
神
、

布
留
御
魂
大
神
、
布
都
斯
御
魂
大
神
と
さ
れ
、
配
祀
神
は
宇
麻

志
麻
治
命
、
五
十
瓊
命
、
白
河
天
皇
、
市
川
臣
命
と
さ
れ
て
い

る
。

　
石
上
神
宮
の
創
始
は
史
実
と
し
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
記
紀

神
話
に
お
い
て
は
崇
神
天
皇
の
代
に
霊
剣
韴
霊
、
十
種
瑞
宝
が

物
部
氏
の
祖
伊
香
色
雄
命
に
よ
っ
て
、
石
上
布
留
の
高
庭
（
禁

足
地
）
に
祀
ら
れ
た
こ
と
が
始
ま
り
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
石
上

神
宮
に
は
本
来
拝
殿
が
な
く
、
こ
の
禁
足
地
が
崇
敬
の
対
象
で

あ
っ
た
ら
し
い
。
垂
仁
天
皇
の
代
に
は
五
十
瓊
敷
命
が
剣
千
口

を
作
っ
て
神
庫
に
納
め
、
後
に
は
神
庫
の
管
理
も
行
う
よ
う
に

な
っ
た
。
晩
年
、
そ
の
管
理
を
妹
の
大
中
姫
命
に
委
ね
よ
う
と

し
た
が
、
女
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
大
中
姫
命
は
辞
退
し
、
物

部
十
千
根
大
連
が
管
理
を
任
さ
れ
る
。
こ
れ
以
降
、
物
部
氏
が

神
宮
の
祭
主
と
な
り
、
現
在
は
そ
の
裔
と
さ
れ
る
森
氏
が
宮
司

を
務
め
て
い
る
。
こ
の
伝
承
は
、
物
部
氏
が
有
力
で
あ
っ
た

五
・
六
世
紀
ご
ろ
ま
で
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ

て
い
る
。
石
上
神
宮
は
、
古
代
に
は
朝
廷
の
兵
杖
庫
の
役
割
を

果
た
し
、
平
安
時
代
末
期
に
は
鎮
魂
祭
と
の
関
連
か
ら
白
河
天

皇
の
厚
い
崇
敬
も
あ
っ
た
。
現
在
の
拝
殿
は
、
白
河
天
皇
が
永

保
元
年
（
一
〇
八
一
）
に
宮
中
の
神
嘉
殿
を
寄
進
し
た
も
の
と

伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
建
築
様
式
の
観
点
か
ら
そ
の
伝
承
の

真
意
は
定
か
で
は
な
い
。
鎌
倉
・
室
町
時
代
に
は
朝
廷
の
祭

祀
か
ら
遠
ざ
か
り
、
次
第
に
衰
退
し
て
い
く
。
永
禄
十
一
年

（
一
五
六
八
）
に
は
、
尾
張
勢
が
乱
入
し
て
拝
殿
や
神
庫
を
打

ち
壊
し
、
宝
物
や
文
書
類
が
散
逸
し
た
。
江
戸
時
代
に
入
っ
て

も
宝
物
は
し
ば
し
ば
盗
難
に
あ
い
、
社
勢
も
著
し
く
衰
退
し
て

い
く
。
幕
末
か
ら
の
復
古
運
動
に
の
っ
て
よ
う
や
く
復
興
の
気

運
が
芽
生
え
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
に
は
官
幣
大
社
に
列

せ
ら
れ
、
同
十
六
年
（
一
八
八
三
）
に
は
神
宮
号
の
復
称
が
認

可
さ
れ
た（

１
）。

　
神
地
は
朝
和
村
の
内
一
部
を
除
き
、
山
辺
郡
西
部
地
方

五
十
四
ヶ
大
字
は
、
神
宮
の
旧
神
地
で
あ
り
現
今
の
氏
子
区
域

で
あ
る
と
し
て
い
る（

２
）。

3

の
論
文
が
著
さ
れ
て
い
る
た
め
、
先
達
の
論
考
を
参
考
に
し
た

い
。
し
か
し
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
大
嘗
祭
に
対
局
す
る
も

の
と
し
て
の
扱
い
に
留
ま
り
、
詳
細
な
研
究
に
は
至
っ
て
い
な

い
印
象
を
受
け
る
。
こ
れ
は
、
大
嘗
祭
と
鎮
魂
祭
を
関
連
づ
け

て
論
証
を
行
っ
た
折
口
信
夫
の
影
響
が
強
い
た
め
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
折
口
信
夫
が
論
じ
る
鎮
魂
祭
と
大
嘗
祭
の
関

係
、
及
び
、
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
古
代
日
本
に
お
け
る
鎮
魂
の

意
義
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
研
究
者
が
言
及
し
て
い
る

も
の
の
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
宮
廷
鎮
魂
祭
に
限
っ
た
こ
と
で
あ

り
、
石
上
神
宮
を
始
め
と
し
て
各
々
の
神
社
で
行
わ
れ
て
い
る

鎮
魂
祭
に
は
言
及
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
。

　
本
論
で
は
、
石
上
神
宮
で
行
わ
れ
て
い
る
鎮
魂
祭
の
成
立
過

程
を
明
ら
か
に
す
る
。
結
論
を
先
取
り
し
て
い
え
ば
、
石
上
鎮

魂
祭
に
は
古
代
か
ら
の
連
続
し
た
伝
承
が
あ
る
と
は
言
え
な

い
。
本
論
で
は
、
神
社
祭
祀
の
中
の
ひ
と
つ
と
し
て
捉
え
、
年

中
行
事
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
を
考
え

る
。
本
論
の
作
業
は
、
そ
こ
に
参
与
す
る
人
々
の
心
意
伝
承
を

知
る
一
助
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
古
代
か

ら
の
連
続
性
は
な
い
に
し
ろ
、
石
上
神
宮
は
、
古
代
宮
廷
に
お

い
て
行
わ
れ
た
鎮
魂
祭
と
の
関
係
を
踏
ま
え
つ
つ
、
近
代
以
降

の
時
代
背
景
を
意
識
し
な
が
ら
、
鎮
魂
祭
の
祭
式
を
整
え
た
の

で
あ
ろ
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
現
在
に
至
っ
て
も
そ
の
祭
式

は
、
成
立
当
時
の
も
の
と
ほ
と
ん
ど
変
化
し
て
い
な
い
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
人
々
の
手
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
祭
式
で

は
な
く
、
神
社
に
よ
っ
て
、
ま
た
彼
ら
の
手
で
詳
細
に
記
さ
れ

た
文
書
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
祭
祀
で
あ
る
た
め
だ
が
、

逆
に
い
え
ば
、
祭
式
が
作
ら
れ
た
当
時
の
様
子
を
考
え
る
た
め

の
一
例
と
も
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
本
論
で
は
ま
ず
第
一
章
で
、
石
上
神
宮
の
概
要
を
把
握
す

る
。
続
い
て
第
二
章
で
古
代
資
料
か
ら
、
第
三
章
で
は
当
神
宮

所
蔵
資
料
か
ら
う
か
が
え
る
石
上
神
宮
と
鎮
魂
の
様
子
を
把
握

し
て
い
き
た
い
。
そ
し
て
第
四
章
で
、
現
在
の
鎮
魂
祭
を
文
字

資
料
と
現
地
調
査
で
得
た
事
例
に
基
づ
き
考
察
す
る
。

　
石
上
鎮
魂
祭
の
先
行
研
究
は
極
端
に
少
な
い
た
め
、
列
挙
は

せ
ず
、
論
考
の
中
で
触
れ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

第
一
章

　
石
上
神
宮
周
辺
の
把
握

　
石
上
神
宮
の
鎮
座
地
は
、
奈
良
県
天
理
市
布
留
町
（『
大
和

国
山
辺
郡
石
上
邑
』）
で
あ
り
、
古
称
に
は
石
上
郷
布
留
村
高
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庭
や
鳥
見
白
庭
の
高
庭
と
あ
る
。
別
名
、
石
上
坐
布
都
御
魂
神

社
（『
国
史
大
系
』）、
石
上
振
神
宮
（『
履
中
紀
』）、
石
上
布

都
大
神
、
布
都
主
剣
大
神
（『
旧
事
本
紀
』）、
布
都
奴
斯
神
社

（『
新
撰
姓
氏
録
』）
な
ど
が
あ
る
。
主
祭
神
は
布
都
御
魂
大
神
、

布
留
御
魂
大
神
、
布
都
斯
御
魂
大
神
と
さ
れ
、
配
祀
神
は
宇
麻

志
麻
治
命
、
五
十
瓊
命
、
白
河
天
皇
、
市
川
臣
命
と
さ
れ
て
い

る
。

　
石
上
神
宮
の
創
始
は
史
実
と
し
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
記
紀

神
話
に
お
い
て
は
崇
神
天
皇
の
代
に
霊
剣
韴
霊
、
十
種
瑞
宝
が

物
部
氏
の
祖
伊
香
色
雄
命
に
よ
っ
て
、
石
上
布
留
の
高
庭
（
禁

足
地
）
に
祀
ら
れ
た
こ
と
が
始
ま
り
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
石
上

神
宮
に
は
本
来
拝
殿
が
な
く
、
こ
の
禁
足
地
が
崇
敬
の
対
象
で

あ
っ
た
ら
し
い
。
垂
仁
天
皇
の
代
に
は
五
十
瓊
敷
命
が
剣
千
口

を
作
っ
て
神
庫
に
納
め
、
後
に
は
神
庫
の
管
理
も
行
う
よ
う
に

な
っ
た
。
晩
年
、
そ
の
管
理
を
妹
の
大
中
姫
命
に
委
ね
よ
う
と

し
た
が
、
女
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
大
中
姫
命
は
辞
退
し
、
物

部
十
千
根
大
連
が
管
理
を
任
さ
れ
る
。
こ
れ
以
降
、
物
部
氏
が

神
宮
の
祭
主
と
な
り
、
現
在
は
そ
の
裔
と
さ
れ
る
森
氏
が
宮
司

を
務
め
て
い
る
。
こ
の
伝
承
は
、
物
部
氏
が
有
力
で
あ
っ
た

五
・
六
世
紀
ご
ろ
ま
で
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ

て
い
る
。
石
上
神
宮
は
、
古
代
に
は
朝
廷
の
兵
杖
庫
の
役
割
を

果
た
し
、
平
安
時
代
末
期
に
は
鎮
魂
祭
と
の
関
連
か
ら
白
河
天

皇
の
厚
い
崇
敬
も
あ
っ
た
。
現
在
の
拝
殿
は
、
白
河
天
皇
が
永

保
元
年
（
一
〇
八
一
）
に
宮
中
の
神
嘉
殿
を
寄
進
し
た
も
の
と

伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
建
築
様
式
の
観
点
か
ら
そ
の
伝
承
の

真
意
は
定
か
で
は
な
い
。
鎌
倉
・
室
町
時
代
に
は
朝
廷
の
祭

祀
か
ら
遠
ざ
か
り
、
次
第
に
衰
退
し
て
い
く
。
永
禄
十
一
年

（
一
五
六
八
）
に
は
、
尾
張
勢
が
乱
入
し
て
拝
殿
や
神
庫
を
打

ち
壊
し
、
宝
物
や
文
書
類
が
散
逸
し
た
。
江
戸
時
代
に
入
っ
て

も
宝
物
は
し
ば
し
ば
盗
難
に
あ
い
、
社
勢
も
著
し
く
衰
退
し
て

い
く
。
幕
末
か
ら
の
復
古
運
動
に
の
っ
て
よ
う
や
く
復
興
の
気

運
が
芽
生
え
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
に
は
官
幣
大
社
に
列

せ
ら
れ
、
同
十
六
年
（
一
八
八
三
）
に
は
神
宮
号
の
復
称
が
認

可
さ
れ
た（

１
）。

　
神
地
は
朝
和
村
の
内
一
部
を
除
き
、
山
辺
郡
西
部
地
方

五
十
四
ヶ
大
字
は
、
神
宮
の
旧
神
地
で
あ
り
現
今
の
氏
子
区
域

で
あ
る
と
し
て
い
る（

２
）。

3

の
論
文
が
著
さ
れ
て
い
る
た
め
、
先
達
の
論
考
を
参
考
に
し
た

い
。
し
か
し
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
大
嘗
祭
に
対
局
す
る
も

の
と
し
て
の
扱
い
に
留
ま
り
、
詳
細
な
研
究
に
は
至
っ
て
い
な

い
印
象
を
受
け
る
。
こ
れ
は
、
大
嘗
祭
と
鎮
魂
祭
を
関
連
づ
け

て
論
証
を
行
っ
た
折
口
信
夫
の
影
響
が
強
い
た
め
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
折
口
信
夫
が
論
じ
る
鎮
魂
祭
と
大
嘗
祭
の
関

係
、
及
び
、
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
古
代
日
本
に
お
け
る
鎮
魂
の

意
義
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
研
究
者
が
言
及
し
て
い
る

も
の
の
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
宮
廷
鎮
魂
祭
に
限
っ
た
こ
と
で
あ

り
、
石
上
神
宮
を
始
め
と
し
て
各
々
の
神
社
で
行
わ
れ
て
い
る

鎮
魂
祭
に
は
言
及
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
。

　
本
論
で
は
、
石
上
神
宮
で
行
わ
れ
て
い
る
鎮
魂
祭
の
成
立
過

程
を
明
ら
か
に
す
る
。
結
論
を
先
取
り
し
て
い
え
ば
、
石
上
鎮

魂
祭
に
は
古
代
か
ら
の
連
続
し
た
伝
承
が
あ
る
と
は
言
え
な

い
。
本
論
で
は
、
神
社
祭
祀
の
中
の
ひ
と
つ
と
し
て
捉
え
、
年

中
行
事
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
を
考
え

る
。
本
論
の
作
業
は
、
そ
こ
に
参
与
す
る
人
々
の
心
意
伝
承
を

知
る
一
助
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
古
代
か

ら
の
連
続
性
は
な
い
に
し
ろ
、
石
上
神
宮
は
、
古
代
宮
廷
に
お

い
て
行
わ
れ
た
鎮
魂
祭
と
の
関
係
を
踏
ま
え
つ
つ
、
近
代
以
降

の
時
代
背
景
を
意
識
し
な
が
ら
、
鎮
魂
祭
の
祭
式
を
整
え
た
の

で
あ
ろ
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
現
在
に
至
っ
て
も
そ
の
祭
式

は
、
成
立
当
時
の
も
の
と
ほ
と
ん
ど
変
化
し
て
い
な
い
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
人
々
の
手
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
祭
式
で

は
な
く
、
神
社
に
よ
っ
て
、
ま
た
彼
ら
の
手
で
詳
細
に
記
さ
れ

た
文
書
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
祭
祀
で
あ
る
た
め
だ
が
、

逆
に
い
え
ば
、
祭
式
が
作
ら
れ
た
当
時
の
様
子
を
考
え
る
た
め

の
一
例
と
も
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
本
論
で
は
ま
ず
第
一
章
で
、
石
上
神
宮
の
概
要
を
把
握
す

る
。
続
い
て
第
二
章
で
古
代
資
料
か
ら
、
第
三
章
で
は
当
神
宮

所
蔵
資
料
か
ら
う
か
が
え
る
石
上
神
宮
と
鎮
魂
の
様
子
を
把
握

し
て
い
き
た
い
。
そ
し
て
第
四
章
で
、
現
在
の
鎮
魂
祭
を
文
字

資
料
と
現
地
調
査
で
得
た
事
例
に
基
づ
き
考
察
す
る
。

　
石
上
鎮
魂
祭
の
先
行
研
究
は
極
端
に
少
な
い
た
め
、
列
挙
は

せ
ず
、
論
考
の
中
で
触
れ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

第
一
章

　
石
上
神
宮
周
辺
の
把
握

　
石
上
神
宮
の
鎮
座
地
は
、
奈
良
県
天
理
市
布
留
町
（『
大
和

国
山
辺
郡
石
上
邑
』）
で
あ
り
、
古
称
に
は
石
上
郷
布
留
村
高
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主
祭
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
残
り
の
一
柱
に
布
都
斯
御
魂

大
神
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
天
十
握
剣
、
別
名
虵
之
麁
正
の
霊
威

を
称
え
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
、
や
は
り
剣
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。『
古
事
記
』
に
お
い
て
、
ス
サ
ノ
オ
が
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ

チ
を
退
治
し
た
際
に
用
い
た
剣
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
石
上
神
宮
の
宮
司
の
祖
と
考
え
ら
れ
て
い
る
物
部
氏
の
職
掌

に
つ
い
て
、
本
居
宣
長
は
武
勇
職
を
も
っ
て
仕
え
る
建
士
の
集

団
で
あ
る
と
い
う
説
を
た
て
て
い
る
。
石
上
神
宮
の
主
祭
神
で

あ
る
布
都
御
魂
大
神
、
布
都
斯
御
魂
大
神
両
柱
の
神
の
由
縁
を

知
れ
ば
、
確
か
に
有
力
な
説
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま

た
、
石
上
神
宮
の
神
庫
に
は
、
垂
仁
天
皇
の
時
に
五
十
瓊
敷
命

が
剣
千
口
を
作
っ
て
奉
納
し
た
こ
と
を
始
め
と
し
て
、
朝
廷
に

よ
っ
て
収
奪
さ
れ
た
各
氏
族
の
レ
ガ
リ
ア
（
宝
物
）
が
納
め
ら

れ
て
い
る
。
王
権
を
象
徴
す
る
レ
ガ
リ
ア
は
、
多
く
刀
剣
に

よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
や
は
り
石
上
神
宮
は
古

代
に
あ
っ
て
は
兵
器
庫
と
し
て
の
役
割
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と

い
う
こ
と
は
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
祭
主
で
あ
る
物
部

が
モ
ノ
ノ
フ
の
語
か
ら
発
し
た
も
の
で
あ
り
、
戦
士
・
軍
事
と

関
連
付
け
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
う
な
ず
け
る
。
ま
た
一
方

で
、
平
田
篤
胤
に
始
ま
る
他
説
に
は
卜
事
を
行
う
氏
族
と
す
る

も
の
が
あ
り
、
こ
れ
は
モ
ノ
ノ
ケ
の
語
か
ら
精
霊
・
鬼
神
を
掌

る
職
で
あ
る
と
考
え
る
説
で
あ
る
。
布
留
御
魂
大
神
が
鎮
魂
の

呪
物
で
あ
る
こ
と
は
先
述
し
た
が
、
各
氏
族
の
レ
ガ
リ
ア
が
必

ず
し
も
刀
剣
等
の
武
具
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
中
に
は

呪
宝
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
石
上
神
宮
に
は
多

く
の
呪
宝
が
納
め
ら
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の

よ
う
に
考
え
る
と
、
物
部
氏
が
心
霊
・
鬼
神
に
関
わ
る
、
す
な

わ
ち
祭
祀
に
深
く
か
か
わ
る
職
掌
で
あ
っ
た
と
い
う
説
も
ま
た

有
力
と
言
え
る
。

　
本
位
田
菊
士
は
後
者
の
説
を
支
持
し
、
物
部
氏
の
持
つ
刑
部

的
な
職
掌
を
、
生
死
に
携
わ
る
職
掌
と
解
釈
し
て
い
る
。
例
え

ば
、
物
部
氏
の
警
察
的
職
務
と
み
な
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
実

質
は
決
罰
で
あ
り
、
逮
捕
の
た
め
の
出
動
が
あ
っ
た
と
し
て
も

そ
れ
は
処
刑
が
前
提
に
あ
る
も
の
だ
と
す
る
。
本
位
田
は
、
物

部
氏
の
職
掌
は
本
来
、
牢
獄
に
拘
禁
さ
れ
た
囚
人
を
監
視
警

護
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
し
、
そ
れ
は
つ
ま

り
、
外
界
か
ら
隔
離
遮
断
さ
れ
た
特
殊
な
空
間
を
守
護
す
る
も

の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
物
部
氏

と
石
上
神
宮
の
関
係
に
つ
い
て
言
え
ば
、
石
上
神
宮
が
兵
杖
庫

5

第
二
章

　
古
代
史
に
お
け
る
石
上
神
宮

　
石
上
神
宮
の
別
名
に
は
、
フ
ル
や
フ
ツ
と
い
っ
た
音
が
見
受

け
ら
れ
る
。

　
フ
ル
に
関
し
て
は
、『
旧
事
本
紀
』
に
次
の
よ
う
な
説
話
が

示
さ
れ
て
い
る
。
天
押
穂
耳
命
か
ら
饒
速
日
命
に
授
け
ら
れ
た

天
璽
瑞
宝
十
種
は
、
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
と
唱
え
な
が
ら

振
る
え
ば
死
人
も
生
き
返
る
宝
で
あ
り
、
こ
れ
が
布
瑠
之
言
本

で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
フ
ル
と
は
布
瑠
之
言
本
に
由
来

し
て
い
る
と
す
る
説
話
で
あ
る
。

　
フ
ツ
の
音
に
つ
い
て
は
『
旧
事
本
紀
』
天
孫
本
紀
に
、
以
下

の
記
載
が
確
認
さ
れ
る
。
宇
摩
志
麻
治
命
は
、
饒
速
日
命
の
御

子
で
物
部
連
の
祖
神
と
さ
れ
て
お
り
、
天
孫
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
の
宇
摩
志
麻
治
命
が
、
天
照
大
神
の
直
系
、
つ
ま
り
こ

れ
も
天
孫
で
あ
る
磐
余
尊
に
反
逆
し
よ
う
と
企
て
た
舅
の
長
髓

彦
命
を
誅
殺
し
官
軍
に
従
っ
た
際
、
瓊
々
杵
尊
に
授
け
た
も
の

が
韴
霊
剣
で
あ
る
。
宇
摩
志
麻
治
命
が
、
十
一
月
丙
子
朔
庚
寅

の
日
、
帝
后
の
御
魂
を
鎮
め
る
た
め
に
天
璽
瑞
宝
を
以
て
行
っ

た
祭
が
鎮
魂
祭
の
始
め
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

崇
神
天
皇
の
御
世
に
布
都
大
神
社
を
大
和
国
山
辺
郡
石
上
邑
に

遷
し
建
て
、
天
璽
瑞
宝
を
奉
斎
さ
せ
た
。
フ
ツ
の
音
を
説
明
す

る
韴
霊
剣
の
説
話
は
、
石
上
神
宮
の
由
来
譚
と
し
て
の
機
能
も

備
え
て
い
る
と
も
言
え
る
。

　
こ
の
韴
霊
剣
に
つ
い
て
は
、
そ
の
霊
威
を
称
え
た
も
の
が
布

都
御
魂
大
神
で
あ
る
と
さ
れ
、
石
上
神
宮
に
関
す
る
近
現
代

の
資
料
で
は
こ
の
祭
神
が
第
一
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多

い
。『
古
事
記
』
で
は
、
神
武
天
皇
東
征
の
折
、
気
を
失
っ
た

官
軍
を
助
け
る
た
め
天
照
大
神
の
命
に
よ
っ
て
建
御
雷
命
か
ら

高
倉
下
に
授
け
ら
れ
た
大
刀
が
あ
り
、
高
倉
下
は
、
こ
れ
を
後

の
神
武
天
皇
で
あ
る
神
倭
伊
波
礼
比
古
命
に
奉
っ
た
と
さ
れ
て

い
る
。『
旧
事
本
紀
』
の
記
述
と
は
異
な
る
が
、
別
名
、
佐
士

布
都
の
神
、
甕
布
都
の
神
、
布
都
の
御
魂
と
さ
れ
る
こ
の
大
刀

は
、
後
に
石
上
神
宮
に
奉
斎
さ
れ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の

説
話
に
見
ら
れ
る
フ
ツ
の
音
に
つ
い
て
は
、『
古
事
記
』
の
注

釈
な
ど
で
は
、
剣
の
威
力
、
物
を
切
る
音
な
ど
と
説
明
さ
れ
て

い
る
が
、
松
前
健
は
漢
語
の
「
祓
」
と
同
系
語
で
あ
り
、
除

災
、
除
厄
と
同
時
に
、
魂
を
招
き
入
れ
る
と
い
う
意
味
・
機
能

を
持
っ
て
い
る
と
し
、
刀
剣
祭
祀
と
結
び
つ
き
や
す
い
語
で
あ

る
と
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
フ
ツ
は
刀
剣
に
ま
つ
わ
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る
。
こ
の
宇
摩
志
麻
治
命
が
、
天
照
大
神
の
直
系
、
つ
ま
り
こ

れ
も
天
孫
で
あ
る
磐
余
尊
に
反
逆
し
よ
う
と
企
て
た
舅
の
長
髓

彦
命
を
誅
殺
し
官
軍
に
従
っ
た
際
、
瓊
々
杵
尊
に
授
け
た
も
の

が
韴
霊
剣
で
あ
る
。
宇
摩
志
麻
治
命
が
、
十
一
月
丙
子
朔
庚
寅

の
日
、
帝
后
の
御
魂
を
鎮
め
る
た
め
に
天
璽
瑞
宝
を
以
て
行
っ

た
祭
が
鎮
魂
祭
の
始
め
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

崇
神
天
皇
の
御
世
に
布
都
大
神
社
を
大
和
国
山
辺
郡
石
上
邑
に

遷
し
建
て
、
天
璽
瑞
宝
を
奉
斎
さ
せ
た
。
フ
ツ
の
音
を
説
明
す

る
韴
霊
剣
の
説
話
は
、
石
上
神
宮
の
由
来
譚
と
し
て
の
機
能
も

備
え
て
い
る
と
も
言
え
る
。

　
こ
の
韴
霊
剣
に
つ
い
て
は
、
そ
の
霊
威
を
称
え
た
も
の
が
布

都
御
魂
大
神
で
あ
る
と
さ
れ
、
石
上
神
宮
に
関
す
る
近
現
代

の
資
料
で
は
こ
の
祭
神
が
第
一
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多

い
。『
古
事
記
』
で
は
、
神
武
天
皇
東
征
の
折
、
気
を
失
っ
た

官
軍
を
助
け
る
た
め
天
照
大
神
の
命
に
よ
っ
て
建
御
雷
命
か
ら

高
倉
下
に
授
け
ら
れ
た
大
刀
が
あ
り
、
高
倉
下
は
、
こ
れ
を
後

の
神
武
天
皇
で
あ
る
神
倭
伊
波
礼
比
古
命
に
奉
っ
た
と
さ
れ
て

い
る
。『
旧
事
本
紀
』
の
記
述
と
は
異
な
る
が
、
別
名
、
佐
士

布
都
の
神
、
甕
布
都
の
神
、
布
都
の
御
魂
と
さ
れ
る
こ
の
大
刀

は
、
後
に
石
上
神
宮
に
奉
斎
さ
れ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の

説
話
に
見
ら
れ
る
フ
ツ
の
音
に
つ
い
て
は
、『
古
事
記
』
の
注

釈
な
ど
で
は
、
剣
の
威
力
、
物
を
切
る
音
な
ど
と
説
明
さ
れ
て

い
る
が
、
松
前
健
は
漢
語
の
「
祓
」
と
同
系
語
で
あ
り
、
除

災
、
除
厄
と
同
時
に
、
魂
を
招
き
入
れ
る
と
い
う
意
味
・
機
能

を
持
っ
て
い
る
と
し
、
刀
剣
祭
祀
と
結
び
つ
き
や
す
い
語
で
あ

る
と
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
フ
ツ
は
刀
剣
に
ま
つ
わ
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か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。
こ
の
物
部

首
氏
は
、
元
来
は
柿
本
臣
や
春
日
臣
と
同
族
の
皇
別
氏
で
あ

り
、
石
上
の
地
の
豪
族
で
あ
っ
た
ら
し
い
。『
新
撰
姓
氏
録
』

に
よ
れ
ば
天
武
朝
の
こ
ろ
に
布
留
宿
禰
と
改
め
ら
れ
る
が
、
津

田
左
右
吉
は
、
同
氏
は
石
上
の
古
来
か
ら
の
豪
族
で
あ
っ
た

が
、
物
部
連
氏
が
こ
の
地
に
乗
り
込
ん
で
き
た
際
に
、
そ
の
勢

力
関
係
か
ら
部
下
と
さ
れ
た
も
の
で
、
物
部
首
の
呼
称
は
物
部

連
氏
の
配
下
と
な
っ
て
か
ら
名
乗
っ
た
呼
称
で
あ
ろ
う
と
し
て

い
る
。
松
前
は
こ
の
論
考
を
基
に
し
、
更
に
進
ん
で
、
物
部
連

氏
を
、
河
内
を
本
拠
と
し
た
軍
事
氏
族
と
し
、
一
方
の
布
留
宿

禰
氏
を
古
く
か
ら
布
留
川
の
川
辺
で
、
刀
剣
祭
祀
を
行
っ
て
い

た
祭
祀
氏
族
で
あ
る
と
し
て
い
る（

６
）。

　
筆
者
も
松
前
の
説
に
賛
意
を
示
す
が
、
タ
マ
フ
リ
の
所
作
が

古
く
か
ら
布
留
宿
禰
氏
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
、
そ
れ
が
物
部
連

氏
に
受
け
継
が
れ
た
と
す
る
こ
と
に
は
や
や
懐
疑
的
で
あ
る
。

モ
ノ
ノ
フ
と
し
て
の
物
部
氏
が
タ
マ
フ
リ
の
所
作
を
所
有
し
て

い
な
か
っ
た
と
考
え
る
に
は
、
論
拠
が
弱
い
よ
う
に
感
じ
ら

れ
、
タ
マ
フ
リ
の
所
作
が
物
部
連
氏
と
物
部
首
氏
の
ど
ち
ら
が

所
有
し
て
い
た
か
断
定
す
る
に
は
早
計
で
あ
る
と
考
え
る
の
で

あ
る
。
む
し
ろ
松
前
の
発
展
的
考
察
で
あ
る
、
物
部
首
氏
＝
川

辺
で
刀
剣
祭
祀
を
行
う
祭
祀
氏
族
と
い
う
、
そ
の
図
式
の
み
が

当
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
、
石
上
神
宮
に
伝
わ
る
諸
資
料
を
基
に
し
た
考
察
を
次
に
行

い
た
い
。

第
三
章 

中
世
か
ら
近
世
に
お
け
る
石
上
神
宮
と
鎮
魂

の
意
義

　
石
上
神
宮
は
い
く
つ
か
の
由
緒
記
を
今
に
残
し
て
い
る
が
、

そ
の
成
立
は
最
も
古
い
も
の
で
も
文
永
七
年
（
一
二
七
〇
）
の

制
作
と
目
さ
れ
る
。
古
代
の
資
料
に
度
々
そ
の
名
が
確
認
さ
れ

る
神
宮
と
し
て
は
珍
し
い
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
石
上
神

宮
の
発
行
し
て
い
る
『
石
上
神
宮
』
の
略
史
に
よ
れ
ば
、

　
　

永
禄
十
一
（
一
五
六
八
）
年
に
松
永
久
秀
が
織
田
信
長
の

援
助
を
受
け
て
大
和
に
侵
入
し
た
と
き
、
河
那
辺
伊
豆

守
が
率
い
る
尾
張
勢
が
当
神
宮
に
乱
入
し
て
拝
殿
・
宝

殿
（
神
庫
）
を
打
ち
壊
し
、
宝
物
・
古
書
類
を
取
り
散
ら

か
し
た
た
め
、
多
く
の
も
の
が
散
逸
し
た
（『
石
上
神
宮
』

二
〇
〇
八

　
三
頁
）

7

で
あ
る
と
同
時
に
、「
神
宮
の
周
辺
は
、
石
上
穴
穂
宮
（
安
康

天
皇
）、
石
上
広
高
宮
（
仁
賢
天
皇
）
二
代
の
宮
都
が
営
ま
れ
」

た
こ
と
や
、『
古
事
記
』
雄
略
紀
、
斉
明
紀
に
二
度
に
わ
た
っ

て
外
国
か
ら
の
使
節
を
饗
し
た
と
い
う
記
録
が
見
ら
れ
る
。
同

記
録
か
ら
本
位
田
は
、
饗
宴
は
政
治
的
行
事
と
し
て
重
要
な
役

割
を
占
め
て
お
り
、
本
来
は
朝
廷
で
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
を
敢
え

て
石
上
周
辺
で
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
え
る
と
言

う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
石
上
は
、
大
和
政
権
に
お
い
て
祭
政
一

致
の
重
要
な
政
治
的
中
心
地
で
あ
っ
た
と
考
え
、
神
宝
の
収
納

さ
れ
た
特
殊
な
場
所
、
す
な
わ
ち
外
界
か
ら
隔
離
遮
断
さ
れ
た

特
殊
な
空
間
を
守
護
す
る
役
目
と
し
て
、
物
部
氏
が
そ
の
職
務

に
就
い
た
の
で
は
な
い
か
と
論
じ
て
い
る（

４
）。

　
石
上
神
宮
が
祭
政
一
致
と
い
う
古
代
朝
廷
の
政
治
体
制
に
お

い
て
重
要
な
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
天
皇
に
と
っ

て
、
各
氏
族
の
レ
ガ
リ
ア
を
収
奪
す
る
こ
と
は
、
中
央
政
権
と

し
て
の
地
盤
を
固
め
る
過
程
に
お
い
て
重
要
な
事
業
で
あ
る
。

そ
し
て
収
奪
し
た
レ
ガ
リ
ア
は
、
王
権
の
象
徴
で
あ
る
と
同
時

に
、
何
ら
か
の
呪
宝
で
も
あ
り
、
丁
重
に
扱
わ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た（

５
）。

石
上
の
地
が
選
ば
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
大
和

朝
廷
の
時
代
に
あ
っ
て
重
要
な
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
く

影
響
し
て
い
る
も
の
と
推
測
で
き
る
が
、
少
な
く
と
も
、
呪
宝

を
奉
斎
す
る
場
所
と
し
て
選
ば
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
政

治
的
な
意
図
と
、
祭
祀
的
な
意
図
が
密
接
に
絡
み
合
っ
た
地
と

し
て
、
古
代
の
石
上
神
宮
は
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
石
上
神
宮
の
神
庫
を
守
る
役
目
と
し
て
物

部
氏
が
任
ぜ
ら
れ
た
理
由
に
関
す
る
本
位
田
の
論
考
に
は
や
や

無
理
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
囚
人
の
監
視
警
護
と
い
う

役
職
と
、
呪
宝
を
守
護
す
る
と
い
う
役
職
が
イ
コ
ー
ル
で
つ
な

が
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
物
部
氏
は
や
は
り
、
刑
部
的
な
職
掌

を
持
つ
氏
族
、
モ
ノ
ノ
フ
と
し
て
の
氏
族
で
あ
る
と
考
え
、
呪

宝
の
保
管
庫
で
あ
る
と
同
時
に
、
兵
器
庫
と
し
て
の
機
能
も

あ
っ
た
石
上
神
宮
を
警
護
す
る
役
目
で
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
た

ほ
う
が
自
然
に
思
え
る
。

　
一
方
で
、
石
上
神
宮
の
祭
主
が
物
部
氏
で
あ
る
と
い
う
伝
承

が
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
、
松
前
は
、
モ
ノ
ノ
フ
と
し
て
の
物
部
氏
、
朝
廷
か
ら
石
上

に
遣
わ
さ
れ
た
物
部
氏
が
物
部
連
氏
で
あ
り
、
石
上
に
は
既
に

「
そ
の
地
の
先
住
者
で
あ
っ
た
ら
し
い
、
も
う
一
つ
の
物
部
氏

―
物
部
首
氏―

」
が
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
、
宮

廷
鎮
魂
祭
で
行
わ
れ
た
タ
マ
フ
リ
の
所
作
は
、
こ
の
物
部
首
氏
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か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。
こ
の
物
部

首
氏
は
、
元
来
は
柿
本
臣
や
春
日
臣
と
同
族
の
皇
別
氏
で
あ

り
、
石
上
の
地
の
豪
族
で
あ
っ
た
ら
し
い
。『
新
撰
姓
氏
録
』

に
よ
れ
ば
天
武
朝
の
こ
ろ
に
布
留
宿
禰
と
改
め
ら
れ
る
が
、
津

田
左
右
吉
は
、
同
氏
は
石
上
の
古
来
か
ら
の
豪
族
で
あ
っ
た

が
、
物
部
連
氏
が
こ
の
地
に
乗
り
込
ん
で
き
た
際
に
、
そ
の
勢

力
関
係
か
ら
部
下
と
さ
れ
た
も
の
で
、
物
部
首
の
呼
称
は
物
部

連
氏
の
配
下
と
な
っ
て
か
ら
名
乗
っ
た
呼
称
で
あ
ろ
う
と
し
て

い
る
。
松
前
は
こ
の
論
考
を
基
に
し
、
更
に
進
ん
で
、
物
部
連

氏
を
、
河
内
を
本
拠
と
し
た
軍
事
氏
族
と
し
、
一
方
の
布
留
宿

禰
氏
を
古
く
か
ら
布
留
川
の
川
辺
で
、
刀
剣
祭
祀
を
行
っ
て
い

た
祭
祀
氏
族
で
あ
る
と
し
て
い
る（

６
）。

　
筆
者
も
松
前
の
説
に
賛
意
を
示
す
が
、
タ
マ
フ
リ
の
所
作
が

古
く
か
ら
布
留
宿
禰
氏
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
、
そ
れ
が
物
部
連

氏
に
受
け
継
が
れ
た
と
す
る
こ
と
に
は
や
や
懐
疑
的
で
あ
る
。

モ
ノ
ノ
フ
と
し
て
の
物
部
氏
が
タ
マ
フ
リ
の
所
作
を
所
有
し
て

い
な
か
っ
た
と
考
え
る
に
は
、
論
拠
が
弱
い
よ
う
に
感
じ
ら

れ
、
タ
マ
フ
リ
の
所
作
が
物
部
連
氏
と
物
部
首
氏
の
ど
ち
ら
が

所
有
し
て
い
た
か
断
定
す
る
に
は
早
計
で
あ
る
と
考
え
る
の
で

あ
る
。
む
し
ろ
松
前
の
発
展
的
考
察
で
あ
る
、
物
部
首
氏
＝
川

辺
で
刀
剣
祭
祀
を
行
う
祭
祀
氏
族
と
い
う
、
そ
の
図
式
の
み
が

当
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
、
石
上
神
宮
に
伝
わ
る
諸
資
料
を
基
に
し
た
考
察
を
次
に
行

い
た
い
。

第
三
章 

中
世
か
ら
近
世
に
お
け
る
石
上
神
宮
と
鎮
魂

の
意
義

　
石
上
神
宮
は
い
く
つ
か
の
由
緒
記
を
今
に
残
し
て
い
る
が
、

そ
の
成
立
は
最
も
古
い
も
の
で
も
文
永
七
年
（
一
二
七
〇
）
の

制
作
と
目
さ
れ
る
。
古
代
の
資
料
に
度
々
そ
の
名
が
確
認
さ
れ

る
神
宮
と
し
て
は
珍
し
い
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
石
上
神

宮
の
発
行
し
て
い
る
『
石
上
神
宮
』
の
略
史
に
よ
れ
ば
、

　
　

永
禄
十
一
（
一
五
六
八
）
年
に
松
永
久
秀
が
織
田
信
長
の

援
助
を
受
け
て
大
和
に
侵
入
し
た
と
き
、
河
那
辺
伊
豆

守
が
率
い
る
尾
張
勢
が
当
神
宮
に
乱
入
し
て
拝
殿
・
宝

殿
（
神
庫
）
を
打
ち
壊
し
、
宝
物
・
古
書
類
を
取
り
散
ら

か
し
た
た
め
、
多
く
の
も
の
が
散
逸
し
た
（『
石
上
神
宮
』

二
〇
〇
八

　
三
頁
）
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で
あ
る
と
同
時
に
、「
神
宮
の
周
辺
は
、
石
上
穴
穂
宮
（
安
康

天
皇
）、
石
上
広
高
宮
（
仁
賢
天
皇
）
二
代
の
宮
都
が
営
ま
れ
」

た
こ
と
や
、『
古
事
記
』
雄
略
紀
、
斉
明
紀
に
二
度
に
わ
た
っ

て
外
国
か
ら
の
使
節
を
饗
し
た
と
い
う
記
録
が
見
ら
れ
る
。
同

記
録
か
ら
本
位
田
は
、
饗
宴
は
政
治
的
行
事
と
し
て
重
要
な
役

割
を
占
め
て
お
り
、
本
来
は
朝
廷
で
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
を
敢
え

て
石
上
周
辺
で
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
え
る
と
言

う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
石
上
は
、
大
和
政
権
に
お
い
て
祭
政
一

致
の
重
要
な
政
治
的
中
心
地
で
あ
っ
た
と
考
え
、
神
宝
の
収
納

さ
れ
た
特
殊
な
場
所
、
す
な
わ
ち
外
界
か
ら
隔
離
遮
断
さ
れ
た

特
殊
な
空
間
を
守
護
す
る
役
目
と
し
て
、
物
部
氏
が
そ
の
職
務

に
就
い
た
の
で
は
な
い
か
と
論
じ
て
い
る（

４
）。

　
石
上
神
宮
が
祭
政
一
致
と
い
う
古
代
朝
廷
の
政
治
体
制
に
お

い
て
重
要
な
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
天
皇
に
と
っ

て
、
各
氏
族
の
レ
ガ
リ
ア
を
収
奪
す
る
こ
と
は
、
中
央
政
権
と

し
て
の
地
盤
を
固
め
る
過
程
に
お
い
て
重
要
な
事
業
で
あ
る
。

そ
し
て
収
奪
し
た
レ
ガ
リ
ア
は
、
王
権
の
象
徴
で
あ
る
と
同
時

に
、
何
ら
か
の
呪
宝
で
も
あ
り
、
丁
重
に
扱
わ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た（

５
）。

石
上
の
地
が
選
ば
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
大
和

朝
廷
の
時
代
に
あ
っ
て
重
要
な
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
く

影
響
し
て
い
る
も
の
と
推
測
で
き
る
が
、
少
な
く
と
も
、
呪
宝

を
奉
斎
す
る
場
所
と
し
て
選
ば
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
政

治
的
な
意
図
と
、
祭
祀
的
な
意
図
が
密
接
に
絡
み
合
っ
た
地
と

し
て
、
古
代
の
石
上
神
宮
は
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
石
上
神
宮
の
神
庫
を
守
る
役
目
と
し
て
物

部
氏
が
任
ぜ
ら
れ
た
理
由
に
関
す
る
本
位
田
の
論
考
に
は
や
や

無
理
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
囚
人
の
監
視
警
護
と
い
う

役
職
と
、
呪
宝
を
守
護
す
る
と
い
う
役
職
が
イ
コ
ー
ル
で
つ
な

が
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
物
部
氏
は
や
は
り
、
刑
部
的
な
職
掌

を
持
つ
氏
族
、
モ
ノ
ノ
フ
と
し
て
の
氏
族
で
あ
る
と
考
え
、
呪

宝
の
保
管
庫
で
あ
る
と
同
時
に
、
兵
器
庫
と
し
て
の
機
能
も

あ
っ
た
石
上
神
宮
を
警
護
す
る
役
目
で
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
た

ほ
う
が
自
然
に
思
え
る
。

　
一
方
で
、
石
上
神
宮
の
祭
主
が
物
部
氏
で
あ
る
と
い
う
伝
承

が
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
、
松
前
は
、
モ
ノ
ノ
フ
と
し
て
の
物
部
氏
、
朝
廷
か
ら
石
上

に
遣
わ
さ
れ
た
物
部
氏
が
物
部
連
氏
で
あ
り
、
石
上
に
は
既
に

「
そ
の
地
の
先
住
者
で
あ
っ
た
ら
し
い
、
も
う
一
つ
の
物
部
氏

―

物
部
首
氏―

」
が
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
、
宮

廷
鎮
魂
祭
で
行
わ
れ
た
タ
マ
フ
リ
の
所
作
は
、
こ
の
物
部
首
氏
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そ
の
内
容
の
検
討
と
、
当
時
の
世
相
と
の
照
合
を
行
い
た
い
。

（
表
①
）

　
最
も
成
立
の
古
い
と
思
わ
れ
る
『
石
上
神
宮
御
事
抄
』
は
、

『
神
道
大
系
』
の
解
題
に
よ
れ
ば
、
表
紙
右
側
に
「
文
永
七
年

卜
部
兼
文
著
奥
書
ニ
見
エ
タ
リ
」
と
墨
書
さ
れ
て
い
る
ら
し

く
、
ま
た
、
卜
部
兼
文
が
文
永
七
年
（
一
二
七
〇
）
六
月
十
一

日
に
「
石
上
神
事
抄
畢
」
と
『
旧
事
本
紀
』
に
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
卜
部
兼
文
に
よ
っ
て
文
永
七

年
に
著
述
さ
れ
た
も
の
と
捉
え
て
問
題
な
い
と
し
て
い
る（

７
）。

そ
の
内
容
は
、『
貞
観
儀
式
』
や
『
旧
事
本
紀
』
を
始
め
と
す

る
宮
中
祭
祀
や
伝
承
に
関
す
る
資
料
か
ら
の
引
用
が
多
く
、
石

上
神
宮
の
由
緒
を
天
璽
瑞
宝
に
関
わ
っ
て
行
わ
れ
る
宮
廷
鎮
魂

祭
の
始
原
に
定
め
て
い
る
点
が
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
、
後
の
石

上
神
宮
関
係
資
料
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
点
も
特
筆
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
卜
部
氏
は
、
律
令
制
下
に
お
い
て
神
祇
官
に

属
し
た
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
『
旧
事
本
紀
』
の
編
纂
に
も
関

わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
宮
中
祭
祀
や
伝
承
を
多
く
取
り
上
げ

て
い
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

　『
和
州
布
留
大
明
神
御
縁
記
』
は
、
奥
書
に
文
安
三
年
（
一
四 

四
六
）
二
月
、
社
人
左
近
が
大
方
出
羽
守
に
送
っ
た
旨
が
記

さ
れ
て
い
る（

８
）。

そ
の
内
容
は
、
他
の
縁
起
類
と
は
や
や
異

な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
他
の
縁
起
に
よ
く
見
ら
れ
る
布
留
之
言

本
や
宮
廷
鎮
魂
祭
の
始
原
に
関
す
る
説
話
は
見
ら
れ
な
い
。
そ

の
内
容
に
お
い
て
最
も
特
徴
的
で
あ
る
の
は
、
布
留
之
言
本
と

は
別
に
、
布
留
郷
の
地
名
由
来
譚
と
し
て
各
書
に
見
ら
れ
る
説

話
が
、
神
宮
関
係
資
料
中
初
め
て
見
ら
れ
る
と
い
う
点
で
あ
ろ

う
。
本
論
に
深
く
関
わ
る
説
話
で
あ
る
た
め
、
次
に
抜
粋
す

る
。

　
　

倩
尋
其
御
影
向
来
由
、
自
是
河
上
一
寶
劒
横
中
流
浮
沈
、

臨
清
水
上
下
、
恰
若
巨
魚
縦
大
壑
、
觸
劒
岩
石
、
或
擘
、

或
貫
、
人
民
奇
之
、
欲
執
忽
裂
手
、
欲
揚
又
鑿
身
、
爰
獨

有
貞
女
、
臨
河
水
洗
布
、
此
劒
畱
布
不
得
流
、
因
茲
、
名

斯
所
於
布
畱
、
寔
有
所
以
（『
神
道
大
系
』
一
九
八
九

　

六
頁
）

　
以
上
の
引
用
部
の
現
代
語
訳
を
示
す
。
河
上
よ
り
一
振
り
の

宝
剣
が
浮
き
沈
み
し
な
が
ら
流
れ
て
く
る
。
清
水
に
上
下
す
る

姿
は
あ
た
か
も
大
魚
が
大
谷
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
よ
う
で
あ

る
、
剣
に
触
れ
た
岩
石
は
、
或
い
は
裂
け
、
或
い
は
貫
か
れ

9

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
本
論
で
は
『
神
道
大
系
』
に
収
載
さ
れ
た
二
十
一
点
の
資

料
の
内
、
鎮
魂
祭
及
び
関
連
資
料
を
捗
猟
し
た
上
で
選
別
し
、

表①　『神道大系』大神・石上より筆者作成

書名 成立年 編著者
石上神宮御事抄 文永七年（1270） 卜部兼文
和州布留大明神御縁記 文安三年（1446） 社人左近
石上布留神宮寺伝記 元亀元年（1570） 威徳院勝舜
布留社式目 元亀元年（1570） 威徳院勝舜
布留之明神之由来 元和三年（1617） 宮本
石上布留神宮要録 寛永十一年（1634）竜福寺昭堧
石上布留神宮寺縁起 寛永十二年（1635）竜福寺昭堧
布留神宮記 延宝五年（1677） 延英
石上振神宮二座 元禄六年（1693） 田村光由
石上大明神縁起乾坤 元禄十二年（1699）梅園惟朝
石上神社記 元禄十四年（1701）吉田兼敬
物部氏口伝抄 宝永元年（1704） 今出川一友
石上布留神宮略抄上下 享保五年（1720） 今出川一友
十種神宝秘伝記 享保七年（1722） 今出川一友
　　物部氏十種瑞宝秘伝
　　鎮魂祭次第記
倭山辺郡石上建布瑠社略記 享保二年（1742） 神籬翁
布留神社略縁起 享保三年（1743） 田部弥右衛門
布瑠社神斎集乾坤 不明
　　上 延享三年（1746）
　　下 延享五年（1748）
石上布留神社略記 弘化四年（1847） 上田忱自
布留略記 江戸末期か 森貞彬
布留ノ伝 江戸末期か 森貞彬
大和国山辺郡石上布留神社略記 江戸末期か 不明
石上神剣発掘ノ件 明治七年（1874） 管政友
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そ
の
内
容
の
検
討
と
、
当
時
の
世
相
と
の
照
合
を
行
い
た
い
。

（
表
①
）

　
最
も
成
立
の
古
い
と
思
わ
れ
る
『
石
上
神
宮
御
事
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』
は
、

『
神
道
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』
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ば
、
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右
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「
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七
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部
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」
と
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い
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し

く
、
ま
た
、
卜
部
兼
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が
文
永
七
年
（
一
二
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六
月
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一

日
に
「
石
上
神
事
抄
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」
と
『
旧
事
本
紀
』
に
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
確
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さ
れ
る
こ
と
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ら
、
卜
部
兼
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七
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に
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述
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れ
た
も
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と
捉
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て
問
題
な
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と
し
て
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７
）。

そ
の
内
容
は
、『
貞
観
儀
式
』
や
『
旧
事
本
紀
』
を
始
め
と
す

る
宮
中
祭
祀
や
伝
承
に
関
す
る
資
料
か
ら
の
引
用
が
多
く
、
石

上
神
宮
の
由
緒
を
天
璽
瑞
宝
に
関
わ
っ
て
行
わ
れ
る
宮
廷
鎮
魂

祭
の
始
原
に
定
め
て
い
る
点
が
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
、
後
の
石

上
神
宮
関
係
資
料
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
点
も
特
筆
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
卜
部
氏
は
、
律
令
制
下
に
お
い
て
神
祇
官
に

属
し
た
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
『
旧
事
本
紀
』
の
編
纂
に
も
関

わ
っ
て
い
る
こ
と
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ら
、
宮
中
祭
祀
や
伝
承
を
多
く
取
り
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げ

て
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る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
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。

　『
和
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布
留
大
明
神
御
縁
記
』
は
、
奥
書
に
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安
三
年
（
一
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四
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）
二
月
、
社
人
左
近
が
大
方
出
羽
守
に
送
っ
た
旨
が
記

さ
れ
て
い
る（

８
）。

そ
の
内
容
は
、
他
の
縁
起
類
と
は
や
や
異

な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
他
の
縁
起
に
よ
く
見
ら
れ
る
布
留
之
言

本
や
宮
廷
鎮
魂
祭
の
始
原
に
関
す
る
説
話
は
見
ら
れ
な
い
。
そ

の
内
容
に
お
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て
最
も
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徴
的
で
あ
る
の
は
、
布
留
之
言
本
と

は
別
に
、
布
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郷
の
地
名
由
来
譚
と
し
て
各
書
に
見
ら
れ
る
説

話
が
、
神
宮
関
係
資
料
中
初
め
て
見
ら
れ
る
と
い
う
点
で
あ
ろ

う
。
本
論
に
深
く
関
わ
る
説
話
で
あ
る
た
め
、
次
に
抜
粋
す

る
。

　
　

倩
尋
其
御
影
向
来
由
、
自
是
河
上
一
寶
劒
横
中
流
浮
沈
、

臨
清
水
上
下
、
恰
若
巨
魚
縦
大
壑
、
觸
劒
岩
石
、
或
擘
、

或
貫
、
人
民
奇
之
、
欲
執
忽
裂
手
、
欲
揚
又
鑿
身
、
爰
獨

有
貞
女
、
臨
河
水
洗
布
、
此
劒
畱
布
不
得
流
、
因
茲
、
名

斯
所
於
布
畱
、
寔
有
所
以
（『
神
道
大
系
』
一
九
八
九

　

六
頁
）

　
以
上
の
引
用
部
の
現
代
語
訳
を
示
す
。
河
上
よ
り
一
振
り
の

宝
剣
が
浮
き
沈
み
し
な
が
ら
流
れ
て
く
る
。
清
水
に
上
下
す
る

姿
は
あ
た
か
も
大
魚
が
大
谷
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
よ
う
で
あ

る
、
剣
に
触
れ
た
岩
石
は
、
或
い
は
裂
け
、
或
い
は
貫
か
れ

9

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
本
論
で
は
『
神
道
大
系
』
に
収
載
さ
れ
た
二
十
一
点
の
資

料
の
内
、
鎮
魂
祭
及
び
関
連
資
料
を
捗
猟
し
た
上
で
選
別
し
、

表①　『神道大系』大神・石上より筆者作成

書名 成立年 編著者
石上神宮御事抄 文永七年（1270） 卜部兼文
和州布留大明神御縁記 文安三年（1446） 社人左近
石上布留神宮寺伝記 元亀元年（1570） 威徳院勝舜
布留社式目 元亀元年（1570） 威徳院勝舜
布留之明神之由来 元和三年（1617） 宮本
石上布留神宮要録 寛永十一年（1634）竜福寺昭堧
石上布留神宮寺縁起 寛永十二年（1635）竜福寺昭堧
布留神宮記 延宝五年（1677） 延英
石上振神宮二座 元禄六年（1693） 田村光由
石上大明神縁起乾坤 元禄十二年（1699）梅園惟朝
石上神社記 元禄十四年（1701）吉田兼敬
物部氏口伝抄 宝永元年（1704） 今出川一友
石上布留神宮略抄上下 享保五年（1720） 今出川一友
十種神宝秘伝記 享保七年（1722） 今出川一友
　　物部氏十種瑞宝秘伝
　　鎮魂祭次第記
倭山辺郡石上建布瑠社略記 享保二年（1742） 神籬翁
布留神社略縁起 享保三年（1743） 田部弥右衛門
布瑠社神斎集乾坤 不明
　　上 延享三年（1746）
　　下 延享五年（1748）
石上布留神社略記 弘化四年（1847） 上田忱自
布留略記 江戸末期か 森貞彬
布留ノ伝 江戸末期か 森貞彬
大和国山辺郡石上布留神社略記 江戸末期か 不明
石上神剣発掘ノ件 明治七年（1874） 管政友
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が
、『
和
州
布
留
大
明
神
御
縁
記
』
で
は
全
く
そ
の
話
題
に
触

れ
ら
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
こ
れ
以
降
、
縁
起
に
関
わ
る
資

料
が
一
六
〇
〇
年
代
に
至
る
ま
で
現
れ
な
い
た
め
、
憶
測
の
域

を
出
な
い
が
、
一
四
〇
〇
年
代
に
は
、
石
上
神
宮
に
お
け
る
鎮

魂
祭
及
び
タ
マ
フ
リ
の
所
作
は
重
要
と
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
と
す
る
こ
と
も
あ
る
い
は
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
時
代
は
下
っ
て
『
布
留
之
明
神
之
由
来
』
は
、
元
和
三
年

（
一
六
一
七
）
八
月
十
六
日
、
和
州
布
留
宮
本
か
ら
奈
良
奉
行

中
坊
秀
政
に
宛
て
た
言
上
状
の
控
え
で
、
豊
臣
秀
長
に
没
収
さ

れ
た
社
領
を
還
付
（
寄
付
）
さ
れ
た
い
と
願
い
出
た
も
の
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
。
宮
本
と
い
う
人
物
が
誰
で
あ
る
の
か
は
わ

か
ら
な
い
が
、
文
面
か
ら
察
す
る
に
、
氏
人
の
代
表
か
そ
れ
に

類
す
る
者
で
あ
っ
た
ら
し
い（

９
）。

短
い
書
面
で
あ
る
が
、
神
宮

衰
退
の
有
り
様
が
う
か
が
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の

中
に
あ
っ
て
も
氏
人
の
崇
敬
を
集
め
て
い
た
ら
し
い
様
子
が
知

れ
る
。
主
祭
神
を
虵
之
麁
正
と
し
、
白
河
天
皇
と
の
関
わ
り
に

つ
い
て
は
社
頭
修
造
の
し
る
し
と
し
て
社
壇
に
姿
見
が
あ
る
旨

が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
相
変
わ
ら
ず
鎮
魂
祭
と
の
関
連
に
つ
い

て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　『
石
上
布
留
神
宮
要
録
』
は
、
寛
永
十
一
年
（
一
六
三
四
）

に
、
当
神
宮
の
社
僧
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
桃
尾
山
竜
福
寺
の

照
堧
が
永
禄
十
一
年
の
武
家
乱
入
で
記
録
が
分
散
し
、
神
主
の

来
由
を
知
る
者
が
絶
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
嘆
か
わ
し
く

思
い
書
き
遺
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る（

10
）。『

和
州
大
明
神
御
縁

記
』
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
天
璽
瑞
宝
十
種
が
、
宝
蔵
と
し
て

韴
靈
剣
と
並
ん
で
十
種
瑞
宝
の
名
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
天
璽

瑞
宝
よ
り
も
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
八
皇
子
殿
と
長
庄
神

殿
の
記
述
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
八
皇
子
殿
は
割
注
に
一

神
と
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
す
ぐ
下
に
神
祇
官
八
神
と
書
か
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
当
時
は
神
祇
官
八
神
が
八
皇
子
殿

に
祀
ら
れ
て
い
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
長
庄
神

殿
に
は
七
神
と
割
注
に
あ
り
な
が
ら
、
大
己
貴
命
と
す
ぐ
下
に

書
か
れ
て
い
る
。
神
祇
官
八
神
と
は
、『
神
道
大
辞
典
』
に
よ

れ
ば
、
神
祇
官
斎
院
に
祀
ら
れ
る
八
神
の
こ
と
で
あ
り
、
御
巫

の
祭
る
カ
ミ
ム
ス
ビ
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
、
タ
マ
ト
メ
ム
ス
ビ
、

イ
ク
タ
マ
ム
ス
ビ
、
タ
ル
タ
マ
ム
ス
ビ
、
オ
オ
ミ
ヤ
メ
、
オ
オ

ケ
ツ
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
の
八
座
に
あ
た
り
、
玉
体
守
護
の
祭
神

と
さ
れ
る
。
こ
の
八
神
は
、
鎮
魂
祭
神
八
座
と
も
さ
れ
て
お

り
、
宮
廷
鎮
魂
祭
に
お
い
て
は
オ
オ
ナ
オ
ビ
と
合
わ
せ
て
九
座

が
御
巫
に
よ
っ
て
奉
斎
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と

11

る
、
人
々
は
不
思
議
に
思
い
、
取
ろ
う
と
す
れ
ば
た
ち
ま
ち
手

が
裂
け
、
揚
げ
よ
う
と
す
れ
ば
た
ち
ま
ち
身
を
穿
た
れ
た
が
、

一
人
の
貞
女
が
川
で
布
を
洗
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
こ
の
剣
が
そ

の
布
に
留
ま
っ
て
流
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
こ
の
所
は

布
留
と
名
付
け
ら
れ
る
。

　
こ
の
説
話
は
布
留
郷
の
地
名
由
来
譚
と
し
て
後
々
に
も
現
れ

て
く
る
が
、
特
に
現
代
で
は
石
上
に
伝
わ
る
昔
話
と
し
て
認
識

さ
れ
て
い
る
傾
向
が
あ
り
、
市
史
や
子
ど
も
向
け
の
絵
本
に
も

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
松
前
が
、
布
留
宿
禰
を
石
上
に

お
い
て
川
辺
の
刀
剣
祭
祀
に
携
わ
っ
た
氏
族
で
あ
ろ
う
と
す
る

由
縁
も
こ
の
説
話
に
あ
る
。

　
こ
の
『
和
州
布
留
大
明
神
御
縁
記
』
で
は
、
布
留
大
明
神
の

説
話
に
触
れ
、
そ
の
霊
験
は
降
雨
止
雨
、
ま
た
山
城
国
長
池
に

現
れ
た
大
蛇
を
退
治
す
る
こ
と
に
ま
で
及
ぶ
と
し
て
い
る
。
こ

こ
に
白
河
院
の
名
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
大
蛇
が

い
る
こ
と
で
旅
人
が
難
儀
す
る
旨
が
白
河
院
の
耳
に
及
び
、
そ

の
命
に
よ
っ
て
博
士
が
派
遣
さ
れ
て
大
蛇
を
退
治
す
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
説
話
が
宮
廷
の
資
料
に
よ
っ

て
確
認
さ
れ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
に

よ
っ
て
布
留
大
明
神
へ
の
崇
敬
が
殊
の
外
厚
く
な
っ
た
白
河
天

皇
は
、
数
々
の
霊
宝
を
寄
付
し
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
中
に
は
、

今
も
能
の
演
目
で
知
ら
れ
る
「
小
狐
丸
」
が
含
ま
れ
、
宝
殿
に

安
置
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
以
来
、
詔
に
よ
っ
て

四
月
卯
日
と
十
一
月
卯
日
に
祭
礼
が
執
り
行
わ
れ
、
御
旅
所
に

お
い
て
伎
楽
、
田
楽
、
猿
楽
が
奉
仕
さ
れ
、
退
転
す
る
こ
と
な

く
今
に
至
る
と
い
う
。
こ
の
祭
礼
は
、
現
在
十
月
十
五
日
に
行

わ
れ
る
当
神
宮
最
大
の
祭
礼
で
あ
る
例
祭
の
こ
と
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
詳
述
す
る
。

　
石
上
神
宮
と
白
河
天
皇
の
関
係
に
つ
い
て
、
白
河
天
皇
は
譲

位
し
た
後
も
鎮
魂
祭
に
執
心
し
た
こ
と
が『
江
家
次
第
』や『
公

事
根
源
』
の
記
述
な
ど
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
石

上
神
宮
の
拝
殿
は
永
保
元
年
（
一
〇
八
一
）
に
白
河
上
皇
が
宮

中
の
神
嘉
殿
を
移
築
し
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
る
こ
と
が
、
後
述

す
る
資
料
に
見
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
記
述
は
、『
和

州
大
明
神
御
縁
記
』
で
は
確
認
さ
れ
な
い
。
拝
殿
は
、
建
築
様

式
の
点
か
ら
鎌
倉
初
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
、

白
河
天
皇
が
特
に
鎮
魂
祭
に
対
し
て
執
心
厚
か
っ
た
こ
と
か

ら
、
移
築
当
時
の
こ
と
が
記
憶
か
ら
薄
れ
て
き
た
こ
ろ
に
つ
け

足
さ
れ
た
話
な
の
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
、
後
の
文
献
に
お
い
て

鎮
魂
祭
と
の
関
係
が
取
り
沙
汰
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
白
河
天
皇
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が
、『
和
州
布
留
大
明
神
御
縁
記
』
で
は
全
く
そ
の
話
題
に
触

れ
ら
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
こ
れ
以
降
、
縁
起
に
関
わ
る
資

料
が
一
六
〇
〇
年
代
に
至
る
ま
で
現
れ
な
い
た
め
、
憶
測
の
域

を
出
な
い
が
、
一
四
〇
〇
年
代
に
は
、
石
上
神
宮
に
お
け
る
鎮

魂
祭
及
び
タ
マ
フ
リ
の
所
作
は
重
要
と
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
と
す
る
こ
と
も
あ
る
い
は
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
時
代
は
下
っ
て
『
布
留
之
明
神
之
由
来
』
は
、
元
和
三
年

（
一
六
一
七
）
八
月
十
六
日
、
和
州
布
留
宮
本
か
ら
奈
良
奉
行

中
坊
秀
政
に
宛
て
た
言
上
状
の
控
え
で
、
豊
臣
秀
長
に
没
収
さ

れ
た
社
領
を
還
付
（
寄
付
）
さ
れ
た
い
と
願
い
出
た
も
の
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
。
宮
本
と
い
う
人
物
が
誰
で
あ
る
の
か
は
わ

か
ら
な
い
が
、
文
面
か
ら
察
す
る
に
、
氏
人
の
代
表
か
そ
れ
に

類
す
る
者
で
あ
っ
た
ら
し
い（

９
）。

短
い
書
面
で
あ
る
が
、
神
宮

衰
退
の
有
り
様
が
う
か
が
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の

中
に
あ
っ
て
も
氏
人
の
崇
敬
を
集
め
て
い
た
ら
し
い
様
子
が
知

れ
る
。
主
祭
神
を
虵
之
麁
正
と
し
、
白
河
天
皇
と
の
関
わ
り
に

つ
い
て
は
社
頭
修
造
の
し
る
し
と
し
て
社
壇
に
姿
見
が
あ
る
旨

が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
相
変
わ
ら
ず
鎮
魂
祭
と
の
関
連
に
つ
い

て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　『
石
上
布
留
神
宮
要
録
』
は
、
寛
永
十
一
年
（
一
六
三
四
）

に
、
当
神
宮
の
社
僧
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
桃
尾
山
竜
福
寺
の

照
堧
が
永
禄
十
一
年
の
武
家
乱
入
で
記
録
が
分
散
し
、
神
主
の

来
由
を
知
る
者
が
絶
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
嘆
か
わ
し
く

思
い
書
き
遺
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る（

10
）。『

和
州
大
明
神
御
縁

記
』
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
天
璽
瑞
宝
十
種
が
、
宝
蔵
と
し
て

韴
靈
剣
と
並
ん
で
十
種
瑞
宝
の
名
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
天
璽

瑞
宝
よ
り
も
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
八
皇
子
殿
と
長
庄
神

殿
の
記
述
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
八
皇
子
殿
は
割
注
に
一

神
と
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
す
ぐ
下
に
神
祇
官
八
神
と
書
か
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
当
時
は
神
祇
官
八
神
が
八
皇
子
殿

に
祀
ら
れ
て
い
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
長
庄
神

殿
に
は
七
神
と
割
注
に
あ
り
な
が
ら
、
大
己
貴
命
と
す
ぐ
下
に

書
か
れ
て
い
る
。
神
祇
官
八
神
と
は
、『
神
道
大
辞
典
』
に
よ

れ
ば
、
神
祇
官
斎
院
に
祀
ら
れ
る
八
神
の
こ
と
で
あ
り
、
御
巫

の
祭
る
カ
ミ
ム
ス
ビ
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
、
タ
マ
ト
メ
ム
ス
ビ
、

イ
ク
タ
マ
ム
ス
ビ
、
タ
ル
タ
マ
ム
ス
ビ
、
オ
オ
ミ
ヤ
メ
、
オ
オ

ケ
ツ
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
の
八
座
に
あ
た
り
、
玉
体
守
護
の
祭
神

と
さ
れ
る
。
こ
の
八
神
は
、
鎮
魂
祭
神
八
座
と
も
さ
れ
て
お

り
、
宮
廷
鎮
魂
祭
に
お
い
て
は
オ
オ
ナ
オ
ビ
と
合
わ
せ
て
九
座

が
御
巫
に
よ
っ
て
奉
斎
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と

11

る
、
人
々
は
不
思
議
に
思
い
、
取
ろ
う
と
す
れ
ば
た
ち
ま
ち
手

が
裂
け
、
揚
げ
よ
う
と
す
れ
ば
た
ち
ま
ち
身
を
穿
た
れ
た
が
、

一
人
の
貞
女
が
川
で
布
を
洗
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
こ
の
剣
が
そ

の
布
に
留
ま
っ
て
流
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
こ
の
所
は

布
留
と
名
付
け
ら
れ
る
。

　
こ
の
説
話
は
布
留
郷
の
地
名
由
来
譚
と
し
て
後
々
に
も
現
れ

て
く
る
が
、
特
に
現
代
で
は
石
上
に
伝
わ
る
昔
話
と
し
て
認
識

さ
れ
て
い
る
傾
向
が
あ
り
、
市
史
や
子
ど
も
向
け
の
絵
本
に
も

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
松
前
が
、
布
留
宿
禰
を
石
上
に

お
い
て
川
辺
の
刀
剣
祭
祀
に
携
わ
っ
た
氏
族
で
あ
ろ
う
と
す
る

由
縁
も
こ
の
説
話
に
あ
る
。

　
こ
の
『
和
州
布
留
大
明
神
御
縁
記
』
で
は
、
布
留
大
明
神
の

説
話
に
触
れ
、
そ
の
霊
験
は
降
雨
止
雨
、
ま
た
山
城
国
長
池
に

現
れ
た
大
蛇
を
退
治
す
る
こ
と
に
ま
で
及
ぶ
と
し
て
い
る
。
こ

こ
に
白
河
院
の
名
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
大
蛇
が

い
る
こ
と
で
旅
人
が
難
儀
す
る
旨
が
白
河
院
の
耳
に
及
び
、
そ

の
命
に
よ
っ
て
博
士
が
派
遣
さ
れ
て
大
蛇
を
退
治
す
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
説
話
が
宮
廷
の
資
料
に
よ
っ

て
確
認
さ
れ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
に

よ
っ
て
布
留
大
明
神
へ
の
崇
敬
が
殊
の
外
厚
く
な
っ
た
白
河
天

皇
は
、
数
々
の
霊
宝
を
寄
付
し
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
中
に
は
、

今
も
能
の
演
目
で
知
ら
れ
る
「
小
狐
丸
」
が
含
ま
れ
、
宝
殿
に

安
置
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
以
来
、
詔
に
よ
っ
て

四
月
卯
日
と
十
一
月
卯
日
に
祭
礼
が
執
り
行
わ
れ
、
御
旅
所
に

お
い
て
伎
楽
、
田
楽
、
猿
楽
が
奉
仕
さ
れ
、
退
転
す
る
こ
と
な

く
今
に
至
る
と
い
う
。
こ
の
祭
礼
は
、
現
在
十
月
十
五
日
に
行

わ
れ
る
当
神
宮
最
大
の
祭
礼
で
あ
る
例
祭
の
こ
と
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
詳
述
す
る
。

　
石
上
神
宮
と
白
河
天
皇
の
関
係
に
つ
い
て
、
白
河
天
皇
は
譲

位
し
た
後
も
鎮
魂
祭
に
執
心
し
た
こ
と
が『
江
家
次
第
』や『
公

事
根
源
』
の
記
述
な
ど
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
石

上
神
宮
の
拝
殿
は
永
保
元
年
（
一
〇
八
一
）
に
白
河
上
皇
が
宮

中
の
神
嘉
殿
を
移
築
し
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
る
こ
と
が
、
後
述

す
る
資
料
に
見
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
記
述
は
、『
和

州
大
明
神
御
縁
記
』
で
は
確
認
さ
れ
な
い
。
拝
殿
は
、
建
築
様

式
の
点
か
ら
鎌
倉
初
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
、

白
河
天
皇
が
特
に
鎮
魂
祭
に
対
し
て
執
心
厚
か
っ
た
こ
と
か

ら
、
移
築
当
時
の
こ
と
が
記
憶
か
ら
薄
れ
て
き
た
こ
ろ
に
つ
け

足
さ
れ
た
話
な
の
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
、
後
の
文
献
に
お
い
て

鎮
魂
祭
と
の
関
係
が
取
り
沙
汰
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
白
河
天
皇
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鎮
魂
祭
の
由
来
と
し
て
の
姿
を
失
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ざ
る

を
え
な
い
。
一
応
、
こ
の
次
の
章
に
は
十
種
瑞
宝
の
由
来
が
書

か
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
鎮
魂
祭
の
文
字
は
確
認
さ
れ
な
い
。

　『
石
上
振
神
宮
二
座
』
は
、
奥
書
に
は
寛
永
元
年
（
一
六 

二
四
）
と
書
か
れ
て
い
る
が
、『
神
道
大
系
』
の
解
題
で
は
こ

れ
を
本
書
に
権
威
を
も
た
せ
る
た
め
書
き
加
え
た
も
の
で
あ
ろ

う
と
し
、
後
述
の
『
物
部
氏
口
伝
抄
』
の
祓
文
か
ら
本
書
の
成

立
を
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
以
降
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い

る
。
著
者
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
松
島
一
友
は
、
神
学
者
今
出

川
一
友
の
旧
姓
で
あ
り
、
今
出
川
一
友
が
、
年
預
の
田
村
光
由

に
「
口
碑
見
聞
之
事
一
巻
」
と
し
て
筆
記
し
た
も
の
を
、
請
わ

れ
て
筆
削
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る（

11
）。

こ
の
書
の

中
で
特
筆
す
べ
き
は
、
中
世
以
降
の
諸
資
料
に
お
い
て
省
み
ら

れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
宮
廷
鎮
魂
祭
と
石
上
神
宮
と
の
関
係

が
、
こ
こ
で
再
び
記
さ
れ
始
め
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
第
一

の
主
祭
神
と
さ
れ
て
き
た
虵
之
麁
正
の
霊
威
で
あ
る
布
都
斯
御

魂
神
が
加
祭
之
神
一
座
と
し
て
記
さ
れ
、
石
上
振
神
宮
二
座
と

し
て
第
一
に
建
布
都
大
神
、
第
二
に
布
瑠
御
魂
神
の
名
が
あ
げ

ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、『
石
上
布
留
神
宮
要
録
』
に
お
い
て

は
神
祇
官
八
神
と
記
さ
れ
て
い
た
箇
所
が
、
本
書
で
は
鎮
魂
祭

神
八
座
と
記
さ
れ
て
い
る
点
や
、
何
よ
り
も
宮
廷
鎮
魂
祭
の
様

子
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
点
を
見
て
も
、
こ
の
書
の
著
者
が
石
上

神
宮
の
由
緒
に
鎮
魂
祭
が
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
説
話
を
重
要

視
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
鎮
魂
祭
神
八
座
に
つ
い
て
は
、

詳
し
く
記
述
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
出
典
は
明
ら
か
で
は

な
い
。
ま
た
、
十
種
瑞
宝
に
つ
い
て
も
、
七
種
を
タ
カ
ミ
ム
ス

ビ
の
瑞
宝
と
し
、
三
種
を
オ
シ
ホ
ミ
ミ
の
瑞
宝
と
し
て
、
後
者

は
鳥
獣
虫
の
災
を
攘
う
と
す
る
な
ど
、
今
ま
で
の
資
料
で
は
見

ら
れ
な
い
説
明
を
し
て
い
る
点
も
興
味
深
い
。
宮
中
の
鎮
魂
祭

に
つ
い
て
記
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
に
つ
い
て
も
、
十
種

瑞
宝
の
神
前
で
猿
女
君
が
宇
氣
槽
衝
き
を
行
い
、
物
部
氏
が
賢

木
を
振
り
動
か
し
て
木
綿
糸
結
び
を
行
う
な
ど
、
一
応
、
古
代

に
行
わ
れ
て
い
た
宮
廷
鎮
魂
祭
に
近
い
祭
式
が
記
さ
れ
て
い
る

も
の
の
、
細
部
に
は
相
違
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
今
出
川
一

友
が
そ
の
制
作
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
無
視
は
で
き
な
い
。

一
友
は
神
学
者
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
降
の
資
料
は
、
一
友
に
限

ら
ず
神
道
を
専
門
と
し
た
学
者
に
著
述
を
依
頼
す
る
こ
と
が
頻

繁
に
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
以
降
の
資
料
に
は
、
鎮
魂

祭
と
石
上
神
宮
の
関
係
が
詳
ら
か
に
書
か
れ
て
い
く
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。
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も
十
七
世
紀
前
半
よ
り
以
前
か
ら
、
鎮
魂
祭
神
八
座
と
さ
れ
る

神
が
石
上
神
宮
に
祀
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
神
祇
官
八

神
は
玉
体
守
護
の
神
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
鎮
魂
祭
神

八
座
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
よ
り
は
、
玉
体
守
護
の
意
味
を
こ

め
て
祀
ら
れ
て
い
た
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
。
十
九
世
紀
前
半

に
絵
が
描
か
れ
た
と
さ
れ
る
版
木
の
『
布
留
之
図
』
に
は
、
同

名
で
こ
の
摂
社
が
確
認
さ
れ
る
。
絵
図
の
位
置
関
係
か
ら
、
現

在
の
天
神
社
が
八
皇
子
殿
で
あ
り
、
七
座
社
が
長
庄
神
殿
で
あ

ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
現
在
は
、
天
神
社
に
は
タ
カ
ミ
ム
ス

ビ
、
カ
ミ
ム
ス
ビ
の
二
座
が
祀
ら
れ
、
七
座
社
に
は
そ
れ
以
外

の
鎮
魂
祭
神
と
オ
オ
ナ
オ
ビ
が
祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
七
座
社
の
構
造
を
見
る
と
、
そ
の
名
の
通
り
七
つ
の
扉

が
確
認
さ
れ
、
単
純
に
考
え
れ
ば
七
座
の
神
が
祀
ら
れ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
構
造
で
あ
る
の
だ
が
、
江
戸
時
代
初
期
か
ら
既
に

現
在
の
外
観
で
あ
っ
た
か
と
い
う
点
に
は
疑
問
が
残
る
。
し
か

し
な
が
ら
、『
石
上
布
留
神
宮
要
録
』
の
時
点
で
七
神
と
あ
る

の
だ
か
ら
、
外
観
か
ら
は
七
座
の
神
を
祀
っ
て
い
る
よ
う
に
も

思
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
で
は
、
大
己
貴
命
と
書
か
れ
て
い
る

の
は
何
故
か
と
い
う
点
が
ま
た
疑
問
と
な
っ
て
し
ま
う
。
八
皇

子
殿
と
長
庄
神
殿
を
合
わ
せ
て
八
神
と
し
、
こ
こ
に
神
祇
官
八

神
を
祀
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
最
も
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思

え
る
の
だ
が
、
安
易
に
結
論
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
同
書
に
は
神
宮
で
行
わ
れ
る
祭
礼
の
記
述
も
見
ら
れ
る
が
、

こ
の
中
に
鎮
魂
祭
の
文
字
は
な
い
。
確
認
さ
れ
る
の
は
、
九
月

十
五
日
の
例
祭
と
六
月
三
十
日
の
神
剣
渡
御
祭
で
、
現
在
で
も

行
わ
れ
て
い
る
祭
礼
で
あ
る
。

　『
布
留
神
宮
記
』
は
、
富
田
内
膳
と
中
臣
連
延
英
が
忌
火
第

一
の
右
馬
森
氏
に
頼
ま
れ
、
子
供
た
ち
の
た
め
、
延
宝
五
年

（
一
六
七
七
）
に
記
し
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
祭
神
の
由
来

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
章
を
た
て
て
記
述
し
て
い
る
が
、
布
留

の
大
神
と
は
虵
之
麁
正
で
あ
る
と
し
、
石
上
布
留
の
神
体
と
し

て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
布
留
御
魂
と
布
都
の
霊
の
こ
と
わ
り

は
同
じ
で
あ
る
と
す
る
記
述
は
特
徴
的
で
あ
ろ
う
。

　
　

布
畱
と
い
へ
る
ハ
、
布
都
の
轉
語
な
ら
ん
、
都
と
畱
と

ハ
、
五
音
横
通
な
れ
ば
な
り
（『
神
道
大
系
』
一
九
八
九   

三
〇
頁
）

と
あ
り
、
ま
た
割
注
に
布
留
御
魂
は
転
写
の
際
の
作
為
で
あ
る

と
記
す
箇
所
を
見
る
と
、
こ
の
頃
に
は
も
は
や
、
石
上
神
宮
は
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鎮
魂
祭
の
由
来
と
し
て
の
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を
失
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ざ
る

を
え
な
い
。
一
応
、
こ
の
次
の
章
に
は
十
種
瑞
宝
の
由
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が
書

か
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
鎮
魂
祭
の
文
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は
確
認
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れ
な
い
。

　『
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振
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二
座
』
は
、
奥
書
に
は
寛
永
元
年
（
一
六 

二
四
）
と
書
か
れ
て
い
る
が
、『
神
道
大
系
』
の
解
題
で
は
こ

れ
を
本
書
に
権
威
を
も
た
せ
る
た
め
書
き
加
え
た
も
の
で
あ
ろ

う
と
し
、
後
述
の
『
物
部
氏
口
伝
抄
』
の
祓
文
か
ら
本
書
の
成

立
を
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
以
降
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い

る
。
著
者
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
松
島
一
友
は
、
神
学
者
今
出

川
一
友
の
旧
姓
で
あ
り
、
今
出
川
一
友
が
、
年
預
の
田
村
光
由

に
「
口
碑
見
聞
之
事
一
巻
」
と
し
て
筆
記
し
た
も
の
を
、
請
わ

れ
て
筆
削
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る（
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こ
の
書
の

中
で
特
筆
す
べ
き
は
、
中
世
以
降
の
諸
資
料
に
お
い
て
省
み
ら

れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
宮
廷
鎮
魂
祭
と
石
上
神
宮
と
の
関
係

が
、
こ
こ
で
再
び
記
さ
れ
始
め
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
第
一

の
主
祭
神
と
さ
れ
て
き
た
虵
之
麁
正
の
霊
威
で
あ
る
布
都
斯
御

魂
神
が
加
祭
之
神
一
座
と
し
て
記
さ
れ
、
石
上
振
神
宮
二
座
と

し
て
第
一
に
建
布
都
大
神
、
第
二
に
布
瑠
御
魂
神
の
名
が
あ
げ

ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、『
石
上
布
留
神
宮
要
録
』
に
お
い
て

は
神
祇
官
八
神
と
記
さ
れ
て
い
た
箇
所
が
、
本
書
で
は
鎮
魂
祭

神
八
座
と
記
さ
れ
て
い
る
点
や
、
何
よ
り
も
宮
廷
鎮
魂
祭
の
様

子
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
点
を
見
て
も
、
こ
の
書
の
著
者
が
石
上

神
宮
の
由
緒
に
鎮
魂
祭
が
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
説
話
を
重
要

視
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
鎮
魂
祭
神
八
座
に
つ
い
て
は
、

詳
し
く
記
述
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
出
典
は
明
ら
か
で
は

な
い
。
ま
た
、
十
種
瑞
宝
に
つ
い
て
も
、
七
種
を
タ
カ
ミ
ム
ス

ビ
の
瑞
宝
と
し
、
三
種
を
オ
シ
ホ
ミ
ミ
の
瑞
宝
と
し
て
、
後
者

は
鳥
獣
虫
の
災
を
攘
う
と
す
る
な
ど
、
今
ま
で
の
資
料
で
は
見

ら
れ
な
い
説
明
を
し
て
い
る
点
も
興
味
深
い
。
宮
中
の
鎮
魂
祭

に
つ
い
て
記
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
に
つ
い
て
も
、
十
種

瑞
宝
の
神
前
で
猿
女
君
が
宇
氣
槽
衝
き
を
行
い
、
物
部
氏
が
賢

木
を
振
り
動
か
し
て
木
綿
糸
結
び
を
行
う
な
ど
、
一
応
、
古
代

に
行
わ
れ
て
い
た
宮
廷
鎮
魂
祭
に
近
い
祭
式
が
記
さ
れ
て
い
る

も
の
の
、
細
部
に
は
相
違
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
今
出
川
一

友
が
そ
の
制
作
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
無
視
は
で
き
な
い
。

一
友
は
神
学
者
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
降
の
資
料
は
、
一
友
に
限

ら
ず
神
道
を
専
門
と
し
た
学
者
に
著
述
を
依
頼
す
る
こ
と
が
頻

繁
に
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
以
降
の
資
料
に
は
、
鎮
魂

祭
と
石
上
神
宮
の
関
係
が
詳
ら
か
に
書
か
れ
て
い
く
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。
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も
十
七
世
紀
前
半
よ
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以
前
か
ら
、
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魂
祭
神
八
座
と
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が
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上
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に
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て
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た
こ
と
が
わ
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る
。
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八
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は
玉
体
守
護
の
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で
も
あ
る
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と
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ら
、
こ
れ
は
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魂
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神

八
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と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
よ
り
は
、
玉
体
守
護
の
意
味
を
こ

め
て
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ら
れ
て
い
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と
い
う
可
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性
も
あ
る
。
十
九
世
紀
前
半

に
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が
描
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れ
た
と
さ
れ
る
版
木
の
『
布
留
之
図
』
に
は
、
同

名
で
こ
の
摂
社
が
確
認
さ
れ
る
。
絵
図
の
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関
係
か
ら
、
現

在
の
天
神
社
が
八
皇
子
殿
で
あ
り
、
七
座
社
が
長
庄
神
殿
で
あ

ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
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現
在
は
、
天
神
社
に
は
タ
カ
ミ
ム
ス

ビ
、
カ
ミ
ム
ス
ビ
の
二
座
が
祀
ら
れ
、
七
座
社
に
は
そ
れ
以
外

の
鎮
魂
祭
神
と
オ
オ
ナ
オ
ビ
が
祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
七
座
社
の
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造
を
見
る
と
、
そ
の
名
の
通
り
七
つ
の
扉

が
確
認
さ
れ
、
単
純
に
考
え
れ
ば
七
座
の
神
が
祀
ら
れ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
構
造
で
あ
る
の
だ
が
、
江
戸
時
代
初
期
か
ら
既
に

現
在
の
外
観
で
あ
っ
た
か
と
い
う
点
に
は
疑
問
が
残
る
。
し
か

し
な
が
ら
、『
石
上
布
留
神
宮
要
録
』
の
時
点
で
七
神
と
あ
る

の
だ
か
ら
、
外
観
か
ら
は
七
座
の
神
を
祀
っ
て
い
る
よ
う
に
も

思
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
で
は
、
大
己
貴
命
と
書
か
れ
て
い
る

の
は
何
故
か
と
い
う
点
が
ま
た
疑
問
と
な
っ
て
し
ま
う
。
八
皇

子
殿
と
長
庄
神
殿
を
合
わ
せ
て
八
神
と
し
、
こ
こ
に
神
祇
官
八

神
を
祀
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
最
も
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思

え
る
の
だ
が
、
安
易
に
結
論
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
同
書
に
は
神
宮
で
行
わ
れ
る
祭
礼
の
記
述
も
見
ら
れ
る
が
、

こ
の
中
に
鎮
魂
祭
の
文
字
は
な
い
。
確
認
さ
れ
る
の
は
、
九
月

十
五
日
の
例
祭
と
六
月
三
十
日
の
神
剣
渡
御
祭
で
、
現
在
で
も

行
わ
れ
て
い
る
祭
礼
で
あ
る
。

　『
布
留
神
宮
記
』
は
、
富
田
内
膳
と
中
臣
連
延
英
が
忌
火
第

一
の
右
馬
森
氏
に
頼
ま
れ
、
子
供
た
ち
の
た
め
、
延
宝
五
年

（
一
六
七
七
）
に
記
し
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
祭
神
の
由
来

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
章
を
た
て
て
記
述
し
て
い
る
が
、
布
留

の
大
神
と
は
虵
之
麁
正
で
あ
る
と
し
、
石
上
布
留
の
神
体
と
し

て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
布
留
御
魂
と
布
都
の
霊
の
こ
と
わ
り

は
同
じ
で
あ
る
と
す
る
記
述
は
特
徴
的
で
あ
ろ
う
。

　
　

布
畱
と
い
へ
る
ハ
、
布
都
の
轉
語
な
ら
ん
、
都
と
畱
と

ハ
、
五
音
横
通
な
れ
ば
な
り
（『
神
道
大
系
』
一
九
八
九   

三
〇
頁
）

と
あ
り
、
ま
た
割
注
に
布
留
御
魂
は
転
写
の
際
の
作
為
で
あ
る

と
記
す
箇
所
を
見
る
と
、
こ
の
頃
に
は
も
は
や
、
石
上
神
宮
は
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時
ま
で
続
い
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　『
物
部
氏
口
伝
抄
』
は
、
奥
書
に
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）、

今
出
川
一
友
の
著
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
成

立
年
代
は
跋
文
に
よ
れ
ば
、
神
主
高
政
富
が
社
頭
修
復
願
い
に

必
要
な
た
め
神
宮
故
実
の
伝
を
求
め
て
き
た
の
で
、『
石
上
振

霊
畤
簡
書
』
の
要
点
を
摘
ん
で
完
成
さ
せ
た
も
の
と
記
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
『
石
上
振
霊
畤
簡
書
』
は
現
存
し
て
い
な
い（

13
）。

本
書
の
最
た
る
特
徴
は
、
鎮
魂
祭
略
儀
式
が
記
さ
れ
て
い
る
点

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
古
代
宮
廷
で
行
わ
れ
て
い
た
鎮
魂
祭
の
様

子
と
は
明
ら
か
に
異
な
り
、
布
留
之
言
本
を
中
心
と
し
た
独
自

の
鎮
魂
祭
の
様
子
が
書
か
れ
て
い
る
。
中
に
十
代
物
袋
の
名
が

確
認
さ
れ
る
こ
と
は
興
味
深
く
、
こ
れ
は
古
代
宮
廷
鎮
魂
祭
よ

り
は
明
ら
か
に
現
在
石
上
神
宮
で
行
わ
れ
て
い
る
鎮
魂
祭
に
近

い
形
式
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
様
子
は
、
田
村
光
由
か
ら
提
供

さ
れ
た
『
臨
時
及
鎮
魂
祭
祝
詞
』
を
参
考
に
記
さ
れ
て
い
る
。

十
種
瑞
宝
に
つ
い
て
も
詳
述
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
鎮
魂
祭
神
八

座
と
関
連
付
け
ら
れ
、
図
ま
で
記
さ
れ
て
い
る
点
は
興
味
深

い
。

　『
十
種
神
寶
秘
伝
記
』
は
、
そ
の
内
容
が
二
部
に
分
か
れ
て

お
り
、
一
「
物
部
氏
十
種
瑞
宝
秘
伝
」、
二
「
鎮
魂
祭
次
第
記
」

と
題
が
付
さ
れ
て
い
る
。
二
の
上
巻
「
鎮
魂
祭
次
第
記
」
は
享

保
七
年
（
一
七
二
二
）
今
出
川
一
友
作
と
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
全
編
を
通
し
て
一
友
の
著
作
な
の
で
あ
ろ
う
。
二

の
「
鎮
魂
祭
式
次
第
記
」
に
は
鎮
魂
祭
略
次
第
と
し
て
鎮
魂
祭

の
祭
式
が
記
さ
れ
て
お
り
、
明
ら
か
に
宮
廷
の
鎮
魂
祭
と
は
異

な
っ
て
い
る
反
面
、
後
述
す
る
現
在
の
鎮
魂
祭
と
ほ
ぼ
同
じ
式

次
第
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
前
述
の
『
物
部
氏
口
伝
抄
』
で
も
用

い
ら
れ
た
、
田
村
光
由
か
ら
受
け
継
い
だ
と
さ
れ
る
『
臨
時
及

鎮
魂
祭
祝
詞
』
が
参
考
と
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
下

巻
で
は
招
魂
神
事
秘
伝
と
し
て
取
物
や
和
歌
と
し
て
の
布
留
之

言
本
が
説
明
さ
れ
て
お
り
、
十
代
物
袋
と
は
、
十
種
神
宝
を
紙

で
象
っ
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
鎮
魂
祭
式
に
続
い
て
八
都
畱

氣
次
第
、
八
都
畱
氣
祓
と
い
う
祭
式
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
が
現
在
祭
祀
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
様
子
は
な
い
。

　『
布
留
略
記
』
は
お
そ
ら
く
忌
火
森
貞
彬
の
著
述
で
あ
る
こ

と
は
わ
か
る
が
、
奥
書
に
は
日
付
が
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、

正
確
な
成
立
年
代
は
わ
か
ら
な
い（

14
）。

森
貞
彬
が
明
治
二
年

七
月
二
十
八
日
に
没
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
当
然
そ
れ

以
前
の
著
作
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
。
こ
の
書
で
は
鎮
魂
祭
の

こ
と
に
触
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
布
留
の
地
名
由
来
譚
と
し
て

15

　『
石
上
大
明
神
縁
起
』
は
、
忌
火
即
ち
神
主
高
政
富
に
依
頼

を
受
け
た
摂
州
墨
江
神
学
生
黄
鳥
散
人
愚
直
堂
に
よ
っ
て
記
さ

れ
た
著
作
で
あ
る
。
こ
の
著
者
は
、
本
名
を
梅
園
惟
朝
と
い

い
、
神
祇
史
研
究
の
先
駆
者
の
一
人
で
、『
国
史
神
祇
集
』
を

著
し
た
人
物
で
あ
る
。
古
代
の
資
料
を
扱
い
な
が
ら
、
著
者
の

私
案
を
交
え
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
乾
坤
の
上
下
巻
と

な
っ
て
い
る（

12
）。

乾
の
内
容
と
し
て
は
、
虵
之
麁
正
は
石
上

神
宮
に
は
奉
斎
さ
れ
て
い
な
い
と
断
言
し
て
い
る
点
な
ど
は
珍

し
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
神
宮
が
韴
霊
剣
を
奉
斎
す
る
場
で
あ

り
、
虵
之
麁
正
が
神
体
と
は
言
い
難
い
と
し
て
い
る
。
そ
し
て

ま
た
、
河
上
よ
り
流
れ
て
き
た
神
剣
は
布
に
留
ま
っ
た
こ
と
か

ら
布
留
と
名
付
け
ら
れ
た
と
い
う
伝
承
も
俗
説
で
あ
る
と
一
蹴

し
、
フ
ル
の
語
は
十
種
瑞
宝
を
由
縁
と
し
て
い
る
と
述
べ
て
い

る
。
本
書
で
は
、
韴
霊
神
剣
と
十
種
瑞
宝
の
霊
威
を
、

　
　

八
荒
ヲ
治
メ
、
寶
祚
ヲ
守
リ
、
人
間
離
散
ノ
魂
魄
ヲ
鎮
メ

テ
、
壽
考
ノ
域
ニ
遊
バ
シ
ム
ル
モ
、
是
当
神
宮
ノ
神
徳
也

（『
神
道
大
系
』
一
九
八
九

　
七
六
頁
）

と
記
し
、
か
つ
て
は
朝
廷
の
尊
崇
も
他
の
神
社
に
勝
っ
た
も
の

だ
が
、
今
で
は
神
域
も
侵
さ
れ
祭
礼
も
な
く
な
り
、
宮
中
で
の

鎮
魂
祭
も
名
前
ば
か
り
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
嘆
く
記

述
が
見
ら
れ
る
。
坤
で
は
、
始
め
に
十
種
神
宝
と
し
て
『
旧
事

本
紀
』
の
説
話
を
取
り
上
げ
、
私
案
で
は
神
道
に
お
け
る
布
留

祓
は
神
宝
の
呪
文
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
鎮
魂
祭
の
説

明
で
は
、
タ
マ
シ
ヅ
メ
と
タ
マ
フ
リ
の
二
通
り
の
訓
を
用
い
て

『
江
家
次
第
』
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
そ
の
私
案
に
お
い
て
、

　
　

右
江
家
次
第
ノ
文
ヲ
抄
出
ス
ル
事
ハ
、
布
畱
因
縁
鎮
魂

祭
、
厳
重
ノ
儀
式
ヲ
衆
ニ
知
ラ
シ
メ
ム
ト
欲
シ
テ
也

（『
神
道
大
系
』
一
九
八
九

　
六
三
頁
）

と
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
本
書
の
、
ひ
い
て
は
こ
れ
以
降
で

成
立
過
程
に
学
者
の
関
与
が
認
め
ら
れ
る
資
料
の
意
図
が
示
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

　
同
書
に
は
「
当
神
宮
年
中
行
事
」
と
し
て
当
時
の
石
上
神
宮

で
行
わ
れ
た
祭
祀
が
書
き
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
中
に
は
鎮

魂
祭
の
文
字
は
見
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
六
月
三
十
日
の

神
剣
渡
御
、
九
月
十
五
日
の
田
村
渡
り
の
記
述
が
あ
り
、
こ
の

祭
祀
が
『
和
州
布
留
大
明
神
御
縁
記
』
の
一
四
四
六
年
か
ら
当
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時
ま
で
続
い
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　『
物
部
氏
口
伝
抄
』
は
、
奥
書
に
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）、

今
出
川
一
友
の
著
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
成

立
年
代
は
跋
文
に
よ
れ
ば
、
神
主
高
政
富
が
社
頭
修
復
願
い
に

必
要
な
た
め
神
宮
故
実
の
伝
を
求
め
て
き
た
の
で
、『
石
上
振

霊
畤
簡
書
』
の
要
点
を
摘
ん
で
完
成
さ
せ
た
も
の
と
記
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
『
石
上
振
霊
畤
簡
書
』
は
現
存
し
て
い
な
い（

13
）。

本
書
の
最
た
る
特
徴
は
、
鎮
魂
祭
略
儀
式
が
記
さ
れ
て
い
る
点

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
古
代
宮
廷
で
行
わ
れ
て
い
た
鎮
魂
祭
の
様

子
と
は
明
ら
か
に
異
な
り
、
布
留
之
言
本
を
中
心
と
し
た
独
自

の
鎮
魂
祭
の
様
子
が
書
か
れ
て
い
る
。
中
に
十
代
物
袋
の
名
が

確
認
さ
れ
る
こ
と
は
興
味
深
く
、
こ
れ
は
古
代
宮
廷
鎮
魂
祭
よ

り
は
明
ら
か
に
現
在
石
上
神
宮
で
行
わ
れ
て
い
る
鎮
魂
祭
に
近

い
形
式
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
様
子
は
、
田
村
光
由
か
ら
提
供

さ
れ
た
『
臨
時
及
鎮
魂
祭
祝
詞
』
を
参
考
に
記
さ
れ
て
い
る
。

十
種
瑞
宝
に
つ
い
て
も
詳
述
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
鎮
魂
祭
神
八

座
と
関
連
付
け
ら
れ
、
図
ま
で
記
さ
れ
て
い
る
点
は
興
味
深

い
。

　『
十
種
神
寶
秘
伝
記
』
は
、
そ
の
内
容
が
二
部
に
分
か
れ
て

お
り
、
一
「
物
部
氏
十
種
瑞
宝
秘
伝
」、
二
「
鎮
魂
祭
次
第
記
」

と
題
が
付
さ
れ
て
い
る
。
二
の
上
巻
「
鎮
魂
祭
次
第
記
」
は
享

保
七
年
（
一
七
二
二
）
今
出
川
一
友
作
と
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
全
編
を
通
し
て
一
友
の
著
作
な
の
で
あ
ろ
う
。
二

の
「
鎮
魂
祭
式
次
第
記
」
に
は
鎮
魂
祭
略
次
第
と
し
て
鎮
魂
祭

の
祭
式
が
記
さ
れ
て
お
り
、
明
ら
か
に
宮
廷
の
鎮
魂
祭
と
は
異

な
っ
て
い
る
反
面
、
後
述
す
る
現
在
の
鎮
魂
祭
と
ほ
ぼ
同
じ
式

次
第
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
前
述
の
『
物
部
氏
口
伝
抄
』
で
も
用

い
ら
れ
た
、
田
村
光
由
か
ら
受
け
継
い
だ
と
さ
れ
る
『
臨
時
及

鎮
魂
祭
祝
詞
』
が
参
考
と
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
下

巻
で
は
招
魂
神
事
秘
伝
と
し
て
取
物
や
和
歌
と
し
て
の
布
留
之

言
本
が
説
明
さ
れ
て
お
り
、
十
代
物
袋
と
は
、
十
種
神
宝
を
紙

で
象
っ
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
鎮
魂
祭
式
に
続
い
て
八
都
畱

氣
次
第
、
八
都
畱
氣
祓
と
い
う
祭
式
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
が
現
在
祭
祀
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
様
子
は
な
い
。

　『
布
留
略
記
』
は
お
そ
ら
く
忌
火
森
貞
彬
の
著
述
で
あ
る
こ

と
は
わ
か
る
が
、
奥
書
に
は
日
付
が
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、

正
確
な
成
立
年
代
は
わ
か
ら
な
い（

14
）。

森
貞
彬
が
明
治
二
年

七
月
二
十
八
日
に
没
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
当
然
そ
れ

以
前
の
著
作
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
。
こ
の
書
で
は
鎮
魂
祭
の

こ
と
に
触
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
布
留
の
地
名
由
来
譚
と
し
て

15

　『
石
上
大
明
神
縁
起
』
は
、
忌
火
即
ち
神
主
高
政
富
に
依
頼

を
受
け
た
摂
州
墨
江
神
学
生
黄
鳥
散
人
愚
直
堂
に
よ
っ
て
記
さ

れ
た
著
作
で
あ
る
。
こ
の
著
者
は
、
本
名
を
梅
園
惟
朝
と
い

い
、
神
祇
史
研
究
の
先
駆
者
の
一
人
で
、『
国
史
神
祇
集
』
を

著
し
た
人
物
で
あ
る
。
古
代
の
資
料
を
扱
い
な
が
ら
、
著
者
の

私
案
を
交
え
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
乾
坤
の
上
下
巻
と

な
っ
て
い
る（

12
）。

乾
の
内
容
と
し
て
は
、
虵
之
麁
正
は
石
上

神
宮
に
は
奉
斎
さ
れ
て
い
な
い
と
断
言
し
て
い
る
点
な
ど
は
珍

し
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
神
宮
が
韴
霊
剣
を
奉
斎
す
る
場
で
あ

り
、
虵
之
麁
正
が
神
体
と
は
言
い
難
い
と
し
て
い
る
。
そ
し
て

ま
た
、
河
上
よ
り
流
れ
て
き
た
神
剣
は
布
に
留
ま
っ
た
こ
と
か

ら
布
留
と
名
付
け
ら
れ
た
と
い
う
伝
承
も
俗
説
で
あ
る
と
一
蹴

し
、
フ
ル
の
語
は
十
種
瑞
宝
を
由
縁
と
し
て
い
る
と
述
べ
て
い

る
。
本
書
で
は
、
韴
霊
神
剣
と
十
種
瑞
宝
の
霊
威
を
、

　
　

八
荒
ヲ
治
メ
、
寶
祚
ヲ
守
リ
、
人
間
離
散
ノ
魂
魄
ヲ
鎮
メ

テ
、
壽
考
ノ
域
ニ
遊
バ
シ
ム
ル
モ
、
是
当
神
宮
ノ
神
徳
也

（『
神
道
大
系
』
一
九
八
九

　
七
六
頁
）

と
記
し
、
か
つ
て
は
朝
廷
の
尊
崇
も
他
の
神
社
に
勝
っ
た
も
の

だ
が
、
今
で
は
神
域
も
侵
さ
れ
祭
礼
も
な
く
な
り
、
宮
中
で
の

鎮
魂
祭
も
名
前
ば
か
り
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
嘆
く
記

述
が
見
ら
れ
る
。
坤
で
は
、
始
め
に
十
種
神
宝
と
し
て
『
旧
事

本
紀
』
の
説
話
を
取
り
上
げ
、
私
案
で
は
神
道
に
お
け
る
布
留

祓
は
神
宝
の
呪
文
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
鎮
魂
祭
の
説

明
で
は
、
タ
マ
シ
ヅ
メ
と
タ
マ
フ
リ
の
二
通
り
の
訓
を
用
い
て

『
江
家
次
第
』
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
そ
の
私
案
に
お
い
て
、

　
　

右
江
家
次
第
ノ
文
ヲ
抄
出
ス
ル
事
ハ
、
布
畱
因
縁
鎮
魂

祭
、
厳
重
ノ
儀
式
ヲ
衆
ニ
知
ラ
シ
メ
ム
ト
欲
シ
テ
也

（『
神
道
大
系
』
一
九
八
九

　
六
三
頁
）

と
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
本
書
の
、
ひ
い
て
は
こ
れ
以
降
で

成
立
過
程
に
学
者
の
関
与
が
認
め
ら
れ
る
資
料
の
意
図
が
示
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

　
同
書
に
は
「
当
神
宮
年
中
行
事
」
と
し
て
当
時
の
石
上
神
宮

で
行
わ
れ
た
祭
祀
が
書
き
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
中
に
は
鎮

魂
祭
の
文
字
は
見
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
六
月
三
十
日
の

神
剣
渡
御
、
九
月
十
五
日
の
田
村
渡
り
の
記
述
が
あ
り
、
こ
の

祭
祀
が
『
和
州
布
留
大
明
神
御
縁
記
』
の
一
四
四
六
年
か
ら
当
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と
は
十
月
十
五
日
の
例
祭
や
、
六
月
晦
日
の
神
剣
渡
御
に
ま
つ

わ
る
神
社
な
の
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。

　
二
章
冒
頭
で
触
れ
た
、
物
部
首
氏
が
川
辺
で
刀
剣
祭
祀
を
行

う
祭
祀
氏
族
で
あ
る
と
考
え
る
根
拠
は
こ
こ
に
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
文
永
七
年
の
資
料
に
は
刀
剣
祭
祀
の
様
子
は
描
か
れ
ず
、

文
安
三
年
に
な
っ
て
か
ら
確
認
さ
れ
る
以
上
、
古
代
か
ら
の
つ

な
が
り
を
そ
こ
に
見
出
す
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
な

が
ら
、
石
上
布
留
の
地
に
深
く
根
ざ
し
た
伝
承
が
、
タ
マ
フ
リ

や
布
留
之
言
本
に
関
す
る
伝
承
や
鎮
魂
祭
で
は
な
く
、
川
か
ら

流
れ
て
き
た
剣
を
奉
斎
し
た
伝
承
や
神
剣
渡
御
と
い
っ
た
祭
祀

が
行
わ
れ
て
き
た
と
い
う
状
況
を
考
え
る
と
、
そ
れ
を
受
け
入

れ
る
下
地
が
地
域
に
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　
現
在
で
も
、
天
理
市
の
住
民
に
石
上
神
宮
で
行
わ
れ
る
祭
祀

に
つ
い
て
尋
ね
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
住
人
が
十
月
に
行
わ
れ
る

例
祭
の
こ
と
を
話
す
。
鎮
魂
祭
に
つ
い
て
は
、
存
在
す
ら
知
ら

な
い
と
い
う
答
え
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
石
上
神
宮
の
側
で

も
、
鎮
魂
祭
を
地
域
住
民
に
知
ら
せ
る
形
で
執
り
行
う
こ
と
は

な
い
ら
し
く
、
如
何
に
石
上
鎮
魂
祭
が
地
域
に
根
差
し
た
祭
祀

で
は
な
い
か
、
そ
し
て
逆
に
、
十
月
十
五
日
の
例
祭
が
如
何
に

深
く
息
づ
い
た
祭
祀
で
あ
る
か
が
、
神
宮
関
史
料
の
上
か
ら
も

う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

第
四
章

　
近
現
代
の
石
上
神
宮
と
鎮
魂
祭

　
現
在
、
石
上
神
宮
で
行
わ
れ
て
い
る
鎮
魂
祭
は
、
昭
和
八

年
（
一
九
三
三
）
に
当
神
宮
宮
司
と
な
っ
た
森
津
倫
雄
と
い
う

人
物
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
森
津
倫
雄
は
『
石

上
神
宮
の
鎮
魂
祭
』
の
序
文
に
よ
れ
ば
、
九
条
家
の
旧
家
来
の

血
筋
で
あ
り
、
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
に
奈
良
県
宇
智
郡
宇

智
村
で
生
ま
れ
た
。
明
治
三
十
五
年
（
一
九
〇
二
）
に
東
京
和

仏
法
律
学
校
卒
業
後
、
官
国
弊
社
の
神
職
を
歴
任
し
、
昭
和
八

年
（
一
九
三
三
）
に
石
上
神
宮
の
宮
司
と
な
っ
た
。
そ
の
際

に
、
叶
真
吉
な
る
人
物
か
ら
鎮
魂
行
事
を
伝
授
さ
れ
、
祭
式
を

整
え
る
こ
と
と
な
っ
た
よ
う
だ
が
、
こ
の
叶
真
吉
も
三
輪
田
高

房
な
る
人
物
か
ら
伝
授
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う（

15
）。

両

者
と
も
そ
の
人
物
に
つ
い
て
詳
し
く
は
わ
か
ら
な
い
が
、
神
宮

奉
斎
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
神
宮
奉
斎
会
と

は
神
宮
教
の
後
身
で
あ
り
、
教
派
神
道
の
一
で
あ
る
。
森
津
も

17

伝
わ
る
説
話
を
出
雲
武
雄
神
と
結
び
つ
け
て
論
じ
て
い
る
点
に

特
徴
が
あ
り
、
こ
れ
を
万
人
講
序
に
よ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の

書
は
特
に
国
学
者
の
お
墨
付
き
が
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
修
復

願
い
と
い
っ
た
体
裁
で
も
な
い
。
神
職
が
個
人
的
に
神
宮
の
古

事
を
残
そ
う
と
い
う
意
志
で
記
し
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
神
宮
に
伝
わ
る
資
料
を
概
観
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る

が
、
文
永
七
年
に
記
さ
れ
た
『
石
上
神
宮
御
事
抄
』
で
宮
廷
鎮

魂
祭
と
石
上
神
宮
と
の
関
係
が
記
さ
れ
て
以
降
、『
石
上
振
神

宮
二
座
』
に
至
る
ま
で
鎮
魂
祭
そ
の
も
の
が
確
認
さ
れ
な
い
。

『
石
上
振
神
宮
二
座
』
は
成
立
年
代
が
は
っ
き
り
し
な
い
も
の

の
、
一
七
〇
〇
年
前
後
の
資
料
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な

い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
以
降
の
神
宮
関
係
資
料
に
共
通
し

て
言
え
る
こ
と
は
、
そ
の
成
立
に
神
道
学
者
が
関
わ
っ
て
い
る

と
い
う
点
で
あ
る
。
宝
永
元
年
の
『
物
部
氏
口
伝
抄
』
で
は
、

社
頭
修
復
願
い
の
た
め
に
書
か
れ
た
こ
と
が
は
っ
き
り
と
示
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
に
、
そ
の
前
後
に
書
か
れ
た
神
宮

由
緒
に
関
す
る
諸
資
料
は
、
恐
ら
く
ほ
と
ん
ど
が
神
宮
自
体
の

修
復
を
依
頼
す
る
よ
う
な
意
図
を
は
ら
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
は
、
永
禄
十
一
年
の
尾
張
勢
乱
入
や
、
天
正
十
三
年

（
一
五
八
五
）
の
社
領
没
収
に
始
ま
る
衰
微
と
い
う
神
宮
の
歴

史
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
由
緒
記
や
縁
起
の
執
筆
を
神
道

学
者
に
依
頼
す
る
点
な
ど
も
、
そ
の
由
緒
に
信
憑
性
を
持
た
せ

る
狙
い
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

修
復
依
頼
を
す
る
に
あ
た
っ
て
最
適
な
由
緒
と
し
て
選
ば
れ
た

の
が
鎮
魂
祭
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
宮
廷
鎮
魂
祭
に
は
神
代
か

ら
続
き
、
古
代
氏
族
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
と
い
う
諸
記
録
が

多
く
の
資
料
に
残
さ
れ
て
い
る
点
で
も
、
日
本
最
古
の
神
社
の

一
つ
と
い
う
伝
承
の
あ
る
石
上
神
宮
に
相
応
し
い
由
緒
と
思
わ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
で
興
味
深
い
の
は
、
十
月
十
五
日
に
行
わ
れ
る
例
祭
、

六
月
晦
日
に
行
わ
れ
る
神
剣
渡
御
祭
の
記
述
が
古
く
か
ら
見
ら

れ
、
し
か
も
絶
え
る
こ
と
な
く
続
け
ら
れ
て
き
た
ら
し
い
事
実

で
あ
る
。
資
料
に
認
め
ら
れ
る
限
り
、
十
月
十
五
日
の
例
祭
は

早
く
も
文
安
三
年
に
確
認
さ
れ
る
。
仮
に
白
河
天
皇
在
位
の
頃

か
ら
続
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
始
ま
り
は
延

久
年
間
か
ら
応
徳
年
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、『
石
上
神
宮

御
事
抄
』
に
例
祭
と
し
て
の
記
録
が
確
認
さ
れ
な
い
点
を
考
え

る
と
、
少
な
く
と
も
文
永
年
間
以
降
に
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
は
現
代
で
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
の
だ
が
、
遅
く
と

も
文
保
年
間
以
降
か
ら
、
石
上
布
留
の
地
に
お
け
る
石
上
神
宮
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と
は
十
月
十
五
日
の
例
祭
や
、
六
月
晦
日
の
神
剣
渡
御
に
ま
つ

わ
る
神
社
な
の
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。

　
二
章
冒
頭
で
触
れ
た
、
物
部
首
氏
が
川
辺
で
刀
剣
祭
祀
を
行

う
祭
祀
氏
族
で
あ
る
と
考
え
る
根
拠
は
こ
こ
に
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
文
永
七
年
の
資
料
に
は
刀
剣
祭
祀
の
様
子
は
描
か
れ
ず
、

文
安
三
年
に
な
っ
て
か
ら
確
認
さ
れ
る
以
上
、
古
代
か
ら
の
つ

な
が
り
を
そ
こ
に
見
出
す
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
な

が
ら
、
石
上
布
留
の
地
に
深
く
根
ざ
し
た
伝
承
が
、
タ
マ
フ
リ

や
布
留
之
言
本
に
関
す
る
伝
承
や
鎮
魂
祭
で
は
な
く
、
川
か
ら

流
れ
て
き
た
剣
を
奉
斎
し
た
伝
承
や
神
剣
渡
御
と
い
っ
た
祭
祀

が
行
わ
れ
て
き
た
と
い
う
状
況
を
考
え
る
と
、
そ
れ
を
受
け
入

れ
る
下
地
が
地
域
に
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　
現
在
で
も
、
天
理
市
の
住
民
に
石
上
神
宮
で
行
わ
れ
る
祭
祀

に
つ
い
て
尋
ね
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
住
人
が
十
月
に
行
わ
れ
る

例
祭
の
こ
と
を
話
す
。
鎮
魂
祭
に
つ
い
て
は
、
存
在
す
ら
知
ら

な
い
と
い
う
答
え
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
石
上
神
宮
の
側
で

も
、
鎮
魂
祭
を
地
域
住
民
に
知
ら
せ
る
形
で
執
り
行
う
こ
と
は

な
い
ら
し
く
、
如
何
に
石
上
鎮
魂
祭
が
地
域
に
根
差
し
た
祭
祀

で
は
な
い
か
、
そ
し
て
逆
に
、
十
月
十
五
日
の
例
祭
が
如
何
に

深
く
息
づ
い
た
祭
祀
で
あ
る
か
が
、
神
宮
関
史
料
の
上
か
ら
も

う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

第
四
章

　
近
現
代
の
石
上
神
宮
と
鎮
魂
祭

　
現
在
、
石
上
神
宮
で
行
わ
れ
て
い
る
鎮
魂
祭
は
、
昭
和
八

年
（
一
九
三
三
）
に
当
神
宮
宮
司
と
な
っ
た
森
津
倫
雄
と
い
う

人
物
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
森
津
倫
雄
は
『
石

上
神
宮
の
鎮
魂
祭
』
の
序
文
に
よ
れ
ば
、
九
条
家
の
旧
家
来
の

血
筋
で
あ
り
、
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
に
奈
良
県
宇
智
郡
宇

智
村
で
生
ま
れ
た
。
明
治
三
十
五
年
（
一
九
〇
二
）
に
東
京
和

仏
法
律
学
校
卒
業
後
、
官
国
弊
社
の
神
職
を
歴
任
し
、
昭
和
八

年
（
一
九
三
三
）
に
石
上
神
宮
の
宮
司
と
な
っ
た
。
そ
の
際

に
、
叶
真
吉
な
る
人
物
か
ら
鎮
魂
行
事
を
伝
授
さ
れ
、
祭
式
を

整
え
る
こ
と
と
な
っ
た
よ
う
だ
が
、
こ
の
叶
真
吉
も
三
輪
田
高

房
な
る
人
物
か
ら
伝
授
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う（

15
）。

両

者
と
も
そ
の
人
物
に
つ
い
て
詳
し
く
は
わ
か
ら
な
い
が
、
神
宮

奉
斎
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
神
宮
奉
斎
会
と

は
神
宮
教
の
後
身
で
あ
り
、
教
派
神
道
の
一
で
あ
る
。
森
津
も

17

伝
わ
る
説
話
を
出
雲
武
雄
神
と
結
び
つ
け
て
論
じ
て
い
る
点
に

特
徴
が
あ
り
、
こ
れ
を
万
人
講
序
に
よ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の

書
は
特
に
国
学
者
の
お
墨
付
き
が
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
修
復

願
い
と
い
っ
た
体
裁
で
も
な
い
。
神
職
が
個
人
的
に
神
宮
の
古

事
を
残
そ
う
と
い
う
意
志
で
記
し
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
神
宮
に
伝
わ
る
資
料
を
概
観
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る

が
、
文
永
七
年
に
記
さ
れ
た
『
石
上
神
宮
御
事
抄
』
で
宮
廷
鎮

魂
祭
と
石
上
神
宮
と
の
関
係
が
記
さ
れ
て
以
降
、『
石
上
振
神

宮
二
座
』
に
至
る
ま
で
鎮
魂
祭
そ
の
も
の
が
確
認
さ
れ
な
い
。

『
石
上
振
神
宮
二
座
』
は
成
立
年
代
が
は
っ
き
り
し
な
い
も
の

の
、
一
七
〇
〇
年
前
後
の
資
料
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な

い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
以
降
の
神
宮
関
係
資
料
に
共
通
し

て
言
え
る
こ
と
は
、
そ
の
成
立
に
神
道
学
者
が
関
わ
っ
て
い
る

と
い
う
点
で
あ
る
。
宝
永
元
年
の
『
物
部
氏
口
伝
抄
』
で
は
、

社
頭
修
復
願
い
の
た
め
に
書
か
れ
た
こ
と
が
は
っ
き
り
と
示
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
に
、
そ
の
前
後
に
書
か
れ
た
神
宮

由
緒
に
関
す
る
諸
資
料
は
、
恐
ら
く
ほ
と
ん
ど
が
神
宮
自
体
の

修
復
を
依
頼
す
る
よ
う
な
意
図
を
は
ら
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
は
、
永
禄
十
一
年
の
尾
張
勢
乱
入
や
、
天
正
十
三
年

（
一
五
八
五
）
の
社
領
没
収
に
始
ま
る
衰
微
と
い
う
神
宮
の
歴

史
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
由
緒
記
や
縁
起
の
執
筆
を
神
道

学
者
に
依
頼
す
る
点
な
ど
も
、
そ
の
由
緒
に
信
憑
性
を
持
た
せ

る
狙
い
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

修
復
依
頼
を
す
る
に
あ
た
っ
て
最
適
な
由
緒
と
し
て
選
ば
れ
た

の
が
鎮
魂
祭
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
宮
廷
鎮
魂
祭
に
は
神
代
か

ら
続
き
、
古
代
氏
族
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
と
い
う
諸
記
録
が

多
く
の
資
料
に
残
さ
れ
て
い
る
点
で
も
、
日
本
最
古
の
神
社
の

一
つ
と
い
う
伝
承
の
あ
る
石
上
神
宮
に
相
応
し
い
由
緒
と
思
わ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
で
興
味
深
い
の
は
、
十
月
十
五
日
に
行
わ
れ
る
例
祭
、

六
月
晦
日
に
行
わ
れ
る
神
剣
渡
御
祭
の
記
述
が
古
く
か
ら
見
ら

れ
、
し
か
も
絶
え
る
こ
と
な
く
続
け
ら
れ
て
き
た
ら
し
い
事
実

で
あ
る
。
資
料
に
認
め
ら
れ
る
限
り
、
十
月
十
五
日
の
例
祭
は

早
く
も
文
安
三
年
に
確
認
さ
れ
る
。
仮
に
白
河
天
皇
在
位
の
頃

か
ら
続
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
始
ま
り
は
延

久
年
間
か
ら
応
徳
年
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、『
石
上
神
宮

御
事
抄
』
に
例
祭
と
し
て
の
記
録
が
確
認
さ
れ
な
い
点
を
考
え

る
と
、
少
な
く
と
も
文
永
年
間
以
降
に
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
は
現
代
で
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
の
だ
が
、
遅
く
と

も
文
保
年
間
以
降
か
ら
、
石
上
布
留
の
地
に
お
け
る
石
上
神
宮
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の
土
器
に
十
代
物
袋
、
左
の
土
器
に
切
麻
が
入
れ
ら
れ

る
。

　
・
奉
幣
。

　
・
宮
司
が
祝
詞
を
奏
す
。

　
・
宮
司
禰
宜
が
外
陣
に
進
み
招
魂
を
行
う
。
宮
司
は
ま
ず
十

代
物
袋
を
榊
に
結
び
つ
け
、
こ
れ
を
右
手
に
捧
げ
て
玉
緒

の
土
器
を
捧
げ
て
神
勅
の
事
由
を
黙
祷
す
る
。
榊
を
禰
宜

に
渡
す
。

　
・
宮
司
が
布
留
之
言
本
を
挙
げ
て
玉
緒
を
一
回
結
び
、
禰
宜

が
和
歌
の
本
を
唱
え
て
榊
を
右
か
ら
左
に
動
か
し
、
次
に

和
歌
の
末
を
唱
え
て
榊
を
左
か
ら
右
に
振
り
返
す
。
こ
れ

を
十
度
繰
り
返
す
。

　
・
禰
宜
が
本
座
に
戻
る
。

　
・
宮
司
が
十
代
物
袋
と
玉
緒
と
洗
米
を
奉
書
に
包
み
殿
内
に

納
め
る
。

　
・
宮
司
が
玉
串
を
奉
っ
て
拝
礼
す
る
。

　
・
禰
宜
以
下
が
神
饌
を
徹
す
る
。
こ
の
間
奏
楽
さ
れ
る
。

　
・
宮
司
が
扉
を
閉
じ
る
。

　
・
退
出
。

　
・
由
来
と
し
て
、
宮
中
鎮
魂
祭
の
由
来
譚
を
掲
げ
、
崇
神
天

皇
の
代
に
神
宮
が
創
建
さ
れ
、
十
種
神
宝
が
奉
斎
さ
れ
て

以
来
行
わ
れ
て
き
た
も
の
と
し
て
い
る（

一
三
）。

　
こ
こ
に
記
さ
れ
た
祭
式
は
現
在
の
も
の
と
お
お
む
ね
一
致
し

て
お
り
、
神
職
に
よ
っ
て
の
み
執
り
行
わ
れ
て
い
る
祭
祀
で
あ

る
こ
と
が
如
実
に
伝
わ
っ
て
く
る
。

　
そ
れ
で
は
現
在
の
も
の
が
、
昭
和
当
時
の
祭
式
と
ま
っ
た
く

同
じ
で
あ
る
か
と
言
え
ば
、
少
し
異
な
る
。

　
次
に
、
平
成
二
十
年
（
二
〇
〇
八
）
に
筆
者
が
行
っ
た
石
上

鎮
魂
祭
の
調
査
報
告
を
簡
潔
に
記
す
（
図
①
）。

　
　

祭
日
：
十
一
月
二
十
二
日

　
・
一
七
時
に
、
神
職
が
禊
を
行
う
。

　
・
摂
社
天
神
社
の
前
で
開
扉
の
儀
。

　
・
禰
宜
以
下
斎
院
が
神
饌
を
供
す
る
。
宮
司
が
祝
詞
を
奏
上

す
る
。
八
神
の
名
を
奏
上
す
る
が
、
こ
の
と
き
、
諸
人
の

栄
え
る
こ
と
を
願
っ
て
行
う
と
説
明
が
さ
れ
る
。

　
・
玉
串
を
拝
礼
。

　
・
徹
饌
の
儀
、
禰
宜
以
下
斎
院
が
神
饌
を
徹
す
る
。

　
・
閉
扉
の
儀
が
行
わ
れ
る
。
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昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
）
に
は
神
宮
奉
斎
会
理
事
と
な
っ
て

い
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
石
上
鎮
魂
祭
に
は
少
な
か
ら
ず
、
国
家

神
道
に
対
し
て
の
宗
教
的
神
道
と
い
う
側
面
が
あ
っ
た
よ
う
で

あ
る
。

　
そ
し
て
ま
た
、
昭
和
八
年
と
い
う
年
代
に
照
ら
し
合
わ
せ
て

考
え
た
と
き
、
そ
こ
に
国
家
と
し
て
の
日
本
を
鎮
魂
の
主
体
に

置
い
た
石
上
鎮
魂
祭
と
い
う
形
が
見
え
て
く
る
。
森
津
著
『
石

上
鎮
魂
祭
』
の
中
で
、
鎮
魂
祭
の
意
義
に
つ
い
て
、「
天
下
太

平
・
国
家
安
穏
」
と
語
っ
て
い
る
。
そ
の
想
定
す
る
と
こ
ろ
に
、

超
国
家
主
義
を
邁
進
す
る
日
本
の
姿
が
な
か
っ
た
と
は
言
え
ま

い
。

　
い
ず
れ
に
し
ろ
、
石
上
鎮
魂
祭
は
、
神
社
事
態
の
歴
史
的
推

移
や
開
始
状
況
か
ら
察
す
る
に
、
特
定
の
人
物
た
ち
に
よ
っ
て

意
図
的
に
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
昭
和
当
時
は
、

断
絶
し
て
い
た
祭
祀
を
再
開
し
た
と
い
う
体
裁
で
行
っ
て
い
た

ら
し
い
。

　
昭
和
当
時
に
石
上
神
宮
で
行
わ
れ
て
い
た
鎮
魂
祭
の
祭
式
は

『
官
国
弊
社
特
殊
神
事
調
』
に
詳
し
く
記
載
さ
れ
て
い
る
。『
官

国
弊
社
特
殊
神
事
調
』
と
は
、
大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）
前

後
に
行
っ
た
調
査
の
結
果
を
、
神
祇
院
が
事
務
上
の
参
考
資
料

と
し
て
印
刷
し
た
も
の
で
あ
る
。
特
殊
神
事
と
は
、
祭
祀
令
に

従
っ
て
行
わ
れ
る
一
般
的
祭
祀
に
対
し
て
、
全
国
的
に
は
行
わ

れ
て
い
な
い
そ
の
神
社
に
特
殊
な
祭
祀
を
示
す
。
大
正
十
三
年

を
中
心
に
行
わ
れ
た
調
査
で
、
石
上
神
宮
に
は
現
在
行
わ
れ
て

い
る
も
の
と
ほ
ぼ
同
じ
祭
式
の
鎮
魂
祭
が
確
認
さ
れ
る
が
、
調

査
は
数
次
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
と
あ
る
た
め
、
お
そ
ら
く
石

上
鎮
魂
祭
が
『
官
国
弊
社
特
殊
神
事
調
』
に
追
加
さ
れ
た
の
は

最
終
調
査
が
行
わ
れ
た
昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
）
と
見
て
よ

か
ろ
う
。
同
年
に
本
書
が
印
刷
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る

と
、
ま
さ
に
滑
り
込
み
で
追
加
さ
れ
た
祭
祀
で
あ
っ
た
。

　『
官
国
弊
社
特
殊
神
事
調
』
に
記
さ
れ
て
い
る
石
上
鎮
魂
祭

は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

祭
日
：
十
一
月
二
十
二
日

　
・
当
日
に
社
頭
を
装
飾
す
る
。

　
・
午
後
五
時
祭
祀
を
始
め
る
。

　
・
宮
司
が
扉
を
開
く
。
こ
の
間
、
奏
楽
す
る
。

　
・
禰
宜
以
下
が
神
饌
を
供
す
る
。

　
・
柳
筥
と
鈴
を
つ
け
た
榊
を
神
前
に
奠
く
。
柳
筥
に
は
土
器

三
個
を
納
め
る
が
、
右
の
土
器
に
は
洗
米
と
玉
緒
、
中
央
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の
土
器
に
十
代
物
袋
、
左
の
土
器
に
切
麻
が
入
れ
ら
れ

る
。

　
・
奉
幣
。

　
・
宮
司
が
祝
詞
を
奏
す
。

　
・
宮
司
禰
宜
が
外
陣
に
進
み
招
魂
を
行
う
。
宮
司
は
ま
ず
十

代
物
袋
を
榊
に
結
び
つ
け
、
こ
れ
を
右
手
に
捧
げ
て
玉
緒

の
土
器
を
捧
げ
て
神
勅
の
事
由
を
黙
祷
す
る
。
榊
を
禰
宜

に
渡
す
。

　
・
宮
司
が
布
留
之
言
本
を
挙
げ
て
玉
緒
を
一
回
結
び
、
禰
宜

が
和
歌
の
本
を
唱
え
て
榊
を
右
か
ら
左
に
動
か
し
、
次
に

和
歌
の
末
を
唱
え
て
榊
を
左
か
ら
右
に
振
り
返
す
。
こ
れ

を
十
度
繰
り
返
す
。

　
・
禰
宜
が
本
座
に
戻
る
。

　
・
宮
司
が
十
代
物
袋
と
玉
緒
と
洗
米
を
奉
書
に
包
み
殿
内
に

納
め
る
。

　
・
宮
司
が
玉
串
を
奉
っ
て
拝
礼
す
る
。

　
・
禰
宜
以
下
が
神
饌
を
徹
す
る
。
こ
の
間
奏
楽
さ
れ
る
。

　
・
宮
司
が
扉
を
閉
じ
る
。

　
・
退
出
。

　
・
由
来
と
し
て
、
宮
中
鎮
魂
祭
の
由
来
譚
を
掲
げ
、
崇
神
天

皇
の
代
に
神
宮
が
創
建
さ
れ
、
十
種
神
宝
が
奉
斎
さ
れ
て

以
来
行
わ
れ
て
き
た
も
の
と
し
て
い
る（

一
三
）。

　
こ
こ
に
記
さ
れ
た
祭
式
は
現
在
の
も
の
と
お
お
む
ね
一
致
し

て
お
り
、
神
職
に
よ
っ
て
の
み
執
り
行
わ
れ
て
い
る
祭
祀
で
あ

る
こ
と
が
如
実
に
伝
わ
っ
て
く
る
。

　
そ
れ
で
は
現
在
の
も
の
が
、
昭
和
当
時
の
祭
式
と
ま
っ
た
く

同
じ
で
あ
る
か
と
言
え
ば
、
少
し
異
な
る
。

　
次
に
、
平
成
二
十
年
（
二
〇
〇
八
）
に
筆
者
が
行
っ
た
石
上

鎮
魂
祭
の
調
査
報
告
を
簡
潔
に
記
す
（
図
①
）。

　
　

祭
日
：
十
一
月
二
十
二
日

　
・
一
七
時
に
、
神
職
が
禊
を
行
う
。

　
・
摂
社
天
神
社
の
前
で
開
扉
の
儀
。

　
・
禰
宜
以
下
斎
院
が
神
饌
を
供
す
る
。
宮
司
が
祝
詞
を
奏
上

す
る
。
八
神
の
名
を
奏
上
す
る
が
、
こ
の
と
き
、
諸
人
の

栄
え
る
こ
と
を
願
っ
て
行
う
と
説
明
が
さ
れ
る
。

　
・
玉
串
を
拝
礼
。

　
・
徹
饌
の
儀
、
禰
宜
以
下
斎
院
が
神
饌
を
徹
す
る
。

　
・
閉
扉
の
儀
が
行
わ
れ
る
。

19

昭
和
十
四
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）
に
は
神
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斎
会
理
事
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て
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、
お
そ
ら
く
石
上
鎮
魂
祭
に
は
少
な
か
ら
ず
、
国
家

神
道
に
対
し
て
の
宗
教
的
神
道
と
い
う
側
面
が
あ
っ
た
よ
う
で

あ
る
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そ
し
て
ま
た
、
昭
和
八
年
と
い
う
年
代
に
照
ら
し
合
わ
せ
て

考
え
た
と
き
、
そ
こ
に
国
家
と
し
て
の
日
本
を
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魂
の
主
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に

置
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た
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上
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魂
祭
と
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う
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石
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の
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で
、
鎮
魂
祭
の
意
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に
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て
、「
天
下
太

平
・
国
家
安
穏
」
と
語
っ
て
い
る
。
そ
の
想
定
す
る
と
こ
ろ
に
、

超
国
家
主
義
を
邁
進
す
る
日
本
の
姿
が
な
か
っ
た
と
は
言
え
ま

い
。

　
い
ず
れ
に
し
ろ
、
石
上
鎮
魂
祭
は
、
神
社
事
態
の
歴
史
的
推

移
や
開
始
状
況
か
ら
察
す
る
に
、
特
定
の
人
物
た
ち
に
よ
っ
て

意
図
的
に
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
昭
和
当
時
は
、

断
絶
し
て
い
た
祭
祀
を
再
開
し
た
と
い
う
体
裁
で
行
っ
て
い
た

ら
し
い
。

　
昭
和
当
時
に
石
上
神
宮
で
行
わ
れ
て
い
た
鎮
魂
祭
の
祭
式
は

『
官
国
弊
社
特
殊
神
事
調
』
に
詳
し
く
記
載
さ
れ
て
い
る
。『
官

国
弊
社
特
殊
神
事
調
』
と
は
、
大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）
前

後
に
行
っ
た
調
査
の
結
果
を
、
神
祇
院
が
事
務
上
の
参
考
資
料

と
し
て
印
刷
し
た
も
の
で
あ
る
。
特
殊
神
事
と
は
、
祭
祀
令
に

従
っ
て
行
わ
れ
る
一
般
的
祭
祀
に
対
し
て
、
全
国
的
に
は
行
わ

れ
て
い
な
い
そ
の
神
社
に
特
殊
な
祭
祀
を
示
す
。
大
正
十
三
年

を
中
心
に
行
わ
れ
た
調
査
で
、
石
上
神
宮
に
は
現
在
行
わ
れ
て

い
る
も
の
と
ほ
ぼ
同
じ
祭
式
の
鎮
魂
祭
が
確
認
さ
れ
る
が
、
調

査
は
数
次
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
と
あ
る
た
め
、
お
そ
ら
く
石

上
鎮
魂
祭
が
『
官
国
弊
社
特
殊
神
事
調
』
に
追
加
さ
れ
た
の
は

最
終
調
査
が
行
わ
れ
た
昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
）
と
見
て
よ

か
ろ
う
。
同
年
に
本
書
が
印
刷
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る

と
、
ま
さ
に
滑
り
込
み
で
追
加
さ
れ
た
祭
祀
で
あ
っ
た
。

　『
官
国
弊
社
特
殊
神
事
調
』
に
記
さ
れ
て
い
る
石
上
鎮
魂
祭

は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

祭
日
：
十
一
月
二
十
二
日

　
・
当
日
に
社
頭
を
装
飾
す
る
。

　
・
午
後
五
時
祭
祀
を
始
め
る
。

　
・
宮
司
が
扉
を
開
く
。
こ
の
間
、
奏
楽
す
る
。

　
・
禰
宜
以
下
が
神
饌
を
供
す
る
。

　
・
柳
筥
と
鈴
を
つ
け
た
榊
を
神
前
に
奠
く
。
柳
筥
に
は
土
器

三
個
を
納
め
る
が
、
右
の
土
器
に
は
洗
米
と
玉
緒
、
中
央
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と
読
む
こ
と
、
こ
の
祭
礼
の
中
で
布
留
部
の
神
業
が
行
わ

れ
た
こ
と
な
ど
を
述
べ
る
。

　
・
直
会
。

　『
官
国
弊
社
特
殊
神
事
調
』
に
見
ら
れ
る
鎮
魂
祭
の
祭
式
に
、

鎮
魂
祭
神
八
座
を
遷
幸
す
る
儀
と
、
参
列
者
に
た
い
す
る
タ
マ

フ
リ
の
儀
が
、
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
こ
で
い
う
鎮
魂
祭
神
八
座
と
は
、
神
祇
官
祭
神
八
座
の
み

な
ら
ず
、
宮
中
鎮
魂
祭
で
神
祇
官
祭
神
八
座
と
と
も
に
祀
ら
れ

る
オ
オ
ナ
ホ
ビ
も
加
え
ら
れ
て
い
る
。
一
七
〇
〇
年
代
ま
で

は
、
天
神
社
に
は
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
が
祀
ら
れ
、
そ
れ
以
外
の
七

座
の
神
が
七
座
社
に
祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、

現
在
で
は
、
天
神
社
に
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
と
カ
ミ
ム
ス
ビ
が
祀
ら

れ
、
そ
れ
以
外
の
六
座
と
オ
オ
ナ
オ
ビ
が
七
座
社
に
祀
ら
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
、
石
上
神
宮
発
行
の
『
石
上

神
宮
』
に
も
説
明
さ
れ
て
い
る
。
い
つ
ご
ろ
こ
の
よ
う
に
変
化

し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
筆
者
は
、
石
上
鎮
魂
祭
に
鎮
魂

祭
神
八
座
の
遷
幸
が
加
わ
っ
た
こ
ろ
と
時
を
同
じ
く
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
昭
和
十
六
年
は
、
石
上
鎮
魂

祭
が
始
ま
っ
て
間
も
な
く
で
あ
り
、
そ
の
祭
式
の
在
り
方
や
由

来
に
つ
い
て
も
、
全
て
の
神
職
が
把
握
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て

い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
す
ぐ
に
も
、
日
本
は
戦
時
の

混
乱
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
の
で
あ
り
、
祭
式
の
意
義
を
鑑

み
、
そ
の
由
来
を
古
記
録
に
訊
ね
る
と
い
っ
た
こ
と
は
し
ば
ら

く
の
間
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
戦
後
に
な
っ
て
落

ち
着
き
を
取
り
戻
し
、
神
職
に
も
余
裕
が
生
ま
れ
て
き
た
こ
ろ

に
な
っ
て
、
石
上
神
宮
と
鎮
魂
祭
の
関
係
を
深
く
考
え
る
に
至

り
、
古
代
の
宮
廷
鎮
魂
祭
と
の
共
通
点
を
探
り
な
が
ら
祭
式
を

整
え
て
い
く
過
程
で
、
天
神
社
・
七
座
社
の
祭
神
も
変
化
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
参
列
者
に
対
す
る
タ
マ
フ
リ
の
儀
も
、
や
は
り
戦
後
に
な
っ

て
付
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
石
上
鎮
魂
祭
は
、
現
在
で
も

認
知
度
の
高
い
祭
祀
で
は
な
い
が
、
昭
和
十
六
年
当
時
は
石
上

神
宮
の
神
職
に
し
か
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

地
域
の
住
民
が
祭
祀
に
参
列
す
る
余
裕
も
な
か
っ
た
こ
と
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
が
現
在
に
至
り
、
崇
敬
者
を
中
心
と
し
た
参
列
者

が
増
え
た
た
め
、
そ
の
参
列
者
た
ち
に
も
タ
マ
フ
リ
を
行
う
必

要
性
を
神
宮
の
側
が
感
じ
、
祭
式
の
中
に
取
り
入
れ
て
い
っ
た

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
鎮
魂
祭
の
由
来
や
布
留
之
言
本
の
説
明

が
成
さ
れ
る
の
も
、
石
上
鎮
魂
祭
の
由
来
を
知
ら
な
い
参
列
者
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・
拝
殿
へ
移
動
す
る
。
神
饌
を
供
す
る
。

　
・
奉
幣
の
儀
が
行
わ
れ
る
。

　
・
十
種
の
瑞
宝
の
由
来
、
鎮
魂
祭
の
由
来
、
石
上
神
宮
の
由

来
を
読
み
上
げ
る
。

　
・
ミ
タ
マ
フ
リ
の
儀
。
こ
の
と
き
、
拝
殿
奥
の

神
棚
の
前
に
簾
が
下
ろ
さ
れ
、
照
明
が
消
さ

れ
る
。
既
に
日
が
落
ち
て
か
ら
一
時
間
近
く

が
経
っ
て
い
る
た
め
、
拝
殿
の
中
は
全
く
見

え
な
く
な
る
。

　
・
参
列
者
に
ミ
タ
マ
フ
リ
を
行
う
。
鈴
の
つ
い

た
榊
を
細
か
く
揺
ら
し
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
と

左
右
に
振
り
、「
ひ
、
ふ
、
み
、
よ
、
い
、

む
、
な
、
や
、
こ
、
と
、
ふ
れ
ゆ
ら
ゆ
ら
と

ふ
れ
」
と
唱
え
る
。（
布
留
の
言
の
本
）

　
・
神
楽
歌
奉
納
。
禰
宜
が
行
う
。
ニ
ン
ギ
ョ
ウ

舞
（
由
来
不
明
）。
一
人
舞
で
面
は
つ
け
な

い
。
笙
と
笛
の
音
に
合
わ
せ
て
拝
殿
の
中
で

行
わ
れ
る
。

　
・
宮
司
が
玉
串
を
拝
礼
す
る
。

　
・
徹
饌
の
儀
。

　
・
拝
殿
の
前
に
置
か
れ
た
箱
を
宮
司
が
本
殿
に
収
め
る
。

　
・
冬
至
が
太
陽
の
活
性
の
た
め
に
あ
る
行
事
で
あ
る
こ
と
、

鎮
魂
と
は
「
タ
マ
シ
ヅ
メ
」
で
は
な
く
「
ミ
タ
マ
フ
リ
」

（図①）石上神宮発行発行パンフレット抜粋
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か
な
記
述
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
現
在
も
祭
祀
と
し
て
執

り
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
地
域
住
民
の
広
く
知
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
特
に
十
月
の
例
大
祭
は
、
華
や
か
な
神
輿
の
渡
御

を
伴
う
も
の
で
あ
り
、
住
民
に
も
注
目
さ
れ
て
い
る
。

　
現
在
行
わ
れ
て
い
る
石
上
鎮
魂
祭
は
、
地
域
に
根
付
い
て
い

る
と
は
言
い
難
い
。
現
在
の
石
上
鎮
魂
祭
は
、
十
八
世
紀
初

頭
、
宮
中
鎮
魂
祭
の
中
で
物
部
由
来
と
さ
れ
て
い
る
所
作
の
部

分
を
参
考
と
し
な
が
ら
編
ま
れ
た
式
次
第
を
研
究
し
、
昭
和
八

年
に
新
し
く
作
ら
れ
た
祭
祀
で
あ
る
。
た
だ
し
当
時
は
、
断
絶

し
て
い
た
祭
祀
を
再
開
し
た
と
い
う
体
裁
が
と
ら
れ
、
神
祗
官

の
ほ
う
で
も
そ
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
た
。
こ
の
時
点
で
、
石

上
鎮
魂
祭
は
あ
く
ま
で
神
社
祭
祀
で
あ
り
、
地
域
住
民
に
開
放

さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
時
代
背
景
か
ら
考
え
る
と
、
地

域
住
民
の
側
と
し
て
も
祭
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
戦
後
、
少
し
ず
つ
参
列
者
が
増
え
て
い
く
中
で
、
石
上
鎮
魂

祭
も
そ
れ
に
合
わ
せ
て
僅
か
な
が
ら
変
化
の
兆
し
を
見
せ
て
い

る
。
そ
れ
は
一
つ
に
は
、
開
始
当
初
に
は
な
か
っ
た
参
列
者
へ

の
タ
マ
フ
リ
の
追
加
、
も
う
一
つ
に
は
、
祭
祀
担
当
者
で
あ
る

神
職
の
意
識
の
違
い
で
あ
る
。

　
石
上
鎮
魂
祭
は
、
お
そ
ら
く
今
後
と
も
神
社
祭
祀
と
し
て
執

り
行
わ
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
中
で
、
こ
の
祭
祀
が
ど

の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く
か
注
目
し
て
い
き
た
い
。

注（
１
） 

『
大
日
本
史
』〈
神
祇
志
料
〉
第
九
巻―

四
四
五
・
四
四
六
頁
な
ど
。

（
２
） 

石
上
神
宮
編
『
石
上
神
宮
』
二
〇
〇
八
、三
頁
。

（
３
） 

松
前
健
「
鎮
魂
の
原
義
と
宮
廷
鎮
魂
祭
の
成
立
」『
神
々
の
祭
司
と
伝
承
』

同
朋
舎
、
一
九
九
三
、六
・
七
頁
。

（
４
） 

本
位
田
菊
士
「
物
部
氏
と
石
上
神
宮
」『
古
代
日
本
人
の
信
仰
と
祭
司
』

大
和
書
房
、
一
九
九
七
。

（
５
） 

松
前
健
「
石
上
神
宮
と
神
話
伝
承
」『
神
道
大
系
』
月
報
九
〇
、一
九
八
九

な
ど
。

（
６
） 

松
前
健
「
石
上
神
宮
の
祭
神
と
そ
の
奉
斎
氏
族
」「
石
上
神
宮
の
祭
神
と

そ
の
祭
祀
伝
承
の
変
遷
」『
神
社
と
そ
の
伝
承
』
お
う
ふ
う
、
一
九
九
七
。

（
７
） 

佐
伯
秀
夫
「
解
題
」『
神
道
大
系
』
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
八
九
、八
頁
。

（
８
） 

前
掲
註
（
７
）、
九
頁
。

（
９
） 

前
掲
註
（
７
）、
一
二
頁
。

（
10
） 

前
掲
註
（
７
）、
一
二
頁
。

（
11
） 

前
掲
註
（
７
）、
一
五
頁
。

（
11
） 

前
掲
註
（
７
）、
一
六
頁
。

（
13
） 

前
掲
註
（
７
）、
一
七
・
一
八
頁
。
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に
向
け
て
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
現
在
の
石
上
神
宮
で
は
、
石
上
鎮
魂
祭
を
氏
子
に
向
け
て

行
っ
て
い
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
あ
く
ま
で
石
上
神
宮
の
特

殊
神
事
と
し
て
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
神
職
に
鎮
魂
祭
と
は

何
か
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
「
天
皇
陛
下
の
御
魂
に
対
し
て
行
っ
て

い
る
。
参
拝
の
方
々
に
は
、
天
皇
陛
下
の
ご
威
光
を
わ
け
て
い

る
の
だ
」
と
い
う
説
明
を
さ
れ
た
。
石
上
鎮
魂
祭
開
始
当
時
の

考
え
方
と
も
違
い
、
む
し
ろ
宮
廷
鎮
魂
祭
の
考
え
方
に
近
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
や
は
り
戦
後
に
な
っ
て
神
職
が
、
古
代
の
宮

廷
鎮
魂
祭
に
つ
い
て
把
握
し
た
う
え
で
、
現
在
の
石
上
鎮
魂
祭

を
行
っ
て
い
る
た
め
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
古
代
朝
廷
と

関
わ
り
の
あ
る
石
上
神
宮
と
し
て
の
、
矜
持
に
も
近
い
も
の
を

感
じ
る
。

お
わ
り
に

　
石
上
神
宮
の
歴
史
を
各
種
資
料
か
ら
概
観
し
、
そ
の
中
で
鎮

魂
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
、
祭
祀
と
し
て
整
え
ら
れ
て
い
っ

た
か
を
考
察
し
た
。

　
か
つ
て
朝
廷
の
兵
杖
庫
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
布
留
の
地

は
、
同
時
に
各
地
の
氏
族
か
ら
収
奪
し
た
呪
宝
と
し
て
の
レ
ガ

リ
ア
を
保
管
す
る
場
で
も
あ
っ
た
。
何
故
こ
の
地
が
選
ば
れ
た

の
か
は
結
論
の
出
せ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
朝
廷
に
と
っ
て

重
要
な
こ
の
地
へ
、
軍
事
氏
族
で
あ
る
物
部
連
氏
が
乗
り
込

み
、
そ
れ
以
前
に
こ
の
地
に
い
た
布
留
宿
禰
氏
を
支
配
下
に
置

い
た
。
布
留
宿
禰
氏
は
こ
れ
に
よ
り
、
物
部
首
氏
と
な
る
。
物

部
首
氏
は
川
辺
の
刀
剣
祭
祀
を
掌
る
氏
族
で
あ
り
、
そ
の
伝
承

は
当
地
の
由
来
譚
と
し
て
語
り
継
が
れ
て
い
る
。

　
鎮
魂
の
所
作
と
し
て
宮
廷
鎮
魂
祭
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る

布
留
之
言
本
が
物
部
連
氏
の
所
有
し
た
も
の
で
あ
る
か
、
物
部

首
氏
の
も
の
で
あ
る
か
は
、
残
念
な
が
ら
断
定
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。

　
ど
ち
ら
に
せ
よ
、
物
部
氏
が
所
有
し
て
い
た
布
留
之
言
本
は

宮
廷
鎮
魂
祭
に
鎮
魂
の
所
作
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
、
そ
の
事

実
が
近
代
以
降
、
衰
微
し
て
い
く
石
上
神
宮
の
再
建
の
た
め
に

由
緒
と
し
て
採
用
さ
れ
た
。
そ
の
過
程
に
は
神
道
学
者
が
関
わ

り
、
現
代
に
残
る
諸
記
録
も
彼
ら
の
手
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き

い
。

　
一
方
で
、
神
宮
衰
微
が
著
し
く
な
る
以
前
は
、
当
神
宮
の
史

料
に
は
川
辺
の
刀
剣
祭
祀
に
関
わ
る
説
話
や
、
例
大
祭
の
詳
ら

22－129（　）－



か
な
記
述
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
現
在
も
祭
祀
と
し
て
執

り
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
地
域
住
民
の
広
く
知
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
特
に
十
月
の
例
大
祭
は
、
華
や
か
な
神
輿
の
渡
御

を
伴
う
も
の
で
あ
り
、
住
民
に
も
注
目
さ
れ
て
い
る
。

　
現
在
行
わ
れ
て
い
る
石
上
鎮
魂
祭
は
、
地
域
に
根
付
い
て
い

る
と
は
言
い
難
い
。
現
在
の
石
上
鎮
魂
祭
は
、
十
八
世
紀
初

頭
、
宮
中
鎮
魂
祭
の
中
で
物
部
由
来
と
さ
れ
て
い
る
所
作
の
部

分
を
参
考
と
し
な
が
ら
編
ま
れ
た
式
次
第
を
研
究
し
、
昭
和
八

年
に
新
し
く
作
ら
れ
た
祭
祀
で
あ
る
。
た
だ
し
当
時
は
、
断
絶

し
て
い
た
祭
祀
を
再
開
し
た
と
い
う
体
裁
が
と
ら
れ
、
神
祗
官

の
ほ
う
で
も
そ
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
た
。
こ
の
時
点
で
、
石

上
鎮
魂
祭
は
あ
く
ま
で
神
社
祭
祀
で
あ
り
、
地
域
住
民
に
開
放

さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
時
代
背
景
か
ら
考
え
る
と
、
地

域
住
民
の
側
と
し
て
も
祭
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
戦
後
、
少
し
ず
つ
参
列
者
が
増
え
て
い
く
中
で
、
石
上
鎮
魂

祭
も
そ
れ
に
合
わ
せ
て
僅
か
な
が
ら
変
化
の
兆
し
を
見
せ
て
い

る
。
そ
れ
は
一
つ
に
は
、
開
始
当
初
に
は
な
か
っ
た
参
列
者
へ

の
タ
マ
フ
リ
の
追
加
、
も
う
一
つ
に
は
、
祭
祀
担
当
者
で
あ
る

神
職
の
意
識
の
違
い
で
あ
る
。

　
石
上
鎮
魂
祭
は
、
お
そ
ら
く
今
後
と
も
神
社
祭
祀
と
し
て
執

り
行
わ
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
中
で
、
こ
の
祭
祀
が
ど

の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く
か
注
目
し
て
い
き
た
い
。
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に
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。
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上
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で
は
、
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上
鎮
魂
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を
氏
子
に
向
け
て

行
っ
て
い
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
あ
く
ま
で
石
上
神
宮
の
特

殊
神
事
と
し
て
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
神
職
に
鎮
魂
祭
と
は

何
か
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
「
天
皇
陛
下
の
御
魂
に
対
し
て
行
っ
て

い
る
。
参
拝
の
方
々
に
は
、
天
皇
陛
下
の
ご
威
光
を
わ
け
て
い

る
の
だ
」
と
い
う
説
明
を
さ
れ
た
。
石
上
鎮
魂
祭
開
始
当
時
の

考
え
方
と
も
違
い
、
む
し
ろ
宮
廷
鎮
魂
祭
の
考
え
方
に
近
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
や
は
り
戦
後
に
な
っ
て
神
職
が
、
古
代
の
宮

廷
鎮
魂
祭
に
つ
い
て
把
握
し
た
う
え
で
、
現
在
の
石
上
鎮
魂
祭

を
行
っ
て
い
る
た
め
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
古
代
朝
廷
と

関
わ
り
の
あ
る
石
上
神
宮
と
し
て
の
、
矜
持
に
も
近
い
も
の
を

感
じ
る
。

お
わ
り
に

　
石
上
神
宮
の
歴
史
を
各
種
資
料
か
ら
概
観
し
、
そ
の
中
で
鎮

魂
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
、
祭
祀
と
し
て
整
え
ら
れ
て
い
っ

た
か
を
考
察
し
た
。

　
か
つ
て
朝
廷
の
兵
杖
庫
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
布
留
の
地

は
、
同
時
に
各
地
の
氏
族
か
ら
収
奪
し
た
呪
宝
と
し
て
の
レ
ガ

リ
ア
を
保
管
す
る
場
で
も
あ
っ
た
。
何
故
こ
の
地
が
選
ば
れ
た

の
か
は
結
論
の
出
せ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
朝
廷
に
と
っ
て

重
要
な
こ
の
地
へ
、
軍
事
氏
族
で
あ
る
物
部
連
氏
が
乗
り
込

み
、
そ
れ
以
前
に
こ
の
地
に
い
た
布
留
宿
禰
氏
を
支
配
下
に
置

い
た
。
布
留
宿
禰
氏
は
こ
れ
に
よ
り
、
物
部
首
氏
と
な
る
。
物

部
首
氏
は
川
辺
の
刀
剣
祭
祀
を
掌
る
氏
族
で
あ
り
、
そ
の
伝
承

は
当
地
の
由
来
譚
と
し
て
語
り
継
が
れ
て
い
る
。

　
鎮
魂
の
所
作
と
し
て
宮
廷
鎮
魂
祭
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る

布
留
之
言
本
が
物
部
連
氏
の
所
有
し
た
も
の
で
あ
る
か
、
物
部

首
氏
の
も
の
で
あ
る
か
は
、
残
念
な
が
ら
断
定
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。

　
ど
ち
ら
に
せ
よ
、
物
部
氏
が
所
有
し
て
い
た
布
留
之
言
本
は

宮
廷
鎮
魂
祭
に
鎮
魂
の
所
作
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
、
そ
の
事

実
が
近
代
以
降
、
衰
微
し
て
い
く
石
上
神
宮
の
再
建
の
た
め
に

由
緒
と
し
て
採
用
さ
れ
た
。
そ
の
過
程
に
は
神
道
学
者
が
関
わ

り
、
現
代
に
残
る
諸
記
録
も
彼
ら
の
手
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き

い
。

　
一
方
で
、
神
宮
衰
微
が
著
し
く
な
る
以
前
は
、
当
神
宮
の
史

料
に
は
川
辺
の
刀
剣
祭
祀
に
関
わ
る
説
話
や
、
例
大
祭
の
詳
ら
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