
伊
勢
神
宮

明
治
維
新

御
撰
料
田

本
稿
は、

平
成
五
年
十
二
月
十
一

日
の
「
皇
學
館
大
學
月
例
文
化
講
座」

に
お
け
る
「
近
代
の
伊
勢
神
宮」

と
題
す
る
講
演
に
若
干
の
手
直
し

を
し
た
も
の
で
あ
る。

そ
の
目
的
は、

明
治
時
代
に
行
わ
れ
た
伊
勢
神
宮
の
改
革
を
概
観
す
る
こ
と
に
あ
っ
た。

こ
の
改
革
の
原
因
を
明
確
に
す

る
た
め
に、

先
ず
幕
末
•

明
治
初
期
の
政
治
目
標
か
ら
説
き
起
こ
し
た。

次
い
で
具
体
的
な
改
革
を、

神
宮
の
土
地、

神
官
組
織、

祭
祀
の
順
で

説
明
し、

そ
の
大
枠
を
示
し
た。

キ
ー
ワ
ー
ド

口

要

旨

神
官
組
織

式
年
遷
宮

明

治

時

代

の

伊

勢

神

宮

新

田

均

皇
學
館
論
叢

第
二
十
七
巻
第
二
号

平

成

六

年

四

月

十

日

-61-



の
役
所
で、

中
世
に
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
る。

式
か
ら
神
道
式
に
切
り
替
え
ら
れ
た。

て
い
な
い
の
は
遺
憾
で
あ
る」
と
述
べ
て
い
る。

明
治
時
代
の
国
造
り
に
は
様
々
な
目
標
が
あ
っ
た
が、

本
稿
で
問
題
に
す
る
伊
勢
神
宮
の
改
革
に
関
係
す
る
も
の
と
し
て
は、

大
ま
か

に
言
っ
て、

三
つ
の
目
標
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る。
そ
の
―
つ
は
「
天
皇
親
政」
で
あ
る。
こ
れ
は、

自
ら
政
治
を
行
う
天
皇
を
中
心

と
し
て
国
の
政
治
を
運
営
し
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
る。
そ
し
て、

そ
の
よ
う
な
天
皇
の
理
想
と
さ
れ
た
の
が
第一
代
の
神
武
天
皇
で

あ
っ
た。

慶
応
三
年
(-
八
六
七）

十
二
月
九
日
に
出
さ
れ
た
王
政
復
古
の
大
号
令
は、
「
今
後
は
摂
政
•
関
白
や
幕
府
を
廃
止
し、

す

べ
て
神
武
天
皇
が
即
位
さ
れ
た
時
の
こ
と
を
基
本
と
し
て
政
治
を
行
う」

旨
を
宣
言
し
て
い
る。

二
つ
目
は
「
天
皇
親
祭」
で
あ
る。
こ
れ
は、

国
家
の
祭
祀
を
天
皇
み
ず
か
ら
が
行
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る。

そ
し
て、

政
治
も
祭
祀

も
共
に
天
皇
が
み
ず
か
ら
行
う
と
い
う
意
味
で
「
祭
政一
致」
と
い
う
言
葉
が
盛
ん
に
使
わ
れ
た。

慶
応
四
年
(-
八
六
八）

三
月
十
三

「
今
度、

天
皇
が
王
政
を
復
古
し、

す
べ
て
神
武
天
皇
即
位
当
時
の
こ
と
を
基
本
と
し
て、

何
事
も
新
し
く

し、

祭
政一
致
の
制
度
に
帰
る
こ
と
を
宣
言
さ
れ
こ
と。
し
た
が
っ
て、

先
ず
第一
に
神
祇
官
を
再
興
し、

続
い
て
次
第
に
諸
祭
莫
も
復

興
す
る
こ
と」
が
明
言
さ
れ
た。

三
つ
目
が
「
近
代
化」
で
あ
る。

慶
応
四
年―
二
月
十
四
日
の
い
わ
ゆ
る
五
箇
条
の
御
誓
文
は
「
古
く
て
悪
い
習
慣
を
止
め
て、

世
界
に

通
用
す
る
普
遍
的
な
原
理
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と」
を
明
ら
か
に
し
て
い
る。

背
景
と
し
て
の
近
世
・

幕
末

右
の
述
べ
た
三
つ
の
目
標
は、

明
治
に
な
っ
て
突
然
現
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い。
こ
れ
ら
は、

す
で
に
近
世
に
お
い
て
存
在
し
て
い
た

諸
々
の
思
想
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
出
来
上
が
っ
た
も
の
で
あ
る。
こ
れ
を
組
み
合
わ
さ
せ
た
も
の
こ
そ、

て
ら
れ
た、

西
欧
列
強
の
圧
力
を
は
ね
の
け
て
日
本
の
独
立
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
識
で
あ
っ
た。
こ
の
要
請
か
ら、

そ

れ
ま
で
存
在
し
て
い
た
諸
々
の
思
想
が
組
み
合
わ
さ
れ、
具
体
化
さ
れ、
検
討
さ
れ
た
結
果、
先
の
三
目
標
が
導
き
出
さ
れ
た
の
で
あ
る。

神
武
天
皇
を
重
視
す
る
思
想
に
は、

政
治
の
学
で
あ
る
儒
学、
と
り
わ
け
水
戸
学
の
貢
献
が
大
き
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る。

水
戸
学

の
主
要
な
学
者
で
あ
る
会
沢
正
志
斎
は、

本
居
宣
長
の
『
直
日
霊」
に
つ
い
て
論
じ
た
『
読
直
日
霊」
の
中
で
「
天
皇
の
血
統
が
正
し
く

存
在
し
続
け
て
き
た
の
は、

神
武
天
皇
が
即
位
の
時
に、

君
臣
父
子
の
倫
理
を
明
ら
か
に
し
た
か
ら
で
あ
る。

そ
の
こ
と
を
宣
長
が
論
じ

こ
の
よ
う
な
神
武
天
皇
重
視
の
思
想
は、

幕
末
に
お
い
て、

歴
代
天
皇
の
山
陵
復
興
運
動
と
い
う
形
で
具
体
化
さ
れ
た。

幕
末
の
水
戸

藩
主
・
徳
川
斉
昭
は、

神
武
天
皇
陵
を
古
代
の
形
式
に
よ
っ
て
修
理
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た。

ま
た、

彼
は、

光
格
天
皇
（
第一
―

九
代、
在
位
期
間一
七
七
九
ー一
八一
七
年）
の
崩
御
に
際
し
て、

山
陵
を
造
営
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た。

結
果、

孝
明
天
皇
（
第―
ニ
ー
代、
在
位
期
間一
八
四
六
ー
六
六
年）
が
崩
御
さ
れ
た
時
に
は、

山
陵
が
造
営
さ
れ、

そ
の
葬
儀
は
従
来
の
仏

ま
た、

水
戸
学
の
神
武
天
皇
重
視
の
思
想
の
影
響
を
受
け
た
国
学
者
た
ち
は、

神
祇
官
復
興
運
動
と
い
う
形
で、

そ
の
思
想
を
具
体
化

し
た。

彼
ら
は
キ
リ
ス
ト
教
こ
そ
日
本
に
と
っ
て
の
脅
威
で
あ
る
と
考
え
て
い
た。

そ
の
た
め、

キ
リ
ス
ト
教
が
日
本
に
広
ま
る
こ
と
を

阻
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず、

そ
の
た
め
に
は
日
本
の
神
々
を
大
切
に
す
る
思
想
を
広
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た。
そ
し
て、

そ
れ

を
実
現
す
る
た
め
に
は、

神
々
を
祀
る
役
所
で
あ
る
神
祇
官
を
再
興
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
た。
こ
の
役
所
は
古
代
の
朝
廷

こ
の
神
祇
官
は、

古
代
の
役
所
で
は
あ
る
が、

も
ち
ろ
ん
神
武
天
皇
の
時
代
に
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い。

そ
の
再
興
が
神
武
天

明
治
時
代
の
伊
勢
神
宮
（
新
田）

日
に
出
さ
れ
た
布
告
で
は、

明
治
の
国
造
り
の
原
則

そ
し
て、

彼
ら
の
運
動
の

ペ
リ
ー
来
航
に
よ
っ
て
か
き
た
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を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る。

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た。

皇
重
視
の
思
想
か
ら
主
張
さ
れ
た
の
は、

こ
の
役
所
の
設
置
が
神
武
天
皇
の
御
精
神
に
由
来
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る。

幕
末
の
国
学
者
・
大
国
隆
正
は、

慶
応
三
年
に
提
出
し
た
『
神
祇
官
本
義』
の
中
で、
「
神
祇
官
の
設
置
は、

神
武
天
皇
が
皇
室
の
祖
先

や
天
の
神
を
祀
っ
て、

祖
先
の
教
え
に
し
た
が
う
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
に
由
来
し
て
い
る」
と
主
張
し
た。

幕
末
の
国
家
的
危
機
意
識
は、

国
家
統
治
の
正
統
性
を
追
求
す
る
思
想
を
歴
史
の
前
面
に
押
し
出
し、

そ
の
結
果、

近
世
に
発
達
し
た

神
武
天
皇
重
視
の
思
想
が
具
体
的
運
動
と
し
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た。
そ
し
て、

明
治
政
府
は
王
政
復
古
の
理
想
を
神
武
天
皇
の

業
績
に
求
め
る
こ
と
を
宣
言
し
た。

そ
れ
は、

神
武
天
皇
の
業
績
に
基
づ
い
て、

明
治
天
皇
の
業
績
を
作
り
上
げ
て
い
く
こ
と
を
意
味
し

て
い
た。

神
武
天
皇
は
九
州
か
ら
出
発
し
て
東
に
向
か
い、

奈
良
に
入
っ
て、

こ
こ
に
都
を
定
め
た。
こ
れ
に
な
ら
っ
て、

明
治
天
皇
は

都
を
京
都
か
ら
東
京
に
移
し
た。

ま
た、

東
京
で
神
祇
官
を
再
興
し、

そ
こ
で
み
ず
ら
天
神
・
地
祇
を
祀
っ
た。

明
治
天
皇
が
東
京
に
向

か
う
途
中
の
明
治
二
年
(-
八
六
九）
三
月、

歴
代
天
皇
の
中
で
初
め
て
伊
勢
神
宮
に
み
ず
か
ら
参
拝
し
た
の
も
神
武
天
皇
に
由
来
す
る

さ
て、

王
政
復
古
以
後
の
神
道
に
関
す
る
政
策
の
課
題
は、

先
に
述
ぺ
た
三
つ
の
目
標
を
具
体
化
し
て
い
く
こ
と
で
あ
っ
た。

そ
れ
は

即
ち、

天
皇
親
政
・
天
皇
親
祭
・
近
代
化
に
ふ
さ
わ
し
い
国
家
的
な
神
道
の
制
度
を
作
り
上
げ
て
い
く
こ
と
で
あ
っ
た。

し
か
し、

そ
こ

に
お
い
て
は
改
革
の
実
行
と
伝
統
の
保
持
と
い
う
難
し
い
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た。

伊
勢
神
宮
も
も
ち
ろ
ん
例
外
で
は
な
か
っ
た。

神
宮
の
土
地
改
革

明
治
の
神
宮
改
革
の
目
的
は、
一
言
で
い
え
ば、

神
宮
に
お
け
る
私
的
な
も
の
を
排
除
し
て、

そ
の
公
的
な
性
格
を
明
確
に
す
る
こ
と

に
あ
っ
た。
こ
の
こ
と
を
以
下
で
は、

神
宮
の
土
地、

神
官
組
織、

祭
祀
の
改
革
に
つ
い
て
概
観
す
る
こ
と
に
す
る。

明
治
四
年
(-
九
七一
）
一
月、

政
府
は
「
上
知
令」
と
い
う
法
律
を
公
布
し
た。
こ
れ
は、

政
府
が
社
寺
の
境
内
地
以
外
の
所
有
地

を
没
収
し
て、

代
わ
り
に
相
当
の
禄
制
を
定
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た。
こ
れ
は、

明
治
二
年
六
月
の
版
籍
奉
還
の
趣
旨
を
社
寺
に
も

及
ぼ
し
た
も
の
で
あ
っ
た。

即
ち、

藩
が
土
地
と
人
民
を
天
皇
に
返
し
た
の
で
あ
る
か
ら、

社
寺
も
そ
の
土
地
と
人
民
を
天
皇
に
返
さ
な

と
こ
ろ
で、

明
治
ま
で
神
宮
の
財
政
と
祭
祀
は、

基
本
的
に
豊
臣
秀
吉
以
来
税
金
の
徴
収
を
免
除
さ
れ
た
宮
川
以
東
の
伊
勢
国
の
朱
印

領
に
依
拠
し
て
い
た。

上
地
令
に
よ
っ
て、

こ
の
朱
印
領
は
す
べ
て
没
収
さ
れ、

神
宮
経
費
は
基
本
的
に
官
費
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
る
こ
と

に
な
り、

没
収
さ
れ
た
土
地
は、

入
札
の
後
に
民
有
地
と
な
っ
た。
こ
の
朱
印
地
に
は、

神
宮
の
財
政
を
支
え
る
税
金
を
徴
収
す
る
土
地

さ
い
て
ん
ご
9
ょ
う

の
他
に、

祭
祀
に
用
い
る
諸
々
の
品
を
提
供
す
る
土
地
も
含
ま
れ
て
い
た。

そ
れ
ら
の
品
々
は、

祭
典
御
料
と
呼
ば
れ、

米、

飽
．
鯛、

野
菜、

塩
な
ど
で
あ
る。

朱
印
領
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
結
果、

こ
れ
ら
す
ぺ
て
は
支
給
さ
れ
た
官
費
に
よ
っ
て
購
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た。

こ
れ
に
よ
っ
て、

祭
典
御
料
に
関
係
す
る
祭
祀
が
大
き
な
変
化
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た。

そ
の
変
化
の
一
例
と
し
て、

神
宮
神
田

み
け
り
ょ

う
で
ん

古
来、

神
宮
が
所
有
す
る
田
の
中
に
御
饒
料
田
と
呼
ば
れ
る
田
が
あ
っ
た。
こ
れ
ら
の
田
は、

神
宮
の
主
要
な
三
つ
の
祭
（
年一一
回
の

さ
ん
せ
つ
さ
い

ゆ

さ

の

お

お

み

＂

月
次
祭
と
神
嘗
祭、
こ
の
三
つ
を
総
称
し
て
三
節
祭
と
い
う）
の
時
に
神
に
捧
げ
る
御
食
事
（
こ
れ
は、
由
貴
大
御
領
と
呼
ば
れ
る）

や、

豊
受
大

ひ
ご
と
あ
さ
ゆ
う
0

お

お

み

＂

神
宮
に
お
い
て
毎
日
二
回
神
に
捧
げ
る
御
食
事（
こ
れ
は、
日
別
朝
夕
大
御
撰
と
呼
ば
れ
る）
な
ど
に
用
い
る
米
を
栽
培
す
る
田
で
あ
っ
た。

や

た

う

じ

た

こ
の
御
鰈
料
田
が
近
世
に
は、

皇
大
神
宮
に
は
二
町
四
段
あ
っ
た。
こ
の
内
の
一
町
は
度
会
郡
宇
治
郷
楠
部
家
田
に
あ
り、

宇
治
田、

ぬ

い

ぼ

だ

あ
る
い
は
抜
穂
田
と
呼
ば
れ
て
い
た。
こ
の
田
は、

神
宮
を
創
祀
者
で
あ
る
倭
姫
命
が
神
の
教
え
を
受
け
て
定
め
た
も
の
で
あ
る
と
伝
え

●

だ

た

ぬ

い

あ

ら

●

だ

ら
れ
て
い
た。

ま
た、

別
の
一
町
は、

度
会
郡
城
田
郷
と
度
会
郡
田
辺
郷
に
あ
り、

荒
木
田
と
呼
ば
れ
て
い
た。
こ
の
田
は、

第
十
三
代

の
成
務
天
皇
の
時
に、

荒
木
田
神
主
の
先
祖
が
開
墾
し
て
神
宮
に
寄
付
し
た
も
の
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
た。
こ
の
他
に、

別
宮
荒
祭

明
治
時
代
の
伊
勢
神
宮
（
新
田）

考
え
ら
れ
た
「
祭
政一
致」
の
具
体
化
で
あ
っ
た。
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明
治
時
代
の
伊
勢
神
宮
（
新
田）

て
そ
の
ま
ま
明
治
に
至
っ
た。

宮
の
御
観
料
田
が
四
段
あ
っ
た。
ま
た、
豊
受
大
神
宮
の
御
懐
料
田
は、
豊
宮
崎
に
三
町
あ
っ
た。

明
治
四
年
に
こ
れ
ら
の
御
餓
料
田
が
廃
止
と
な
っ
た。
そ
の
結
果、
御
饒
料
田
に
関
す
る
祭
祀
も
中
絶
し
て
し
ま
っ
た。
そ
の
祭
祀
と

は、
種
蒔
き
の
祭
り、
田
植
え
の
祭
り、
稲
刈
の
祭
り
で
あ
る。
稲
の
祭
を
中
心
と
す
る
神
宮
に
と
っ
て、
こ
の
御
飼
料
田
の
廃
止
と、

そ
の
祭
祀
の
中
絶
は
重
大
な
問
題
で
あ
っ
た。
し
た
が
っ
て、
以
後、
そ
れ
を
復
奥
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
続
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た。

明
治
二
二
年
(-
八
八
九）
に
は、
内
宮
の
田
と
し
て
度
会
郡
四
郷
村
大
字
楠
部
字
家
田
の
田
が、
外
宮
の
田
と
し
て
宇
治
山
田
市
大

字
岡
本
町
梶
ケ
岡
と
宇
治
山
田
市
大
字
豊
川
町
字
宮
山
腰
の
田
が
そ
れ
ぞ
れ
購
入
さ
れ
て
御
隈
料
田
の
一
部
が
復
興
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た。
こ
れ
に
よ
っ
て、
御
領
の
御
料
米
を
神
宮
自
身
で
生
産
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
が、
祭
祀
の
再
興
は
も
っ
と
後
の
こ
と

で
あ
っ
た。

一
員
に
復
し
て
明

昭
和
四
年
(-
九
二
九）、
式
年
御
造
営
事
業
の
一
部
と
し
て
楠
部
御
領
料
田
の
拡
張
改
修
工
事
が
始
め
ら
れ
た。
こ
の
工
事
は
昭
和

八
年
（一
九
三
三）
に
終
了
し、
楠
部
御
隈
料
田
は
「
神
宮
神
田」
と
改
称
さ
れ
た。
こ
の
年
に、
種
播
き
の
祭
り
（
搬

町和配
船）
と
収

穫
の
祭
り
（
抜
穂
祭）
が
再
興
さ
れ
た
ー
田
植
え
の
祭
り
（
御
田
植
祭）
は
も
っ
と
前
に
再
興
さ
れ
て
い
た
1。
以
後、

両
正
宮
以
下
摂

末
社
に
い
た
る
ま
で、
神
嘗
祭
を
始
め
年
中一
切
の
諸
祭
儀
に
用
い
る
白
酒
・
黒
酒
・
證
酒
・
御
飯
・
御
餅
な
ど
の
御
料
は、
す
べ
て
こ

の
「
神
宮
神
田」
で
収
穫
さ
れ
た
米
を
用
い
る
こ
と
に
な
っ
た。
そ
し
て、
岡
本
町・
豊
川
町
の
御
撰
料
田
は、
「
御
料
田」
と
改
称
さ

れ
て、
予
備
の
御
料
を
収
穫
す
る
田
と
し
て
残
さ
れ
た。

神
宮
の
神
官
組
織
の
改
革

お

ん

し

神
官
組
織
の
改
革
つ
い
て
は、
神
官
の
世
襲
の
廃
止
と
御
師
の
廃
止
と
い
う
二
つ
を
指
摘
で
き
る。
先
ず、
神
官
の
世
襲
廃
止
に
つ
い

て
述
べ
て
み
よ
う。

し
か
し、
そ
の
廃
止
過
程
を
述
べ
る
前
に、

維
新
以
前
の
神
宮
の
神
官
組
織
を
説
明
し
て
お
く
こ
と
が
理
解
の
助
け
と
な
る
で
あ
ろ
う。

維
新
以
前
の
神
官
の
組
織
は、
祭
主
・
大
神
宮
司ヽ

禰
宜
・
権
禰
宜
・
内
人
・
物
忌
等
の
戦
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た。

祭
主
は
神
宮
を
統
括
す
る
最
高
の
職
で、
総
官
と
も
呼
ば
れ、
こ
の
職
に
つ
く
人
は
現
在
と
は
異
な
っ
て
男
性
で
あ
っ
た。
そ
の
本
務

は
京
都
の
神
祇
官
の
祭
祀
に
奉
仕
す
る
こ
と
で
あ
り、
祭
主
は
兼
務
で
あ
っ
た。
そ
の
た
め、
祈
年・
神
嘗
・
両
月
次
の
年
中
四
度、
勅

使
と
し
て
伊
勢
に
参
向
す
る
時
以
外
は
京
都
に
在
住
し、
神
宮
の
日
常
の
祭
祀
や
実
務
に
は
携
わ
ら
な
か
っ
た。
平
安
時
代
末
か
ら
鎌
倉

時
代
に
か
け
て
伊
勢
に
在
住
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
が、

武
家
の
勢
力
の
伸
張
に
と
も
な
っ
て
帰
京
し
た。
そ
し
て、

室
町
時
代
末
以
降、

大
中
臣
氏
の
内
の
藤
波
家
が
世
襲
す
る
よ
う
に
な
っ
た。

大
神
宮
司
は、
神
宮
の
所
在
地
に
住
ん
で、
主
に
神
宮
の
行
政
事
務
を
司
り、
そ
の
位
階
は
禰
宜
の
上
位
の
者
よ
り
も
低
く
か
っ
た。

元
来
は一
員
で、
後
に
大
司・
小
司
の
二
員
と
な
り、
さ
ら
に
梱
大
司
を
加
え
て
三
員
と
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が、

治
を
迎
え
た。
当
初
任
期
六
年
で
あ
っ
た
が
平
安
時
代
初
期
か
ら
専
ら
大
中
臣
氏
の
氏
人
が
任
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り、
室
町
時
代
以
後

は
河
辺
家
の
世
襲
と
な
っ
た。

禰
宜
は、
神
宮
の
祭
祀
を
司
ど
る
喘
で、
元
来
は
両
宮
各一
員
で
あ
っ
た
が、
次
第
に
増
え
て
鎌
倉
時
代
末
に
は
各
十
員
ま
で
増
加
し

ち
ょ
う
が
ん

一
番
位
の
上
の
禰
宜
を
長
官
と
称
し、
中
世
以
降
の
神
領
衰
退
に
よ
っ
て
大
神
宮
司
の
力
が
衰
え
る
と、

神
宮
の
祭
祀・
行
政
の
一
切
を
統
括
す
る
よ
う
に
な
っ
た。
中
世
以
降、
内
宮
は
荒
木
田
氏、
外
宮
は
度
会
氏
の
世
襲
と
な
り、
し
か
も

じ

ん

ぐ

9

け

近
世
に
お
い
て
は、
そ
の
直
系
の
家
に
限
ら
れ
る
よ
う
に
な
り、
こ
の
家
は
神
宮
家
と
呼
ば
れ
た。
神
宮
家
は
荒
木
田
氏
の
場
合
は
七
姓、

凡
そ
三
十
家。
度
会
氏
の
場
合
は
六
姓、
凡
そ
三
十
家
で
あ
っ
た。

権
禰
宜
は、

古
代
か
ら
あ
っ
た
神
宮
神
官
の
正
式
な
職
で
は
な
い。
そ
れ
は
中
世
以
降、
荒
木
田
・
度
会
両
氏
人
の
繁
栄
に
よ
っ
て、
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明
治
時
代
の
伊
勢
神
宮
（
新
田）

と
な
り、

神
宮
に
対
す
る
信
仰
を
盛
ん
に
し
た
の
で
あ
る。

る
度
に、
荒
木
田
氏
・
度
会
氏
以
外
の
人
々
が
増
え
て
い
っ
た。

い
た
が、
そ
の
定
員
は
内
宮
・
外
宮
そ
れ
ぞ
れ
五
員
と
定
め
ら
れ
た。

い
神
官
の
組
織
が
定
め
ら
れ
た。

禰
宜
に
な
れ
な
い
神
官
が
増
え
た
た
め
に
設
け
ら
れ
た
戦
で
あ
り、
定
員
は
な
か
っ
た。
近
世
に
お
い
て
は、
禰
宜
に
な
り
う
る
権

禰宜、

言
い
換
え
れ
ば、
神
宮
家
出
身
の
権
禰
宜
を
植
宦
と
呼
び、

禰
宜
に
な
り
え
な
い
権
禰
宜、
言
い
換
え
れ
ば、
神
宮
家
に
次
ぐ
家
柄
の
権

ご
ん
に
ん

禰
宜
（
荒
木
田
氏
五
十
余
家、
度
会
氏
八
十
余
家）
を
権
任
と
呼
ん
だ。
権
官
は
神
宮
の
恒
例
祭
祀
に
従
事
し、

権
任
は
勅
使
参
向
や
遷
宮

と
い
っ
た
臨
時
の
祭
祀
の
一
部
を
担
う
の
み
で
あ
っ
た。
権
禰
宜
の
人
数
は、

両
宮
合
わ
せ
て
近
世
で
平
均
二
百
人
前
後
で
あ
っ
た
と
思

内
人
は、

特
定
の
役
割
を
与
え
ら
れ
て
神
宮
に
仕
え
る
人
々
で
あ
っ
た。
そ
れ
は
あ
る
祭
祀
の
あ
る
部
分
と
か、
服
や
笠
な
ど
と
い
っ

た
特
定
の
神
饒
を
作
る
と
か、
祭
祀
に
用
い
る
土
器
な
ど
の
道
具
を
作
る
と
か
い
っ
た
役
割
で
あ
っ
た。
近
世
の
元
文
の
頃
（一
七
四
0

物
忌
は、
神
の
最
も
近
く
で
祭
祀
を
行
う
職
で、
未
婚
の
童
女
た
ち
で
あ
っ
た。

要
す
る
に、
維
新
以
前
の
神
宮
の
神
官
は、
す
べ
て
世
襲
で
あ
っ
た。
し
か
も、
内
宮
を
支
配
し
て
い
た
の
は
荒
木
田
氏
の
人
々
で
あ

り、
外
宮
を
支
配
し
て
い
た
の
は
度
会
氏
の
人
々
で
あ
っ
た。
つ
ま
り、
神
官
の
組
織
か
ら
見
た
場
合、
神
宮
は、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た

家
系
に
よ
っ
で
世
襲
さ
れ
る、
内
宮
を
頂
点
と
す
る
神
社
群
と
外
宮
を
頂
点
と
す
る
神
社
群
の
並
立
状
態
に
あ
っ
た
の
で
あ
る。
．

神
宮
が
特
定
の
家
系
に
に
よ
っ
て
世
襲
さ
れ
る
と
い
う
状
態
は
神
宮
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く、
中
世
以
降
の
普
遍
的
な
現
象
で
あ
っ

た。
明
治
政
府
は、
こ
の
よ
う
な
状
態
で
は
神
社
は
そ
の
家
系
の
私
有
物
で
あ
り、
そ
れ
は
祭
政一
致
の
原
則
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
考

え
た。
そ
こ
で、
明
治
四
年
五
月
十
四
日、
神
官
の
世
襲
を
廃
止
し
て、
政
府
が
こ
れ
を
任
命
す
る
と
い
う
布
告
を
出
し
た。

明
治
四
年一
月
1一
八
日、
ま
ず
祭
主
・
藤
波
教
忠
が
罷
免
と
な
り、
代
わ
っ
て
神
祇
大
副
の
近
衛
忠
房
が、
こ
の
戦
を
兼
務
す
る
こ
と

に
な
っ
た。
次
い
で、
上
記
の
法
律
が
出
さ
れ
た
五
月
十
四
日
に、
神
宮
に
対
し
て
神
官
の
世
襲
を
廃
止
す
る
こ
と
が
通
知
さ
れ、
新
し

そ
の
新
し
い
組
織
は
祭
主
・
大
宮
司・
少
宮
司
・
禰
宜
・
権
禰
宜
•
主
典・
権
主
典・
宮
掌
と
い
う
戦
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た。
こ
の

組
織
改
革
に
よ
っ
て、
神
宮
は―
つ
の
神
社
群
と
な
り、
そ
れ
を
大
宮
司
が
統
括
す
る
こ
と
に
な
っ
た。
ま
た、
権
禰
宜
が
正
式
な
戦
と

な
り、
内
人
や
物
忌
が
廃
止
さ
れ、
主
典
・
権
主
典
•
宮
掌
と
い
う
新
し
い
職
が
定
め
ら
れ
た。
ま
た、
各
戦
の
定
員
が
著
し
く
減
ら
さ

れ、
禰
宜
は
内
宮・
外
宮
そ
れ
ぞ
れ
十
員
で
あ
っ
た
も
の
が、
そ
れ
ぞ
れ
五
員
と
な
っ
た。
権
禰
宜
は、
明
治
初
年
に
は
百
六
十
人
ほ
ど

同
年
七
月
二
三
日、
内
宮
の
禰
宜
と
権
禰
宜
が
任
命
さ
れ、
翌
二
四
日
に
は、
外
宮
の
禰
宜
と
権
禰
宜
が
任
命
さ
れ
た。
こ
の
時、
両

宮
の
禰
宜
と
権
禰
宜
に
任
命
さ
れ
た
の
は
す
べ
て
神
宮
家
の
人
々
で
あ
っ
た。
し
か
し、
内
宮
に
度
会
氏
の
者
が
六
人、
外
宮
に
荒
木
田

氏
の
者
が
六
人
任
命
さ
れ
た
こ
と
は、
そ
れ
以
前
に
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た。
そ
し
て、
こ
れ
以
後、
新
し
い
者
が
任
命
さ
れ

さ
て、
伊
勢
神
宮
の
所
在
地
で
あ
る
宇
治
山
田
の
地
域
に
は、
明
治
維
新
以
前、
御
師
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
い
た。
彼
ら
は、
上
は
禁

お
は
ら
い

た
い

ま

裏・
公
卿
・
将
軍
か
ら
下
は
武
士
・
庶
民
に
至
る
ま
で
全
国
に
檀
家
を
持
ち、
各
地
に
出
か
け
て
御
祓
大
麻
を
頒
布
し
た
り、
檀
家
が
参

宮
に
来
る
と
彼
ら
を
自
宅
に
宿
泊
さ
せ、
そ
こ
で
神
楽
を
あ
げ
た
り
す
る
こ
と
を
仕
事
と
し
て
い
た。
し
か
し、
そ
れ
は
神
宮
の
正
式
の

神
官
で
は
な
か
っ
た。

と
い
う
の
は、
古
来
神
宮
で
は、
天
皇
以
外
の
者
が
個
人
的
に
幣
吊
を
奉
り、
祈
祷
を
行
う
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る。

し
か
し、
中
世
以
降、
武
士
の
台
頭
に
よ
っ
て
神
領
が
衰
え
る
と、
経
済
的
理
由
か
ら
御
師
が
発
生
し、
発
展
し
た。
そ
し
て、
庶
民
の

御
師
の
中
で
最
も
実
力
を
持
っ
て
い
た
の
は、

盆

年齢
と

弐か応
で
あ
っ
た。
宇
治
山
田
の
地
域
は、
豊
臣
秀
吉
以
来、
税
金
が
免
除

う

じ

か

い

ご

う
と
し
よ
り

一
定
の
自
治
が
認
め
ら
れ
た。
こ
の
地
域
の
内、
宇
治
の
地
域
の
自
治
を
行
う
者
た
ち
は
宇
治
会
合
年
寄、
山
田
の
地
域
の
自

年
頃）
で、
内
宮
五
十
人、
外
宮
三
十
人
程
度
で
あ
っ
た。

わ
れ
る。
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や
ま
だ
さ
ん
ぼ

う
と
し
よ
り

治
を
行
う
者
た
ち
は、

山
田
三
方
年
寄
と
呼
ば
れ
た。

会
合
家
と
は、

宇
治
会
合
年
寄
を
構
成
す
る
家
（
約
五
十
家）

の
こ
と
で
あ
り、

三
方
家
と
は、

山
田
三
方
年
寄
を
構
成
す
る
家
（
二
四
家）

の
こ
と
で
あ
る。

そ
し
て、

山
田
の
地
域
に
は
山
田
三
方
年
寄
の
下
に
町
年

ま
ち
ど
し
よ

り
け

寄
が
お
り、

自
分
の
居
住
す
る
山
田
の
一

郷
を
支
配
し
て
い
た。

そ
し
て、

町
年
寄
を
構
成
す
る
家
を
町
年
寄
家
と
呼
ん
だ。

彼
ら
も
御

ひ
ら
し
し
ょ
く

師
を
営
ん
で
い
た。

以
上
の
人
々
の
下
に、

な
ん
ら
自
治
組
織
に
お
け
る
役
職
を
有
し
な
い
御
師
が
お
り、

彼
ら
は
平
師
蹴
と
呼
ば
れ
て

つ
ま
り、

近
世
の
宇
治
山
田
は
会
合
家
と
三
方
家
の
支
配
す
る
地
域
で
あ
り、

彼
ら
は
御
師
と
し
て
の
活
動
に
よ
っ
て、

そ
の
実
力
を

保
っ
て
い
た。

ま
た、

彼
ら
に
支
配
さ
れ
る
人
々
も、

御
師
と
し
て
の
活
動
に
よ
っ
て
生
活
す
る
か、

そ
れ
ら
の
人
々
の
活
動
の
恩
恵
に

よ
っ
て
生
活
し
て
い
た
の
で
あ
る。

神
宮
家
の
み
は、

こ
の
自
治
組
織
の
支
配
を
免
れ
て
い
た
が、

彼
ら
も
ま
た
御
師
を
営
ん
で
い
た。

し
た
が
っ
て、

宇
治
山
田
と
い
う
地
域
全
体
か
ら
眺
め
る
と、

神
宮
本
来
の
国
家
祭
祀
は、

御
師
の
行
う
個
人
的
な
祈
祷
の
中
に
埋
も
れ

こ
の
状
態
も
明
治
政
府
は
祭
政
一

致
の
原
則
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
て、

明
治
四
年
七
月
十
二
日
に、

御
師
を
廃
止
し、

彼
ら
に
よ
る
神
宮
御
祓
大
麻
の
頒
布
を
禁
止
し
た。

し
か
し、

神
宮
御
祓
大
麻
の
頒
布
や、

庶
民
の
個
人
的
な
祈
祷
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ

て、

国
民
の
神
宮
に
対
す
る
信
仰
が
維
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う
側
面
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た。

そ
こ
で、

神
宮
を
運
営
す
る

役
所
と
し
て
明
治
四
年
七
月
二
四
日
に
設
置
さ
れ
た
神
宮
司
庁
が、

明
治
五
年
六
月
か
ら
神
宮
御
祓
大
麻
を
地
方
政
府
に
送
っ
て、

そ
こ

か
ら
国
民
に
頒
布
す
る
こ
と
に
な
っ
た。

ま
た、

同
年
七
月、

内
宮
に、

明
治
八
年
十
二
月、

外
宮
に、

そ
れ
ぞ
れ
祈
祷
所
が
設
置
さ
れ

た。

こ
の
両
祈
祷
所
は、

と
も
に
明
治
二
四
年
二
月
に
神
楽
殿
と
改
称
さ
れ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る。

神
官
組
織
が
改
革
さ
れ
た
結
果、

両
宮
の
祭
祀
を
統一
し、

祭
祀
の
分
担
を
定
め
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
た。

そ
こ
で、

神
宮
で
は、

最
も
大
切
な
祭
祀
で
あ
る
神
嘗
祭
の
祭
式
か
ら
手
を
つ
け
る
こ
と
に
し、

明
治
五
年
八
月
九
日、

当
時
政
府
や
皇
室
の
儀
式
を
管
轄
し
て

い
た
式
部
寮
と、

諸
宗
教
を
管
轄
し
て
い
た
教
部
省
に、

神
嘗
祭
式
の
改
正
案
を
提
出
し
た。

明
治
七
年
六
月
二
十
日、

教
部
省
は
こ
の

改
正
案
を
許
め
る
と
と
も
に、

他
の
祭
祀
も
神
嘗
祭
式
に
準
拠
し
て
改
正
す
る
よ
う
に
指
示
し
た。

そ
こ
で、

神
宮
は
他
の
祭
祀
に
つ
い

て
も
改
正
を
検
討
し、

明
治
八
年
十
一
月
二
八
日
に
至
っ
て、

内
務
省
に
「
神
宮
明
治
祭
式」

出
版
権
許
可
願
を
提
出
し、

同
年
十
二
月

九
日
に
版
権
が
許
可
さ
れ
た。

そ
し
て、

明
治
十
年
十
二
月
十
日
に
「
神
宮
明
治
祭
式」

が
出
版
さ
れ
た。

こ
の
「
神
宮
明
治
祭
式」
の
特
徴
は
以
下
に
掲
げ
る
諸
点
に
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る。

一
、

恒
例
祭
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
た
め、

遷
宮
祭
や
臨
時
奉
幣
祭
等
は
除
外
さ
れ
て
い
る。

二、

朝
廷
の
許
し
を
得
ず
に
略
儀
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
祭
祀
を
復
興
し、

神
戦
が
生
活
の
た
め
に
私
に
執
行
し
て
き
た
祭
祀
・
有
名
無
実

の
行
事
・
旧
来
の
階
習
を
廃
止
す
る
こ
と
を
目
的
の
―
つ
に
し
て
い
た。

そ
の
結
果、

そ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
い
て、

こ
れ
以
後
廃
止

と
な
っ
た
祭
祀
が
二
六、

そ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
い
て
こ
れ
以
後
も
続
け
ら
れ
た
祭
祀
が
四
二、

新
し
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
祭

祀
が
ニ
―
と
い
う
結
果
に
な
っ
た。

三、

神
宮
祭
祀
と
皇
室
祭
祀
と
の
一

体
化
が
進
め
ら
れ
た。

皇
室
祭
祀
か
ら
神
宮
祭
祀
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
祭
祀
に
は
以
下
の
も
の
が
あ
っ

た。

神
武
天
皇
祭
逝
拝
（
明
治
四
年
四
月
か
ら
神
宮
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た。
以
下
（
）
内
の
年
月
は
そ
の
意
味）。

天
長
節
祭
（
四

年
九
月）。

新
嘗
祭
（
五
年
＋一
月）。

元
始
祭
と
紀
元
節
祭
（
六
年一
月）。

春
秋
皇
霊
祭
逝
拝
（
＋一
年
九
月）。

逆
に、

神
宮
祭
祀

明
治
時
代
の
伊
勢
神
宮
（
新
田）

神
宮
の
祭
式
の
改
革

て
し
ま
っ
て
い
た
と
い
う
の
が
近
世
の
状
況
で
あ
っ
た。

い
た。
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神
宝
は
作
成
の
後
に
伊
勢
に
送
ら
れ
た。

し
て
お
く
こ
と
に
す
る。

式
年
遷
宮
の
変
化

四、

従
来
の
神
宮
の
恒
例
祭
祀
に
は、

そ
の
軽
重
に
よ
っ
て、

祭
式
に
違
い
が
あ
っ
た。

と
こ
ろ
が、

神
嘗
祭
式
に
準
拠
し
て
他
の
祭
祀

の
祭
式
が
定
め
ら
れ
た
結
果、

す
べ
て
が
ほ
と
ん
ど
同
じ
祭
式
に
な
っ
て
し
ま
っ
た。

そ
れ
は、

当
時、

最
も
重
要
な
祭
祀
の
仕
方

に
則
る
こ
と
が
祭
祀
全
体
を
大
切
に
す
る
こ
と
に
な
る
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る。

し
か
し、

そ
の
後、

祭
祀
の

軽
重
に
よ
っ
て
祭
式
に
違
い
を
設
け
る
こ
と
の
方
が
祭
祀
全
体
を
大
切
に
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り、

そ
の
よ

五、

祭
祀
の
行
わ
れ
る
日
が、

太
陰
太
陽
暦
で
は
な
く、

太
陽
暦
に
則
っ
て
定
め
ら
れ
た。

明
治
政
府
は
近
代
化
政
策
の
一
っ
と
し
て、

明
治
五
年
十
一

月
九
日
に、

従
来
の
太
陰
太
陽
暦
か
ら
太
陽
暦
に
改
め
る
こ
と
を
布
告
し、

同
五
年
十
二
月
三
日
が
明
治
六
年一

月

一
日
と
な
っ
た。

こ
れ
に
よ
っ
て、

祭
祀
の
日
を
ど
の
よ
う
に
改
め
る
か
が
ど
の
神
社
で
も
大
問
題
と
な
っ
た。

神
宮
の
神
嘗
祭
に

つ
い
て
言
え
ば、

明
治
六
年
七
月
二
十
日、

明
治
政
府
は、

内
宮
の
神
嘗
祭
を
九
月
十
七
日
と
す
る
よ
う
に
命
じ
た。

と
こ
ろ
が、

古
来
神
嘗
祭
は、

外
宮
で
は
九
月
十
五
日
に
由
貴
夕
大
御
撰、

九
月
十
六
日
に
由
貴
朝
大
御
隈
と
奉
幣
が
行
わ
れ、

内
宮
で
は、

九

月
十
六
日
に
由
貴
夕
大
御
領、

九
月
十
七
日
に
由
貴
朝
大
御
領
と
奉
幣
が
行
わ
れ
て
い
た。

そ
の
ま
ま
新
暦
に
移
す
よ
う
に
命
じ
た
の
で
あ
る。

こ
れ
に
よ
っ
て
祭
日
は、

実
際
に
は
約一
ヵ
月
程
早
く
な
っ
て
し
ま
っ
た。

神

嘗
祭
の
根
本
は、

そ
の
年
に
収
穫
さ
れ
た
新
穀
を
神
に
捧
げ
る
こ
と
に
あ
る。

と
こ
ろ
が、

太
陽
暦
の
九
月
十
七
日
で
は
ま
だ
新
穀

が
成
熟
し
な
い
と、

神
宮
側
は
政
府
に
再
考
を
要
請
し
た。

し
か
し、

教
部
省
は、

早
稲
な
ら
ば
問
題
は
な
い
と
し
て
容
易
に
考
え

を
変
え
な
か
っ
た。

神
宮
の
要
求
が
認
め
ら
れ
た
の
は、

明
治
十
二
年
七
月
五
日
の
こ
と
で、

こ
の
時
政
府
は、

内
宮
の
神
嘗
祭
を

十
月
十
七
日
と
す
る
こ
と
を
布
告
し
た。

「
神
宮
明
治
祭
式」

に
よ
っ
て、

神
宮
の
恒
例
祭
祀
の
改
革
が
終
わ
っ
た
後、

神
宮
最
大
の
臨
時
祭
で
あ
る
式
年
遷
宮
の
改
革
が
行
わ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た。

明
治
時
代
に
は、

式
年
遷
宮
は
三
回
行
わ
れ
た。

そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に、

明
治
以
前
の
式
年
遷
宮
を
概
観

先
ず、

古
代
に
行
わ
れ
て
い
た
式
年
遷
宮
に
つ
い
て
で
あ
る
が、

そ
の
特
徴
を
一

言
で
い
え
ば、

国
家
直
営
の
遷
宮
と
い
う
こ
と
に
な

る
と
い
わ
れ
て
い
る。

式
年
遷
宮
は
二
十
年
に
一

度、

神
宮
の
社
殿
を
立
て
替
え
て、

神
様
に
新
し
い
宮
に
御
移
り
い
た
だ
く
も
の
で
あ

る。

古
代
に
お
い
て
は、

こ
の
事
業
を
行
う
人
々
は、

京
都
の
朝
廷
が
任
命
し
て
伊
勢
に
派
遣
し
た。

ま
ず、

建
築
事
業
を
行
う
造
神
宮

使
に
つ
い
て
言
え
ば、

そ
の
長
官
（
平
安
中
期
以
降
は
神
宮
祭
主
の
大
中
臣
氏
が
兼
任）

も、

そ
の
支
配
に
属
す
る
技
術
指
導
者
も
京
都
か
ら

派
遣
さ
れ
た。
そ
し
て、

そ
の
下
で
働
く
作
業
従
事
者
は
伊
勢
・
美
濃
・
尾
張
・
三
河
・
遠
江
の
国
の
神
戸
か
ら
集
め
ら
れ
た。

ま
た、

遷
宮
の
際
に
は
御
装
束
神
宝
も
新
た
に
作
成
さ
れ
る。

そ
れ
に
従
事
す
る
神
宝
使
は、

京
都
の
朝
廷
の
中
に
置
か
れ、

御
装
束

遷
宮
に
要
す
る
費
用
は、

神
宮
の
神
郡
・
神
戸
か
ら
の
税
金
が
当
て
ら
れ、

そ
れ
で
足
り
な
い
場
合
に
は
国
費
か
ら
支
出
さ
れ
た。

た

だ
し、

平
安
時
代
中
期
以
降
は、

神
宮
の
神
郡
・
神
戸
か
ら
の
税
金
が
集
ま
り
に
く
く
な
っ
た
た
め
に、

遷
宮
費
用
を
賄
う
た
め
の
税
金

ゃ

く

ぶ

く

ま

い

が
全
国
に
課
せ
ら
れ、

こ
の
税
金
は
役
夫
工
米
と
呼
ば
れ
た。

こ
の
よ
う
な
古
代
の
遷
宮
に
対
し
て、

近
世
の
遷
宮
は
幕
府
に
よ
る
遷
宮
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
わ
れ
て
い
る。

ま
ず、

造
営
事

業
は
幕
府
が
任
命
し
た
造
営
奉
行
が
管
轄
し
た。

こ
の
造
営
奉
行
は、

宇
治
山
田
の
地
域
に
置
か
れ
警
察
権
と
裁
判
権
を
握
っ
て
い
た
山

田
奉
行
が
兼
任
し
た。

こ
の
造
営
奉
行
の
下
で
具
体
的
な
作
業
に
従
事
し
た
組
織
は
「
作
所」

と
呼
ば
れ
た。

そ
れ
は
神
宮
の
内
部
に
お

明
治
時
代
の
伊
勢
神
宮
（
新
田）

う
に
改
め
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る。

た。から
皇
室
祭
祀
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
祭
祀
と
し
て
は、

神
嘗
祭
が
あ
り、

つ
ま
り、

明
治
政
府
は
旧
暦
の
祭
日
を

こ
れ
は
明
治
四
年
か
ら
皇
室
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
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る。 にと
ら
え
る
の
か
は、

お

わ

り

に

を
加
え
て、
古
代
の
通
り
に
四
重
と
な
っ
た。

藩
は
と
も
に、
徳
川
御一ー一
家
の
一
っ
で
あ
る。

か
れ、
そ
の
長
官
は
外
宮
は
松
木、
内
宮
は
藤
波
と
い
う
神
宮
家
が
世
襲
し、

建
築
作
業
に
は
伊
勢
周
辺
の
人
々
が
従
事
し
た。
し
た
が
っ

て、
造
神
宮
使
は
任
命
は
さ
れ
た
も
の
の、
祭
祀
の
一
部
に
従
事
す
る
名
目
的
な
存
在
と
な
っ
て
し
ま
っ
た。
ま
た、

御
装
束
神
宝
も、

両
宮
の
作
所
の
命
令
に
よ
っ
て
京
都
行
事
官
が
製
作
す
る
こ
と
に
な
っ
た。
そ
し
て、
完
成
し
た
も
の
が
伊
勢
に
到
着
す
る
と、
造
営
奉

行
が
こ
れ
を
検
査
し
た。

費
用
は、
徳
川
家
康
が
慶
長
十
四
年
（一
六
0
九）
に
造
営
料
三
万
石
を
定
め
て
以
来、
歴
代
将
軍
も
こ
れ
を
踏
襲
し
て
幕
府
が
支
出

し
た。
ま
た、
建
築
用
の
木
材
は、
尾
張
藩
の
支
配
す
る
木
曽
山
と、
紀
州
藩
の
支
配
す
る
大
杉
谷
か
ら
供
給
さ
れ
た。
尾
張
藩
と
紀
州

さ
て、
明
治
時
代
に
お
け
る
最
初
の
遷
宮
は、

明
治―一
年
の
遷
宮
（
第
五
五
回）
で
あ
る。
こ
れ
は、
明
治
時
代
に
行
わ
れ
た
と
は
い

え、
徳
川
幕
府
の
も
と
で
準
備
が
完
了
し
て
お
り、
基
本
的
性
格
は
近
世
の
幕
府
遷
宮
と
変
ら
な
か
っ
た。
た
だ、
幕
府
の
廃
止
に
と
も

な
っ
て、
途
中
か
ら
造
営
の
管
轄
が、
造
営
奉
行
か
ら、
維
新
後
に
宇
治
山
田
の
地
域
に
置
か
れ
た
地
方
政
府
で
あ
る
度
会
府
に
移っ
た。

ま
た、
こ
の
時
に、
両
宮
の
垣
根
が
近
世
に
お
い
て
は
瑞
垣
と
内
玉
垣
の
二
重
で
あ
っ
た
も
の
が、
そ
の
外
側
に
外
玉
垣
と
板
垣
の
二
つ

次
の
明
治
ニ―一
年
の
遷
宮
（
第
五
六
回）
は、
こ
れ
こ
そ
最
初
の
近
代
的
遷
宮
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る。

ま
ず、
造
営
事
業
が
続
け
ら
れ
る
中
で、
次
第
に
そ
れ
を
担
当
す
る
国
家
組
織
が
整
え
ら
れ
て、
明
治―一
十
年
十
二
月
に、
造
神
宮
使
庁

と
い
う
恒
久
的
な
遷
宮
組
織
が
内
務
省
の
中
に
設
置
さ
れ
た。
ま
た、
費
用
は
全
面
的
に
国
家
支
弁
と
な
っ
た。

そ
し
て、
防
災
上
と
景
観
上
の
理
由
か
ら、
両
宮
と
も
火
除
橋
の
所
ま
で
立
て
混
ん
で
い
た
人
家
を
撤
去
し
て
公
園
と
し
た。

ま
た、

内
宮
に
お
い
て
は、
近
世
に
お
い
て
は
内
宮
正
殿
と
横
並
び
で
あ
っ
た
東
宝
殿
と
西
宝
殿
を、
古
代
通
り
に
正
殿
の
後
に
建
て
た。

明
治
四
二
年
の
遷
宮
（
第
五
七
回）
に
お
い
て
は、
古
制
に
則
っ
た
遷
宮
を
永
久
に
伝
え
る
た
め
の
配
慮
が
な
さ
れ、

神
宮
備
林
が
設

定
さ
れ
た。

明
治
三
七
年
七
月
ニ
―
日、
内
務
大
臣
の
芳
川
顕
正
と
宮
内
大
臣
の
田
中
光
顕
は、
侍
従
長
の
徳
大
寺
実
則
を
通
じ
て、
明
治
天
皇
に

神
宮
の
造
営
方
法
の
変
更
を
上
奏
し
た。
そ
の
内
容
は、

御
用
材
の
確
保
が
困
難
に
な
っ
て
き
た
こ
と
を
理
由
に、

神宮
の
建
築
様
式
を、

土
中
に
直
接
柱
を
立
て
る
掘
立
柱
様
式
か
ら、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
土
台
の
上
に
礎
石
を
お
い
て
柱
を
建
て
る
様
式
に
変
更
し
た
い
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た。
明
治
天
皇
は
こ
れ
を
認
め
ず、
従
来
通
り
の
建
築
様
式
で
行
う
こ
と
を
指
示
し
た。
し
か
し、
同
時
に、
古
代
通
り
の

建
築
様
式
を
伝
え
る
た
め
に
必
要
な
木
材
確
保
の
方
法
を
帝
室
林
野
局
に
下
問
し
た。
こ
れ
に
応
え
て、
明
治
三
九
年、
帝
室
林
野
局
は

木
曽
山
に
八
千
町
歩
の
「
神
宮
備
林」
を
設
定
し
た。
こ
れ
は
神
宮
用
の
木
材
を
生
産
す
る
山
で、
木
の
一
本一
本
に
つ
い
て、
何
回
先

の
遷
宮
に
用
い
る
か
を
予
め
決
め
て、
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
保
護
・
育
成
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た。

を
永
久
に
伝
え
る
た
め
に、

森
林
資
源
の
保
護
と
育
成
が
計
画
さ
れ
た
の
で
あ
る。

伊
勢
神
宮
に
お
い
て
は、
古
代
以
来
絶
え
る
こ
と
な
く
祭
祀
が
続
け
ら
れ
て
来
た。
そ
れ
は
古
代
の
祭
祀
遺
蹟
で
は
な
く、
生
き
て
い

る。
そ
し
て、
生
き
て
い
る
か
ら
こ
そ、
時
代
の
変
化
の
影
響
を
大
き
く
受
け
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
ろ
う。
こ
の
こ
と
を
ど
の
よ
う

「
伝
統」

を
重
ん
じ
よ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て、
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
重
い
課
題
の
よ
う
に
思
わ
れ

明
治
時
代
の
伊
勢
神
宮
（
新
田）

つ
ま
り、
神
宮
の
建
築
様
式
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