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【
佐
野
真
人
】
平
成
三
十
年
度
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
神
道
研
究
所
公
開
学
術

講
演
会
を
開
催
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
開
会
に
あ
た
り
ま
し
て
、
本
日
は
大
島
セ
ン
タ
ー
長

が
出
張
の
た
め
、
遅
れ
る
予
定
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
荊
木
副
セ
ン
タ
ー
長
の
ほ
う
か
ら
ご
挨

拶
並
び
に
講
師
の
先
生
の
紹
介
を
頂
戴
致
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

【
荊
木
美
行
】
皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
い
っ
ぱ
い
の
お
運
び
で
、
大
相
撲
な
ら
満
員
御
礼
の

御
札
が
で
る
と
こ
ろ
で
す
が
。
ち
ょ
っ
と
資
料
の
方
が
足
り
な
か
っ
た
そ
う
で
、
今
、
慌
て
て

印
刷
し
て
お
り
ま
す
。
お
持
ち
で
な
い
方
は
も
う
し
ば
ら
く
お
待
ち
く
だ
さ
い
。

本
日
は
、
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
神
道
研
究
所
が
主
催
い
た
し
ま
す
公
開
学
術
講
演
会
に

た
く
さ
ん
起
し
く
だ
さ
い
ま
し
て
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
お
暑
い
中
で
、
聴
講

者
の
入
り
の
方
が
心
配
さ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
本
当
に
た
く
さ
ん
の
方
に
来
て
い
た
だ
き
、

有
り
難
く
、
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

私
、
副
セ
ン
タ
ー
長
を
務
め
て
お
り
ま
す
荊
木
と
申
し
ま
す
。
セ
ン
タ
ー
長
の
大
島
に
代
わ

り
ま
し
て
、
ご
挨
拶
と
講
師
の
岡
田
先
生
の
紹
介
を
簡
単
に
申
し
あ
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

神
道
研
究
所
で
は
、
毎
年
、
神
道
関
係
の
著
名
な
先
生
を
お
招
き
し
て
、
年
一
回
公
開
学
術

講
演
会
を
開
催
い
た
し
て
お
り
ま
す
が
、
本
日
は
、
國
學
院
大
學
の
神
道
文
化
学
部
教
授
で
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
岡
田
莊
司
先
生
を
お
招
き
し
ま
し
た
。
先
生
に
は
「
大
嘗
祭
―
天
皇
祭
祀

権
と
在
地
性
―
」
と
云
う
タ
イ
ト
ル
で
、
非
常
に
タ
イ
ム
リ
ー
で
時
節
柄
、
重
要
な
テ
ー
マ

に
つ
い
て
、
お
話
を
お
伺
い
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

岡
田
先
生
は
、
皆
さ
ま
、
よ
く
ご
存
知
だ
と
思
い
ま
す
が
、
今
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、

國
學
院
大
學
神
道
文
化
学
部
の
教
授
を
お
務
め
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
昭
和
二
十
三
年
の
お

生
ま
れ
で
す
。
神
奈
川
県
鎌
倉
市
の
ご
出
身
で
、
こ
の
研
究
開
発
推
進
開
発
セ
ン
タ
ー
の
前
セ

ン
タ
ー
長
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
岡
野
友
彦
先
生
の
國
學
院
の
先
輩
で
あ
る
と
共
に
、
鎌
倉

の
同
郷
人
で
ご
ざ
い
ま
す
。

岡
田
先
生
は
、
國
學
院
大
學
の
ご
出
身
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
て
、
國
學
院
大
學
の
文
学
研

究
科
を
修
了
の
後
、
昭
和
五
十
六
年
か
ら
國
學
院
大
學
の
専
任
講
師
を
お
務
め
に
な
り
、
平
成

四
年
か
ら
は
、
当
時
、
文
学
部
神
道
学
科
と
云
っ
て
お
り
ま
し
た
、
神
道
学
科
の
教
授
に
昇
任

さ
れ
ま
し
て
、
平
成
十
四
年
か
ら
神
道
文
化
学
部
の
設
立
に
伴
っ
て
、
そ
ち
ら
の
教
授
と
し
て

お
移
り
に
な
り
ま
し
た
。
以
後
今
日
に
至
る
ま
で
、
國
學
院
大
學
で
神
社
祭
祀
あ
る
い
は
天
皇

祭
祀
と
い
っ
た
研
究
で
、多
く
の
ご
著
書
・
論
文
を
発
表
さ
れ
、史
界
に
貢
献
し
て
い
ら
っ
し
ゃ

る
著
名
な
研
究
者
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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特
に
、
平
成
六
年
に
、
続
群
書
類
従
完
成
会
か
ら
出
版
さ
れ
ま
し
た
『
平
安
時
代
の
国
家
と

祭
祀
』
と
云
う
浩
瀚
な
論
文
集
は
、
こ
の
方
面
の
研
究
者
に
と
っ
て
バ
イ
ブ
ル
と
も
言
っ
て
い

い
立
派
な
論
文
集
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
我
々
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
こ
の
ご
著
書
か
ら
受
け
て

い
る
恩
恵
は
実
に
多
大
で
ご
ざ
い
ま
す
。

岡
田
先
生
は
、
本
日
の
テ
ー
マ
の
大
嘗
祭
に
つ
い
て
も
、
い
ろ
い
ろ
と
ご
研
究
を
発
表
さ
れ

て
お
り
ま
し
て
、
ま
た
、
こ
の
時
節
柄
、
今
後
メ
デ
ィ
ア
で
も
先
生
の
ご
発
言
を
耳
に
し
た
り
、

あ
る
い
は
、
ご
覧
に
な
っ
た
り
す
る
機
会
が
多
く
な
り
ま
す
。
本
日
は
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た

よ
う
に
、「
大
嘗
祭
―
天
皇
祭
祀
権
と
在
地
性
―
」
と
云
う
タ
イ
ト
ル
で
す
。
先
ほ
ど
、
控

室
で
お
伺
い
し
て
お
り
ま
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
ま
だ
話
す
内
容
が
ま
と
ま
っ
て
い
な
い
、
と
謙

遜
の
お
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
き
っ
と
有
意
義
な
お
話
が
聴
け
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
ど

う
か
皆
さ
ま
、
最
後
ま
で
熱
心
に
聴
講
し
て
い
た
だ
き
た
く
思
い
ま
す
。
で
は
、
岡
田
先
生
よ

ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

【
岡
田
莊
司
】
今
日
は
東
京
も
伊
勢
も
大
変
暑
く
て
、
先
ほ
ど
内
宮
に
参
拝
へ
行
き
ま
し
た
ら
、

蝉
が
鳴
い
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
真
夏
に
き
て
い
る
様
な
感
じ
が
し
ま
す
。

私
は
、
昭
和
四
十
年
代
後
半
、
大
学
院
の
こ
ろ
か
ら
伊
勢
の
神
道
史
学
会
に
お
邪
魔
し
て
お

り
、
皇
學
館
大
学
の
清
水
潔
学
長
を
は
じ
め
、
多
く
の
先
生
方
に
お
世
話
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
の
当
時
、
式
内
社
の
全
国
二
八
六
一
神
社
を
皇
學
館
の
先
生
方
を
中
心
に
調
査
が
す
す
め
ら

れ
、
國
學
院
に
も
東
京
支
部
が
お
か
れ
、
私
も
相
模
国
・
駿
河
国
の
調
査
に
参
加
さ
せ
て
い
た

だ
き
、
昭
和
五
十
一
年
か
ら
平
成
二
年
ま
で
の
十
五
年
ぐ
ら
い
か
け
て
、
皇
學
館
大
学
出
版
部

で
『
式
内
社
調
査
報
告
書
』
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
今
で
も
、
奈
良
県
、
大
和
国
な
ど
式
内
社

の
参
拝
・
調
査
に
行
く
時
に
は
、『
式
内
社
調
査
報
告
書
』
の
コ
ピ
ー
を
持
参
し
て
お
り
、
便

利
に
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
当
時
の
先
生
方
か
ら
教
え
を
い
た
だ
い
た

こ
と
は
思
い
出
深
い
こ
と
で
す
。
私
も
本
年
度
で
定
年
を
迎
え
ま
す
。
平
成
と
共
に
終
わ
る
と

い
う
こ
と
で
、
長
年
お
世
話
に
な
っ
て
き
ま
し
た
皆
様
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

本
日
は
、
お
招
き
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
い
よ
い
よ
来
年
五
月
一
日
に
皇
太

子
殿
下
が
御
即
位
さ
れ
、
秋
に
は
即
位
の
礼
。
そ
し
て
、
十
一
月
十
四
日
・
十
五
日
に
か
け
て
、

卯
の
日
に
大
嘗
祭
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
三
十
年
前
、
私
は
、
四
十
歳
前
後

ぐ
ら
い
で
し
て
、
そ
の
時
か
ら
平
成
の
時
代
が
あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま

す
。
今
は
、
神
道
・
神
社
に
対
し
て
、
あ
る
い
は
神
宮
に
対
し
て
、
国
民
一
般
の
方
々
の
ご
理

解
が
高
ま
っ
て
お
り
ま
す
が
、
三
十
年
前
、
昭
和
か
ら
平
成
へ
と
移
る
時
は
、
非
常
に
混
沌
と

し
て
い
た
時
代
で
し
た
。
皇
室
、
神
社
、
神
道
と
い
っ
て
も
、
過
激
派
・
反
対
派
も
お
り
ま
し

た
。
そ
の
頃
は
、
奈
良
県
や
秋
田
県
の
神
社
が
焼
打
ち
さ
れ
る
よ
う
な
厳
し
い
状
況
で
し
た
。

そ
れ
に
比
べ
る
と
現
在
は
隔
世
の
感
が
あ
り
ま
す
。

◇
天
皇
祭
祀
権
を
め
ぐ
っ
て

大
嘗
祭
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
第
一
義
と
し
て
は
、
古
代
に
基
本
を
置
き
、
そ
の
根
本
義
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
皇
學
館
で
は
、
そ
の
た
め
の
研
究
が
す
す
め
ら
れ
て
き
ま

し
た
。
と
く
に
大
嘗
祭
関
係
で
は
、
昭
和
五
十
三
年
の
『
大
嘗
祭
の
研
究
』、
さ
ら
に
平
成
元

年
の
『
続
大
嘗
祭
の
研
究
』、
そ
し
て
、
最
近
で
は
平
成
二
十
四
年
に
、
神
道
研
究
所
で
註
釈

研
究
を
進
め
て
き
た
成
果
の
『
訓
読
註
釈

儀
式

践
祚
大
嘗
祭
儀
』
と
い
う
分
厚
い
本
が
出

さ
れ
ま
し
た
。
大
変
あ
り
が
た
い
仕
事
を
皇
學
館
大
学
が
こ
れ
ま
で
進
め
て
き
て
い
た
だ
い
て

い
る
わ
け
で
す
。

さ
て
、
大
嘗
祭
と
い
え
ば
、
天
皇
祭
祀
権
の
こ
と
が
重
要
課
題
に
な
っ
て
き
ま
す
。
こ
れ
ま

で
の
多
く
の
理
解
で
は
、
岡
田
精
司
氏
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
大
化
以
前
に
は
、
地
域

ご
と
の
集
団
が
そ
れ
ぞ
れ
の
守
護
神
を
奉
じ
て
お
り
、
原
則
的
に
は
自
己
の
属
す
る
守
護
神
以

外
を
祭
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
大
化
前
代
に
は
、
氏
族
・
地
域
ご
と

に
、
在
地
に
よ
っ
て
祭
祀
が
完
結
す
る
原
則
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
こ
で
神
道
史
の
展
開
に
お
け
る
五
項
目
を
あ
げ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
古
代
か
ら
秘

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
六
号
（
令
和
二
年
三
月
）
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儀
と
さ
れ
る
祭
祀
が
、
ど
う
し
て
天
皇
祭
祀
と
し
て
現
代
ま
で
続
い
て
い
る
の
か
。
神
道
と
は

何
か
、
神
社
と
は
何
か
、
な
ぜ
神
道
と
神
社
が
現
在
ま
で
脈
々
と
継
続
し
て
い
る
の
か
。
こ
れ

は
神
道
の
大
学
に
と
っ
て
、
最
重
要
の
研
究
課
題
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
神
道
史
の
流
れ
を
古

代
か
ら
現
代
ま
で
考
え
た
と
き
、
大
き
く
①
地
域
・
氏
族
祭
祀
論
、
②
国
家
・
天
皇
祭
祀
論
、

③
人
霊
祭
祀
論
、
④
神
仏
関
係
論
、
⑤
古
典
籍
継
承
論
の
五
項
目
が
重
要
な
論
点
で
す
。

ま
ず
、
根
本
的
に
は
、
古
代
に
お
い
て
①
地
域
祭
祀
あ
る
い
は
氏
族
祭
祀
。
こ
れ
が
神
道
、

神
社
の
基
本
に
な
っ
て
お
り
、区
切
ら
れ
た
地
域
が
祭
祀
の
単
位
に
な
っ
て
い
ま
す
。
数
日
前
、

大
阪
府
北
部
で
大
き
な
地
震
が
あ
り
ま
し
た
。
今
か
ら
七
年
前
に
は
東
日
本
大
震
災
が
あ
り
ま

し
た
。
最
近
は
、
災
害
が
非
常
に
多
い
よ
う
で
す
。
そ
の
よ
う
な
時
に
、
地
震
が
起
こ
る
と
地

域
の
神
の
怒
り
と
考
え
た
の
が
古
代
の
人
々
で
す
。
歴
史
上
、
地
震
専
門
の
神
と
い
う
の
は

中
々
で
て
こ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、『
日
本
書
紀
』
の
推
古
天
皇
の
時
代
の
記
録
（
推
古
天
皇
七

年
四
月
乙
未
条
）
に
、
地
震
の
神
が
で
て
き
ま
す
。
地
震
の
神
は
「
な
ゐ
」
の
神
と
読
み
、「
な

ゐ
」
は
居
処
の
こ
と
、
地
域
の
神
で
あ
り
、
土
地
の
神
な
の
で
す
。
そ
れ
が
唯
一
で
て
き
ま
す
。

各
地
域
に
お
い
て
、
豊
作
で
あ
る
と
い
う
良
い
こ
と
も
、
自
然
災
害
の
悪
い
こ
と
も
、
全
部
ま

る
ご
と
ま
と
め
て
、
地
域
の
神
の
喜
び
で
あ
り
、
お
怒
り
で
も
あ
り
、
そ
れ
を
地
域
の
人
々
そ

れ
ぞ
れ
が
共
有
し
あ
う
と
い
う
の
が
古
代
祭
祀
の
基
本
で
し
た
。
自
然
と
神
々
は
一
つ
の
な
か

に
あ
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
①
地
域
・
氏
族
祭
祀
論
と
は
、
神
社
の
在
地
性
、「
在
地
」
と

い
う
言
葉
は
土
地
そ
の
も
の
で
す
。
在
地
性
が
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
土
地
と
そ
の
地
域
の

人
々
と
神
々
と
は
、
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
官
社
で
あ
る
式
内
社
に
は
神
職

が
選
ば
れ
る
。
古
代
律
令
の
制
度
に
よ
っ
て
神
戸
の
な
か
か
ら
選
ば
れ
る
。
そ
の
神
戸
が
な
け

れ
ば
、
地
域
の
庶
人
の
中
か
ら
選
ぶ
と
い
う
の
が
原
則
で
す
。
地
元
主
義
で
す
。

伊
勢
神
宮
の
場
合
は
、
中
央
と
関
係
深
く
、
天
皇
祭
祀
の
一
番
大
事
な
場
所
で
す
。
け
れ
ど

も
、
御
饌
祭
祀
と
か
の
祭
の
一
番
の
基
本
は
、
地
域
の
人
で
奉
仕
す
る
と
い
う
認
識
で
す
。
そ

れ
も
資
料
の
中
の『
延
喜
大
神
宮
式
』の
四
条
目
に
、「
凡
そ
二
所
大
神
宮
の
禰
宜
・
大
小
内
人
・

物
忌
・
諸
別
宮
の
内
人
・
物
忌
ら
は
、
み
な
度
会
郡
の
人
を
任
ぜ
よ
」
と
地
元
の
人
を
任
ぜ
よ

と
あ
る
。
伊
勢
神
宮
と
い
う
の
は
、
朝
廷
国
家
の
祭
祀
の
一
番
の
場
所
で
あ
り
な
が
ら
、
地
元

の
人
を
任
じ
て
奉
仕
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
こ
れ
が
現
地
主
義
だ
し
、
在
地
性
の

問
題
で
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
の
ち
ほ
ど
詳
し
く
お
話
し
し
ま
す
。

そ
し
て
、
地
域
祭
祀
を
包
括
す
る
形
で
、
②
国
家
祭
祀
と
か
天
皇
祭
祀
論
と
い
う
の
が
、
こ

れ
を
ま
と
め
上
げ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
古
代
祭
祀
と
い
う
の
は
、

①
地
域
・
氏
族
祭
祀
と
②
国
家
・
天
皇
祭
祀
の
二
重
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
古
代
国

家
祭
祀
の
一
番
の
基
本
形
で
あ
る
。
次
い
で
、
近
現
代
へ
神
道
の
歴
史
が
二
千
年
の
歴
史
の
中

で
、
千
年
前
以
前
と
千
年
前
以
後
で
、
大
き
く
変
わ
る
わ
け
で
す
。
伊
勢
神
宮
の
場
合
に
も
、

古
代
祭
祀
、
天
皇
を
中
心
と
し
た
祭
祀
は
、
ず
っ
と
一
貫
し
て
い
ま
す
が
、
平
安
時
代
後
半
あ

る
い
は
中
世
に
な
る
と
、
ご
承
知
の
通
り
、
神
宮
へ
の
一
般
庶
民
の
参
拝
と
い
う
の
が
段
々
と

増
え
、
庶
民
信
仰
の
一
番
の
御
社
が
伊
勢
で
あ
り
ま
す
。
今
か
ら
千
年
前
以
降
、
中
世
の
神
道

を
作
り
上
げ
て
い
く
。
そ
れ
が
今
現
在
の
神
道
・
神
社
の
基
本
形
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

③
は
人
霊
祭
祀
、
④
は
神
仏
関
係
論
、
⑤
は
古
典
籍
継
承
論
に
つ
い
て
は
省
き
ま
す
。

実
は
②
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
今
か
ら
四
年
前
、
平
成
二
十
六
年
七
月
に
、
こ
こ
皇
學
館
大

学
の
神
道
研
究
所
に
お
い
て
、
加
茂
正
典
、
斎
藤
英
喜
、
藤
森
馨
の
各
先
生
ら
と
一
緒
に
、「
古

代
の
祭
祀
と
伊
勢
神
宮
」
と
い
う
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
折

に
書
い
た
レ
ジ
ュ
メ
が
『
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
』
の
第
二
号
に
掲
載
さ

れ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
以
下
の
よ
う
に
結
論
を
付
け
て
お
き
ま
し
た
。

「
天
皇
祭
祀
権
と
氏
族
祭
祀
権
と
は
不
可
侵
の
関
係
に
あ
り
、
祭
祀
権
の
二
重
構
造
の
も

と
、
氏
族
祭
祀
は
独
自
性
を
も
ち
、
地
域
に
つ
い
て
は
委
託
の
祭
祀
が
、
災
害
を
鎮
め
、

地
域
の
安
定
化
に
効
果
が
あ
り
ま
し
た
。
地
域
の
首
長
は
、
共
同
体
を
代
表
し
て
神
祭
り

に
関
わ
り
、
神
意
を
知
り
災
害
な
ど
の
怒
り
に
対
応
し
ま
し
た
。
そ
の
上
に
天
照
大
神
の

皇
孫
と
し
て
国
土
を
統
治
す
る
天
皇
が
、
国
家
全
体
に
関
わ
る
祭
主
と
し
て
、
国
土
に
起

こ
り
、
人
々
に
災
害
を
も
た
ら
す
状
況
に
対
し
て
、
社
会
秩
序
の
回
復
と
統
治
に
責
任
を

も
つ
地
位
に
あ
り
ま
し
た
。
天
皇
に
よ
る
神
へ
の
祭
祀
と
官
社
制
を
は
じ
め
と
す
る
諸
神

大
嘗
祭

天
皇
祭
祀
権
と
在
地
性

（
岡
田
）
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祇
制
度
は
、
災
害
へ
の
対
応
を
原
点
と
し
て
い
る
」

今
ま
で
神
道
と
い
う
の
は
、「
あ
り
が
た
い
」
と
か
、
守
っ
て
く
れ
る
と
い
う
感
謝
と
い
う

部
分
の
み
が
強
調
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
災
い
、
畏
怖
感
が
見
過
ご
さ
れ
て
き
た

の
で
は
な
い
か
。
そ
の
部
分
を
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
代
神
道
の
位
置
づ
け
と
い
う
も

の
が
、
よ
り
一
層
鮮
明
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。
そ
の
上
で
、
大
嘗
祭
あ
る
い

は
新
嘗
祭
を
見
て
い
く
と
ど
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
か
と
い
う
の
が
、
今
日
の
本
題
に
な
る
わ

け
で
す
。

さ
て
、
話
を
も
と
に
戻
す
と
、
岡
田
精
司
氏
の
論
に
よ
る
と
、
大
化
後
の
律
令
体
制
の
も
と

で
、
中
央
・
地
方
の
豪
族
に
よ
る
人
民
支
配
の
否
定
は
、
地
方
神
の
祭
祀
権
を
す
べ
て
最
高
司

祭
者
と
し
て
の
天
皇
に
集
中
す
る
こ
と
と
な
り
、
律
令
的
神
祇
官
支
配
の
本
質
の
意
義
は
そ
こ

に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
律
令
制
以
後
は
、
地
方
豪
族
に
よ
る
人
民
支
配
は

否
定
さ
れ
、
地
方
神
の
祭
祀
権
は
、
す
べ
て
最
高
司
祭
者
と
し
て
の
天
皇
に
集
中
し
た
こ
と
を

指
摘
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
理
解
は
誤
り
で
、
天
皇
が
直
接
の
祭
祀
を
執
り
行
う
こ
と

が
で
き
た
の
は
、
皇
祖
天
照
大
神
一
神
の
み
で
、
そ
れ
以
外
の
神
々
に
対
し
て
は
、
地
域
・
氏

族
に
よ
る
個
別
祭
祀
権
は
残
り
つ
づ
け
、
天
皇
は
間
接
的
に
関
与
す
る
の
み
で
あ
り
ま
し
た
。

天
皇
祭
祀
権
と
地
域
・
氏
族
祭
祀
権
と
は
、
独
立
し
た
二
重
構
造
で
あ
り
、
平
安
時
代
に
始
ま

る
、
賀
茂
神
社
・
石
清
水
八
幡
宮
な
ど
へ
の
神
社
行
幸
に
際
し
て
も
、
天
皇
は
神
社
の
入
口
近

く
で
留
ま
る
こ
と
を
慣
例
と
し
、
直
接
の
神
拝
が
叶
わ
な
か
っ
た
こ
と
も
、
そ
こ
に
不
可
侵
の

祭
祀
権
の
原
則
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
祭
祀
権
が
完
全
に
天
皇
の
も
と
に
帰
一
、
一

元
化
し
た
の
は
、
近
代
明
治
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。

天
皇
祭
祀
権
に
つ
い
て
は
、
大
嘗
祭
に
お
い
て
天
皇
が
ど
の
よ
う
な
位
置
付
け
に
な
っ
て
い

る
の
か
、
具
体
的
な
史
料
を
見
な
が
ら
説
明
し
て
い
き
ま
す
。

保
安
四
年
（
一
一
二
三
年
）
崇
徳
天
皇
の
大
嘗
祭
の
時
、
天
皇
は
当
時
四
歳
。
夜
中
の
十
時

過
ぎ
か
ら
十
二
時
ぐ
ら
い
ま
で
と
、
一
時
か
ら
三
時
ぐ
ら
い
ま
で
と
、
五
時
間
以
上
を
か
け
て
、

祭
祀
を
行
う
の
は
、
幼
帝
に
と
っ
て
大
変
、
過
酷
な
も
の
で
し
た
。
皇
學
館
に
あ
る
鈴
鹿
家
の

史
料
の
中
に
、
神
饌
を
供
饌
す
る
サ
ン
プ
ル
、
紙
で
作
っ
た
物
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
天
理
図

書
館
の
吉
田
文
庫
の
中
に
も
習
礼
に
使
用
す
る
神
饌
の
紙
型
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
國
學
院
博

物
館
に
は
、
神
饌
の
模
型
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
柏
の
葉
の
窪
手
と
枚
手
を
使
っ
て
、
天
皇

ご
自
身
が
御
箸
を
挟
む
所
作
が
四
四
四
回
あ
る
の
で
す
。
こ
の
四
四
四
回
を
早
く
や
っ
て
も
一

時
間
半
以
上
か
か
る
の
で
す
。
そ
れ
が
倍
で
す
か
ら
、
八
八
八
回
ご
所
作
が
あ
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
を
四
歳
の
お
子
様
が
で
き
る
か
と
い
う
と
、
な
か
な
か
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
そ
の
時

間
帯
、
子
供
に
と
っ
て
は
寝
る
時
間
で
す
か
ら
、
ご
本
人
が
奉
仕
す
る
と
い
う
の
は
、
大
変
な

こ
と
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
本
来
、
大
嘗
祭
は
天
皇
祭
祀
権
の
最
た
る
も
の
で
す
か
ら
、
代
行

は
叶
い
ま
せ
ん
。
と
く
に
皇
太
子
が
代
行
す
る
こ
と
は
明
文
化
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
禁
じ
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
幼
い
天
皇
の
場
合
に
は
、
摂
政
が
任
じ
ら
れ
ま
す
か
ら
、
摂
政
が
介
添
え
し
、

一
部
分
代
行
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
保
安
四
年
の
場
合
に
も
、
摂
政
藤
原
忠
通
が
介

添
え
を
し
て
い
ま
す
。
こ
の
記
録
、
九
条
家
本
『
大
嘗
会
卯
日
御
記
』
に
詳
し
く
載
せ
ら
れ
て

い
ま
す
。
こ
こ
に
忠
通
は
、「
手
自
勤
二
仕
神
事
一、
此
事
偏
帝
者
所
為
也
、
非
二
人
臣
之
勤
一
」
と
、

大
嘗
祭
の
神
事
に
つ
い
て
、
こ
の
こ
と
は
天
皇
の
行
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
人
臣
の
勤
め
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
。「
怖
畏
之
至
、
不
レ
知
レ
所
レ
謝
」
は
、
畏
れ
多
い
こ
と
で
あ
る
と
。
こ

の
よ
う
な
文
章
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。

祭
祀
に
入
り
、
重
要
な
神
饌
供
膳
に
な
る
と
「
神
膳
之
間
幼
主
頗
六
借
」
と
幼
主
（
崇
徳
天

皇
）
が
駄
々
を
こ
ね
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
割
注
に
は
、「
依
三
幼
主
不
能
自
動
一、
最
前
一
度
許

副
二
予
手
於
御
手
一
盛
レ
之
」
と
、
最
初
の
み
、
一
度
天
皇
ご
自
身
が
手
助
け
を
受
け
な
が
ら
神

饌
を
盛
っ
た
と
あ
り
、
そ
の
後
は
「
次
々
予
偏
奉
二
仕
之
一
」
と
、
予
（
藤
原
忠
通
）
自
身
が
奉

仕
し
た
と
あ
る
。
そ
の
あ
と
、「
此
間
幼
主
六
借
給
不
レ
休
」
と
、
幼
主
は
そ
の
間
ず
っ
と
駄
々

を
こ
ね
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
あ
と
に
、「
下
官
手
自
勤
二
仕
神
事
一
」
と
、
お
祭
り
を

勤
め
た
と
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
実
際
に
中
央
の
寝
座
を
使
っ
た
か
ど
う
か
否
定
的
に
な
り
ま
し

た
。
こ
れ
は
、
か
な
り
詳
細
な
史
料
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
、『
江
家
次
第
』
は
じ
め
、
い
く
つ

か
記
録
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
ま
で
内
容
を
詳
し
く
は
書
い
て
お
り
ま
せ
ん
。
忠
通
が
書
い
た

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
六
号
（
令
和
二
年
三
月
）
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の
は
、
実
際
に
摂
政
と
し
て
奉
仕
し
た
こ
と
を
具
体
的
に
記
録
し
て
い
ま
す
。
最
後
は
、
廻
立

殿
に
戻
っ
て
き
て
御
乳
母
が
抱
い
て
、
鳥
羽
法
皇
が
駄
々
を
こ
ね
る
崇
徳
天
皇
に
「
密
々
」
に

お
菓
子
を
あ
げ
た
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
平
成
元
年
三
月
『
宮
内
庁
図
書
寮
叢
刊
』
と
い
う
シ

リ
ー
ズ
に
収
録
さ
れ
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
私
が
平
成
元
年
の
三
月
・
四
月
頃
こ
の
記
録
を
見
て
、

中
央
の
寝
座
に
お
い
て
秘
儀
は
な
い
と
感
じ
ま
し
た
。
秘
儀
と
は
、
た
だ
丁
寧
に
丁
寧
に
祭
を

奉
仕
す
る
こ
と
で
、
人
前
に
見
せ
な
い
こ
と
が
秘
儀
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
至
り
ま
し
た
。

そ
も
そ
も
大
嘗
祭
の
秘
儀
説
は
、
昭
和
三
年
大
嘗
祭
に
向
け
て
折
口
信
夫
先
生
が
論
じ
ら
れ

ま
し
た
。
折
口
先
生
は
大
正
の
大
嘗
祭
の
こ
ろ
の
記
事
に
お
い
て
も
、
天
皇
が
神
饌
の
供
膳
の

こ
と
だ
け
で
は
、
寂
し
す
ぎ
る
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
何
ら
か
の
天
皇
と
し
て
の
独
自
の
儀
礼

継
承
を
期
待
し
て
い
た
節
が
あ
り
ま
し
た
。
い
ま
で
も
、
神
職
の
一
部
に
は
、
そ
う
し
た
期
待

が
潜
ま
れ
て
い
る
の
は
事
実
で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
折
口
論
の
魅
力
と
幻
想
と
が
あ
り
ま
し
た
。

終
戦
前
ま
で
は
、
直
接
天
皇
に
つ
い
て
論
議
す
る
こ
と
は
タ
ブ
ー
が
あ
り
ま
し
た
。
昭
和
後
期

に
な
る
と
、
オ
カ
ル
ト
ブ
ー
ム
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
き
、
中
央
の
神
座
、
寝
具
を
用
意
し
た
寝

座
で
、何
ら
か
の
呪
術
的
行
為
が
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
測
が
拡
大
し
て
い
き
ま
し
た
。

戦
後
、
多
く
の
研
究
者
が
考
え
た
こ
と
な
の
で
す
。
寝
座
秘
儀
と
は
、
真
床
覆
衾
と
い
い
ま
し

て
、『
日
本
書
紀
』
の
中
に
出
て
く
る
天
孫
降
臨
に
あ
た
っ
て
、
高
千
穂
峰
に
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ

ト
が
降
ら
れ
る
時
に
、
真
床
覆
衾
に
包
ま
れ
て
い
た
。
天
皇
が
天
孫
降
臨
を
追
体
験
す
る
こ
と

で
神
性
が
得
ら
れ
、
そ
の
場
所
が
大
嘗
宮
の
神
殿
の
寝
座
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
天
皇
は
そ

の
中
に
入
っ
て
秘
密
儀
式
を
行
う
、
あ
る
い
は
聖
婚
儀
礼
を
行
う
な
ど
な
ど
、
推
測
の
学
説
が

沢
山
出
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
誰
も
が
、
折
口
先
生
の
学
説
を
受
け
入
れ
、
大
嘗
祭
と
は
神
饌

供
膳
と
マ
ト
コ
オ
フ
ス
マ
の
秘
儀
と
の
、
二
つ
の
儀
式
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

定
着
し
て
い
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
平
安
時
代
、
中
世
の
記
録
を
見
て
も
、
天
皇
が
奉
仕
さ
れ

て
い
る
所
作
と
い
う
の
は
神
饌
の
供
膳
。
お
食
事
を
神
に
差
し
上
げ
る
と
い
う
儀
式
が
ほ
ぼ
全

部
な
の
で
す
。
御
告
文
の
祝
詞
を
あ
げ
、
御
直
会
の
儀
式
が
あ
り
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
が
、
神

饌
を
供
膳
す
る
と
い
う
所
作
の
儀
式
で
す
。

伊
勢
神
宮
祭
祀
も
ご
承
知
の
通
り
、
古
代
に
お
い
て
と
く
に
、
六
月
・
十
二
月
の
月
次
祭
、

九
月
の
神
嘗
祭
の
、
天
皇
か
ら
の
奉
幣
の
前
夜
、
大
嘗
祭
と
同
じ
時
間
帯
に
行
わ
れ
る
年
三
回

の
由
貴
大
御
饌
が
重
要
な
神
事
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
食
膳
を
秋
の
収

穫
祭
と
し
て
、神
に
差
し
上
げ
る
の
が
一
番
大
事
な
儀
式
で
は
な
い
か
と
い
う
結
論
に
導
か
れ
、

少
な
く
と
も
実
際
に
神
職
と
し
て
奉
仕
し
て
い
る
方
の
立
場
か
ら
、
祭
式
作
法
の
観
点
で
見
て

い
け
ば
、
こ
の
こ
と
が
大
事
だ
と
わ
か
る
は
ず
で
す
。

そ
れ
で
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
秘
儀
、
秘
事
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
、
一
番
大
事
な

史
料
の
一
つ
と
し
て
、
宮
内
庁
書
陵
部
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
『
建
暦
御
記
』、
ま
た
の
名
を
『
後

鳥
羽
院
宸
記
』
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
鎌
倉
時
代
初
期
、
後
鳥
羽
上
皇
の
と
き
、
建
暦

二
年
（
一
一
一
二
）
に
順
徳
天
皇
が
即
位
さ
れ
、
大
嘗
祭
を
す
る
に
あ
た
っ
て
書
き
記
し
た
宸

記
・
御
記
で
す
。
現
在
こ
の
史
料
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
載
せ
ら
れ
て

い
ま
す
か
ら
、
自
宅
で
す
ぐ
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
記
録
は
永
仁
六
年
（
一
二
九
八
）、

伏
見
上
皇
が
子
息
で
あ
る
持
明
院
統
の
後
伏
見
天
皇
の
大
嘗
祭
に
あ
た
っ
て
、
後
鳥
羽
上
皇
が

書
か
れ
た
日
記
を
写
し
て
、
後
伏
見
天
皇
に
渡
し
た
物
で
、
伏
見
上
皇
の
ご
自
筆
・
宸
筆
で
す
。

こ
れ
以
外
に
室
町
時
代
の
後
崇
光
院
の
写
し
と
か
江
戸
時
代
の
写
し
も
何
点
か
あ
り
、
國
學
院

に
も
近
世
の
写
本
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
活
字
本
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
が
、『
神
道
大
系
』

本
の
「
践
祚
大
嘗
祭
」
の
一
冊
で
す
。
一
般
に
は
、
こ
こ
か
ら
よ
く
引
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、『
神
道
大
系
』
本
は
、
そ
の
最
後
に
宝
暦
二
年
と
あ
る
よ
う
に
、
江
戸
時
代
の
写
し

に
基
づ
い
て
翻
刻
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
伏
見
上
皇
の
宸
記
の
方
が
古
い
記
録
と
い
え
ま
す
。

活
字
本
の
な
か
で
、「
イ
本
」
と
書
か
れ
た
方
が
伏
見
上
皇
本
に
近
く
、
失
わ
れ
た
原
本
で
あ

る
「
後
鳥
羽
院
宸
記
」
に
近
い
も
の
で
し
ょ
う
。

こ
こ
に
は
大
嘗
祭
の
中
で
天
皇
が
ご
奉
仕
す
る
所
作
の
う
ち
、
大
事
な
三
つ
の
項
目
を
あ
げ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
大
嘗
宮
の
神
殿
内
の
見
取
り
図
が
描
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
貴

重
な
資
料
で
す
。
現
在
残
さ
れ
て
い
る
絵
図
面
の
中
で
、
内
部
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
最
古

の
も
の
が
こ
れ
で
す
。
あ
と
は
、
卜
部
氏
の
『
宮
主
秘
事
口
伝
』
や
近
世
の
絵
図
は
あ
り
ま
す

大
嘗
祭

天
皇
祭
祀
権
と
在
地
性

（
岡
田
）
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が
、
こ
れ
が
一
番
古
い
も
の
で
す
。
こ
こ
に
天
皇
が
歩
か
れ
る
御
路
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
天

皇
の
動
線
は
中
央
の
寝
座
に
触
れ
な
い
で
、
ぐ
る
っ
と
迂
回
し
な
が
ら
一
番
北
ま
で
来
て
、
さ

ら
に
東
側
に
至
っ
て
、
そ
こ
に
天
皇
が
座
る
。
そ
し
て
、
巽
の
方
向
に
向
か
い
「
短
帖
」（
ミ

ジ
カ
タ
タ
ミ
）
が
敷
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
京
都
で
行
う
儀
式
で
す
か
ら
、
巽
の
方
向
と

い
う
の
は
伊
勢
神
宮
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。
天
照
大
神
に
対
し
て
神
膳
を
供
進
す
る
わ
け
で

す
。
天
皇
の
「
御
座
」
と
大
神
お
迎
え
の
座
で
あ
る
「
短
帖
」
の
ほ
か
、
さ
ら
に
神
饌
供
膳
の

座
で
あ
る
「
御
食
薦
」
と
「
神
食
薦
」
の
配
置
も
図
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
貴
重
で
す
。
大
神

お
迎
え
の
座
で
あ
る
「
短
帖
」
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
た
配
置
で
あ
り
、
近
世
の
配
置
と
は
異

な
る
古
い
形
式
を
伝
え
る
も
の
で
す
。

実
は
宮
内
庁
書
陵
部
の
所
蔵
本
と
『
神
道
大
系
』
本
の
絵
図
面
の
置
き
場
所
が
違
い
ま
す
。

恐
ろ
し
い
こ
と
に
、
活
字
本
を
使
う
と
違
い
が
あ
る
と
き
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

原
本
と
見
比
べ
て
い
く
と
よ
く
わ
か
る
と
思
い
ま
す
け
ど
も
、『
神
道
大
系
』
本
の
方
は
、
見

開
き
の
ノ
ド
の
部
分
の
た
め
図
面
が
分
断
す
る
の
で
、
掲
載
の
順
序
が
変
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

冒
頭
の
部
分
の
建
暦
二
年
（
一
一
一
二
）
十
月
二
十
一
日
、「
召
二
陪
膳
采
女
越
中
一
」
と
あ

る
と
こ
ろ
は
、『
神
道
大
系
』
本
で
は
「
越
申
」
と
読
ん
で
い
ま
す
が
、
采
女
と
か
乳
母
と
か
は
、

平
安
時
代
後
半
か
ら
鎌
倉
時
代
に
は
国
名
を
使
い
ま
す
。
相
模
と
か
武
蔵
と
か
越
前
と
か
、
そ

れ
は
、
出
身
地
や
ゆ
か
り
の
場
所
の
よ
う
で
す
。
こ
こ
で
は
采
女
越
中
の
こ
と
で
す
。
院
政
期

の
安
芸
の
采
女
は
大
嘗
祭
の
作
法
の
知
識
で
は
著
名
な
方
で
し
た
。「
此
説
々
能
々
可
二
秘
蔵
一

之
由
仰
レ
之
」
と
、
こ
の
説
は
大
事
に
隠
し
て
お
く
べ
き
内
容
で
あ
る
と
し
て
お
り
、「
供
二
神

膳
一
様
諸
家
記
説
々
是
不
レ
同
」
と
、
ご
神
饌
を
お
供
え
す
る
諸
家
の
記
録
は
様
々
あ
る
け
れ

ど
も
同
じ
で
は
な
い
と
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、「
然
而
、
殊
秘
説
三
ヶ
事
、
猶
重
注
レ
之
」
と
、

大
事
な
秘
説
が
三
つ
あ
る
た
め
、
そ
れ
を
こ
こ
に
書
き
記
す
と
あ
り
ま
す
。

つ
ぎ
に
神
饌
の
並
べ
方
が
大
事
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。
配
膳
の
絵
図
に
、「
是
上
説
」
と

す
る
二
行
と
「
是
次
説
」
と
す
る
五
出
が
あ
り
ま
す
。
上
説
は
白
河
上
皇
の
時
の
作
法
。
次
説

は
安
芸
の
采
女
が
論
じ
て
い
る
鳥
羽
上
皇
や
崇
徳
天
皇
の
時
に
し
た
作
法
で
す
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
皇
學
館
大
学
の
安
江
先
生
が
詳
細
な
研
究
を
書
か
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
読
ん

で
い
た
だ
け
れ
ば
よ
ろ
し
い
と
思
い
ま
す
。
要
は
、
正
規
の
作
法
は
上
説
の
置
き
方
を
し
ま
す

が
、
幼
い
天
皇
の
場
合
に
は
、
摂
政
が
代
行
し
て
次
説
の
置
き
方
を
す
る
事
が
平
安
時
代
に
は

決
ま
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

◇
粟
の
祭
り
と
天
皇
の
祈
り

二
番
目
は
神
膳
の
「
御
飯
」
の
こ
と
で
す
。
伊
勢
神
宮
祭
祀
は
稲
が
中
心
で
す
。
神
社
関
係

者
は
、
よ
く
ご
存
知
の
こ
と
で
す
け
ど
、
三
大
神
勅
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
つ
に
斎

庭
の
稲
穂
の
神
勅
が
あ
り
ま
す
。『
日
本
書
紀
』
に
は
「
斎
庭
之
穂
」
と
し
か
書
い
て
あ
り
ま

せ
ん
が
、
國
學
院
に
あ
る
鴨
脚
（
い
ち
ょ
う
）
本
、
鎌
倉
時
代
初
期
の
写
本
に
は
「
イ
ナ
ノ
ホ
」

と
傍
訓
で
読
ん
で
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
天
孫
降
臨
に
あ
た
っ
て
稲
穂
を
下
さ
れ
て
、
そ
れ

に
よ
っ
て
農
業
が
始
ま
る
と
し
て
お
り
ま
す
。
伊
勢
神
宮
祭
祀
も
稲
の
懸
税
を
奉
納
す
る
、
秋

の
収
穫
祭
で
あ
る
神
嘗
祭
を
中
心
と
し
た
祭
祀
の
構
造
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
も
う
一
つ
。
天
皇
の
新
嘗
祭
は
稲
穂
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
は
粟
も
奉
ら

れ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
粟
が
奉
ら
れ
る
の
か
。
こ
れ
が
一
番
大
事
な
こ
と
で
す
。「
御
飯
」
は
「
オ

モ
ノ
」
と
も
い
い
ま
す
。
御
飯
は
、
米
で
も
御
飯
で
す
し
、
粟
で
も
御
飯
で
す
。『
後
鳥
羽
院

宸
記
』
に
よ
る
と
、
御
飯
は
四
坏
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。「
而
諸
家
記
皆
二
坏
」
と
、
諸
家

の
記
録
で
は
二
つ
し
か
書
い
て
い
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
「
又
乍
二
二
坏
一
米
御
飯
」
と
、
米
の
御

飯
と
し
か
で
て
こ
な
い
と
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、「
実
ハ
米
二
坏
粟
二
坏
也
」
と
、
粟
二
坏

が
入
っ
て
い
る
と
し
て
お
り
、「
是
秘
事
也
」
と
、
こ
れ
が
隠
し
事
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。

粟
の
御
飯
も
中
に
潜
ま
せ
て
大
嘗
祭
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
、
三
番
目
の
「
秘
事
」
は
、
天
皇
が
読
み
あ
げ
る
「
祈
請
」
の
「
申
詞
」
と
あ
る
祝

詞
で
す
。
こ
れ
が
記
録
に
残
っ
た
の
も
初
め
て
で
す
。「
伊
勢
の
五
十
鈴
の
河
上
に
坐
し
ま
す

天
照
大
神
ま
た
天
つ
神
地
つ
祇
、
諸
の
神
明
に
白
さ
く
、
朕
、
皇
神
の
広
き
護
り
に
よ
り
て
、

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
六
号
（
令
和
二
年
三
月
）
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国
中
平
安
な
り
、
年
穀
豊
稔
な
り
、
上
下
を
覆
ひ
、
諸
の
民
を
救
済
は
ん
、
よ
り
て
今
年
新
に

得
た
る
と
こ
ろ
の
新
飯
を
奉
供
る
こ
と
、
此
の
如
し
」
と
、
祝
詞
に
「
此
の
如
し
」
は
珍
し
い

で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
祝
詞
は
そ
こ
ま
で
古
い
も
の
で
は
な
く
て
、
お
そ
ら
く
平
安
時
代
後

半
ぐ
ら
い
に
出
来
上
が
っ
た
も
の
で
し
ょ
う
。
秋
の
収
穫
を
言
祝
ぐ
内
容
で
す
。
稲
米
と
粟
米

の
収
穫
へ
の
感
謝
で
す
。
さ
ら
に
そ
の
後
半
に
は
、「
ま
た
、
朕
の
躬
に
お
い
て
、
犯
す
べ
き

諸
の
災
難
を
未
萌
に
攘
ひ
除
き
、
不
祥
・
悪
事
を
遂
に
犯
し
来
た
る
こ
と
莫
れ
」
と
、
災
難
が

及
ば
な
い
よ
う
に
し
て
、「
又
、
高
山
・
深
谷
、
所
々
・
社
々
、
大
海
・
小
川
に
お
い
て
」
と

日
本
国
中
の
自
然
の
山
々
や
海
と
河
川
な
ど
、
国
土
す
べ
て
に
お
い
て
、「
名
を
記
し
厭
ひ
祭

ら
ば
、
皆
盡
く
銷
滅
せ
ん
」
と
。
こ
れ
は
少
し
呪
術
的
な
言
葉
が
入
っ
て
お
り
ま
す
が
、
ま
じ

な
い
と
は
祈
り
で
あ
り
、
自
然
災
害
が
多
い
近
年
の
こ
と
か
ら
い
え
ば
、
自
然
災
害
を
鎮
め
る

祈
り
を
込
め
る
と
い
う
の
は
、
天
の
下
を
知
ろ
し
め
す
天
皇
の
お
勤
め
で
あ
り
ま
し
た
。

大
嘗
祭
の
原
形
は
天
皇
の
新
嘗
に
あ
り
ま
す
。
天
武
朝
の
新
嘗
儀
礼
は
、
畿
外
の
悠
紀
・
主

基
の
田
圃
か
ら
生
育
さ
れ
た
稲
穂
が
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
形
式
は
大
嘗
祭
と
同
じ
形
式

で
あ
り
、
持
統
天
皇
大
嘗
祭
に
引
き
継
が
れ
ま
す
。
一
方
、
大
化
前
代
か
ら
の
系
譜
を
ひ
く
天

皇
直
営
の
倭
の
屯
田
、
の
ち
の
宮
内
省
官
田
で
生
育
し
た
稲
・
粟
を
用
い
て
祭
祀
が
斎
行
さ
れ

て
き
た
の
が
毎
年
の
新
嘗
で
し
た
。
平
安
時
代
の
記
録
に
よ
る
と
、新
嘗
の
祭
祀
に
あ
た
っ
て
、

前
々
日
の
中
丑
日
に
、
天
皇
の
食
糧
で
あ
る
供
御
用
の
官
田
の
稲
束
数
を
奏
上
す
る
政
事
向
き

の
、
宮
内
省
の
御
宅
田
の
稲
数
を
奏
す
儀
式
が
執
り
行
わ
れ
ま
す
。
こ
の
直
営
の
田
収
穫
報
告

の
儀
式
を
う
け
て
、
天
皇
新
嘗
が
斎
行
さ
れ
ま
す
。
こ
の
儀
式
の
系
譜
は
令
制
以
前
ま
で
遡
る

可
能
性
が
高
い
の
で
す
。

天
武
朝
に
入
る
と
畿
外
の
公
郡
が
臨
時
の
神
郡
と
し
て
奉
仕
す
る
形
式
に
改
め
ら
れ
、
天
武

二
年
と
同
五
年
・
六
年
の
新
嘗
祭
祀
は
、
畿
外
の
国
郡
を
卜
定
す
る
新
し
い
祭
祀
形
態
が
取
り

入
れ
ら
れ
、
天
武
朝
前
期
の
少
な
く
と
も
複
数
回
は
畿
外
稲
を
用
い
た
祭
儀
が
執
り
行
わ
れ
て

い
ま
す
。
畿
内
の
田
圃
で
は
な
く
、
畿
外
の
郡
が
選
ば
れ
た
の
は
、
孝
徳
朝
の
畿
外
神
郡
神
社

の
祭
祀
体
系
を
、
新
嘗
の
天
皇
祭
祀
に
組
み
入
れ
た
も
の
で
し
た
。
こ
の
形
態
が
持
統
天
皇
の

一
代
一
度
の
大
嘗
祭
に
も
受
け
継
が
れ
、
歴
代
の
大
嘗
祭
は
悠
紀
・
主
基
国
に
よ
っ
て
奉
仕
さ

れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
国
郡
卜
定
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
悠
紀
・
主
基
の
斎
郡
に
お
い
て
、
郡
司
の
大
領
・
少
領

の
娘
で
未
婚
の
女
性
が
造
酒
児
と
な
り
、
斎
田
抜
穂
の
儀
式
に
お
い
て
最
初
に
稲
穂
を
抜
く
重

要
な
役
を
務
め
ま
す
。
こ
の
稲
穂
が
神
事
の
と
き
の
御
飯
・
御
酒
に
な
り
ま
し
た
。
九
月
下
旬

に
な
る
と
抜
穂
の
稲
は
京
に
運
ば
れ
在
京
の
斎
場
に
納
め
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
斎
場
の
鎮
祭
の

儀
式
も
、
大
嘗
宮
に
用
い
る
材
木
伐
採
の
儀
式
も
、
す
べ
て
造
酒
児
の
所
作
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

ま
た
、
神
膳
の
調
理
に
必
要
な
水
を
用
意
す
る
た
め
の
御
井
が
造
酒
児
に
よ
っ
て
掘
ら
れ
、

十
一
月
上
旬
に
な
る
と
、
神
膳
の
た
め
の
黒
酒
・
白
酒
の
醸
造
が
最
初
に
造
酒
児
が
手
を
下
し

て
始
ま
り
ま
す
。
大
嘗
祭
の
卯
日
当
日
に
は
、
先
ず
造
酒
児
が
稲
を
舂
き
炊
い
で
御
飯
を
準
備

し
て
お
り
、
稲
に
関
係
し
た
す
べ
て
の
所
作
は
、
造
酒
児
に
よ
る
も
の
で
特
別
の
扱
い
に
な
っ

て
い
ま
す
。
神
聖
な
最
も
重
い
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
職
掌
は
そ
の
名
の
と
お
り
の
造

酒
の
ほ
か
、
御
飯
の
調
理
に
も
携
わ
り
、
稲
穂
を
抜
く
こ
と
か
ら
、
稲
穂
を
用
い
て
の
醸
造
・

調
理
ま
で
す
べ
て
に
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
悠
紀
・
主
基
の
二
国
よ
り
、
在
地
の
人
々
が
持
参
し

た
抜
穂
の
稲
を
大
嘗
祭
の
卯
日
の
御
酒
・
御
饌
と
し
て
奉
ら
れ
て
お
り
、
斎
郡
の
人
々
の
奉
仕

が
祭
儀
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
ま
す
。
大
嘗
祭
の
本
義
の
と

こ
ろ
に
、
地
域
・
地
域
の
在
地
性
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
す
。
天
皇
の
中
央
に

お
い
て
丁
重
な
祭
祀
を
行
な
う
。
そ
の
神
饌
の
最
上
の
稲
米
は
地
方
の
在
地
主
義
に
よ
っ
て
用

意
さ
れ
る
と
い
う
、
中
央
と
地
方
・
地
域
と
の
重
層
構
造
、
二
重
・
二
元
構
成
こ
そ
が
、
古
代

人
が
考
案
し
た
天
皇
親
祭
に
よ
る
国
家
祭
祀
の
構
造
で
あ
り
ま
し
た
。

も
と
も
と
の
天
皇
の
新
嘗
は
、
毎
日
の
天
皇
の
食
膳
に
直
結
し
て
い
ま
す
。
天
皇
供
御
の
稲

と
粟
、
新
嘗
で
も
稲
と
粟
を
差
し
上
げ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
官
田
、
出
所
は
同
じ
で
す
。
大
嘗

祭
に
つ
い
て
は
、
古
い
記
録
で
は
一
切
粟
の
こ
と
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
先
ほ
ど
紹
介
し
ま
し
た

鎌
倉
時
代
の
後
鳥
羽
上
皇
の
記
録
に
は
、
明
確
に
粟
の
こ
と
が
秘
事
と
し
て
出
て
き
ま
す
。
鎌

倉
時
代
の
『
建
保
大
祀
神
饌
記
』
に
も
、
天
皇
の
所
作
と
し
て
御
飯
の
筥
を
と
り
、
窪
手
二
つ

大
嘗
祭

天
皇
祭
祀
権
と
在
地
性

（
岡
田
）
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に
盛
り
付
け
、
一
つ
は
稲
の
御
飯
、
一
つ
は
粟
の
御
飯
と
あ
り
ま
す
の
で
、
粟
も
盛
ら
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
粟
御
飯
の
直
会
も
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

大
嘗
祭
に
お
け
る
悠
紀
・
主
基
の
田
圃
は
稲
生
育
の
た
め
の
斎
田
で
あ
り
、
粟
は
作
っ
て
い

ま
せ
ん
。
粟
は
ど
こ
か
ら
供
給
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
が
最
後
の
論
点
と
な
り
ま
す
。
粟
の
方
は

『
延
喜
式
』
に
よ
る
と
平
安
時
代
に
は
山
城
国
か
ら
用
意
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
中

世
に
お
い
て
も
大
炊
寮
と
い
う
役
所
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
こ
の
官
田
で
作
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
田
圃
は
、
四
十
箇
所
の
稲
田
と
書
い
て
あ
る
田
圃
の
ほ
か
に
、
粟
を
用
意
し
て
い
る
の
は

一
箇
所
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
石
清
水
八
幡
宮
近
く
の
綴
喜
郡
の
畠
地
か
ら
で
す
。
大
嘗
祭
で
は

稲
の
出
所
は
明
快
で
す
が
、
粟
の
出
所
は
確
認
で
き
ず
、
秘
事
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
稲
は
地

方
か
ら
地
方
農
民
の
協
賛
に
な
り
、
粟
は
中
央
の
官
田
で
直
轄
管
理
と
い
う
構
成
で
し
た
。
中

央
の
粟
、
地
方
の
稲
の
構
成
が
重
要
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
二
百
二
十
年
の
中
断
の
の
ち
大

嘗
祭
は
復
興
し
ま
す
が
、
中
世
の
大
炊
寮
官
田
、
粟
田
は
不
如
意
に
な
り
、
確
保
で
き
ず
、
貞

享
四
年
の
大
嘗
祭
で
は
、
天
理
吉
田
文
庫
所
蔵
の
「
大
嘗
会
神
饌
記
」
に
よ
る
と
、
粟
は
京
都

賀
茂
の
農
家
か
ら
買
い
上
げ
て
行
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
近
代
以
降
も
悠
紀
田
・
主
基
田
の

稲
は
卜
い
に
選
ば
れ
た
県
か
ら
用
意
し
ま
し
た
が
、
粟
の
方
は
地
方
民
の
奉
賛
に
よ
っ
て
用
意

す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
粟
を
悠
紀
・
主
基
地
方
か
ら
用
意
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
最

近
の
こ
と
の
よ
う
で
す
。

粟
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
関
心
が
持
た
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
で
す
が
、
稲
と
と
も
に
粟

も
天
武
天
皇
の
時
か
ら
潜
ま
せ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
れ
が
秘
事
で
は
な
い
か
と
思
っ
て

い
ま
す
。

稲
の
斎
田
神
事
は
、
王
権
基
礎
の
領
域
で
あ
る
畿
内
を
出
て
、
畿
外
の
神
郡
編
成
と
同
意
の

臨
時
の
斎
郡
・
斎
田
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
天
皇
の
統
治
と
国
家
の
領
域
支
配
を
象
徴
的
に
儀

礼
化
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
悠
紀
・
主
基
の
斎
郡
人
が
二
千
人
近
く
上
京
し
て
、
大
嘗
祭
の

祭
儀
諸
行
事
に
参
加
し
、
賜
禄
を
う
け
る
こ
と
で
、
服
属
・
奉
賛
の
体
系
が
完
成
し
ま
し
た
。

祭
祀
の
国
家
的
在
地
性
が
、
こ
こ
に
確
立
し
た
の
で
し
た
。

◇
祭
祀
の
在
地
性
と
は
何
か

こ
れ
に
対
し
て
伊
勢
神
宮
の
祭
祀
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
伊
勢
神
宮
祭
祀
は
、
古
今
一
貫

し
て
稲
の
祭
り
で
あ
り
、
粟
は
『
延
暦
儀
式
帳
』
を
は
じ
め
現
代
の
祭
式
ま
で
確
認
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。

伊
勢
の
神
宮
は
天
皇
祭
祀
の
最
高
峰
に
位
置
し
た
神
社
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
祭
祀
に
は
、
中

央
か
ら
王
・
中
臣
・
忌
部
ら
の
編
成
に
よ
る
天
皇
の
奉
幣
使
が
遣
わ
さ
れ
る
こ
と
を
慣
例
と
し

て
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
に
加
え
て
、
天
皇
の
皇
女
で
あ
る
内
親
王
が
神
宮
の
近
く
に
設
け
ら
れ

た
斎
宮
に
遣
わ
さ
れ
、
厳
し
い
斎
戒
生
活
を
送
り
、
年
三
度
の
祭
祀
で
あ
る
三
節
祭
と
い
う
、

六
・
十
二
月
の
月
次
祭
、
九
月
の
神
嘗
祭
に
参
向
し
て
、
太
玉
串
を
捧
げ
ま
し
た
。
天
武
天
皇

の
二
年
四
月
、
大
来
皇
女
は
伊
勢
の
天
照
大
神
宮
に
近
づ
く
た
め
に
、
泊
瀬
斎
宮
に
入
ら
れ
、

翌
年
十
月
、
伊
勢
に
向
か
い
ま
し
た
。
天
武
朝
前
期
は
伊
勢
天
照
大
神
の
神
威
が
高
め
ら
れ
た

時
で
あ
り
、
天
武
二
年
四
月
に
皇
女
が
神
宮
に
赴
く
た
め
に
泊
瀬
斎
宮
に
入
ら
れ
た
こ
と
と
、

そ
の
年
十
一
月
に
ユ
キ
・
ス
キ
の
畿
外
稲
に
よ
る
拡
大
さ
れ
た
新
嘗
が
行
わ
れ
た
こ
と
と
は
、

天
武
朝
の
祭
祀
の
体
系
に
お
い
て
格
別
の
連
繋
し
た
体
系
の
も
と
に
企
画
さ
れ
た
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。

最
後
に
、
祭
祀
の
在
地
性
に
つ
い
て
お
話
し
ま
す
。
祭
祀
に
お
け
る
地
域
性
・
在
地
性
は
重

要
な
視
点
で
あ
り
、
地
方
・
地
域
の
神
祇
を
は
じ
め
、
伊
勢
神
宮
も
、
在
地
性
が
重
視
さ
れ
て

い
ま
す
。
歴
史
上
、
天
皇
祭
祀
権
は
地
域
・
在
地
に
切
り
込
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
し

た
が
、
そ
の
在
地
性
が
否
定
さ
れ
た
の
は
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
五
月
の
社
家
に
よ
る
世

襲
制
度
の
否
定
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
現
代
に
お
い
て
も
、
各
神
社
の

祭
礼
に
お
い
て
、
そ
の
在
地
性
は
今
も
な
お
、
強
く
意
識
さ
れ
て
い
ま
す
。

天
皇
直
轄
の
祭
祀
の
場
で
あ
る
伊
勢
の
神
宮
に
お
い
て
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

む
し
ろ
、
他
の
地
域
よ
り
も
、
伊
勢
の
方
が
土
着
性
・
在
地
性
は
強
く
、
神
郡
な
ど
と
の
関
係

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
六
号
（
令
和
二
年
三
月
）
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性
は
強
固
で
あ
り
ま
し
た
。
伊
勢
の
度
会
・
多
気
二
神
郡
は
、
神
郡
内
の
ほ
ぼ
全
戸
が
神
戸
で

あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
他
の
神
郡
と
は
異
な
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
神
郡

の
人
々
は
、
大
化
前
代
か
ら
神
宮
祭
祀
に
携
わ
り
、
祭
料
の
貢
納
な
ど
に
従
事
し
ま
し
た
。
そ

の
神
宮
経
済
に
つ
い
て
は
、
神
郡
に
基
盤
が
あ
り
、
神
郡
人
が
祭
祀
集
団
を
形
成
し
、
神
宮
へ

奉
仕
の
体
系
と
し
て
御
饌
・
御
衣
な
ど
を
奉
進
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
在
地
性
の
高
さ
は
、
ほ

か
と
比
較
し
て
も
際
立
っ
て
い
ま
す
。
祭
祀
に
預
か
っ
た
祭
祀
神
職
に
つ
き
ま
し
て
も
例
外
で

は
な
く
、
在
地
性
は
高
い
こ
と
で
し
た
。
最
初
に
紹
介
し
ま
し
た
『
延
喜
大
神
宮
式
』
に
あ
る

禰
宜
・
大
小
内
人
・
物
忌
・
諸
別
宮
の
内
人
・
物
忌
ら
は
、
み
な
度
会
郡
の
人
を
任
ぜ
よ
、
と

あ
る
こ
と
は
、
厳
し
い
在
地
性
が
強
制
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
天
皇
祭
祀
の
中
心
的
区
域
で
あ
る

か
ら
こ
そ
、
そ
の
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

本
日
は
天
皇
祭
祀
権
と
在
地
性
を
テ
ー
マ
に
据
え
、
大
嘗
祭
と
古
代
祭
祀
研
究
、
さ
ら
に
伊

勢
神
宮
祭
祀
の
関
係
と
本
質
と
を
視
点
に
論
述
を
立
て
て
み
ま
し
た
。
祭
祀
の
体
系
に
関
し
て

は
、
最
初
に
触
れ
ま
し
た
天
皇
祭
祀
権
の
二
重
構
造
を
理
解
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
ま
す
。

直
轄
の
天
皇
親
祭
は
、
天
皇
祭
祀
権
と
在
地
性
が
相
対
・
相
反
す
る
関
係
に
あ
り
な
が
ら
、
大

嘗
祭
の
稲
の
収
納
も
、
伊
勢
祭
祀
の
関
係
も
、
在
地
性
を
組
み
込
ん
だ
と
こ
ろ
に
祭
祀
構
成
の

特
色
が
あ
り
ま
す
。

神
宮
祭
祀
は
稲
の
祭
り
を
基
本
と
し
ま
し
た
が
、
天
皇
新
嘗
は
本
来
、
稲
と
粟
双
方
の
祭
祀

で
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
天
下
を
統
治
し
た
天
皇
の
理
想
と
現
実
の
姿
が
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。

数
多
く
の
災
害
・
飢
饉
に
瀕
し
た
天
皇
に
と
っ
て
、
祈
願
の
主
旨
は
順
調
な
農
耕
の
豊
穣
で
あ

り
ま
し
た
。
粟
は
飢
饉
の
備
蓄
の
た
め
に
義
倉
に
納
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
霊
亀
元
年
（
七
一
五
）

の
陸
田
作
物
の
奨
励
の
詔
に
は
、
畑
作
の
諸
穀
の
な
か
で
粟
が
最
も
精
好
で
あ
る
と
記
載
さ
れ

て
い
ま
す
。
天
皇
の
立
場
で
は
、
稲
の
生
育
を
志
向
し
つ
つ
、
国
家
の
安
定
の
た
め
に
は
、
粟

の
生
産
と
備
蓄
も
無
視
で
き
な
い
事
柄
で
あ
っ
た
の
で
す
。
こ
こ
に
天
皇
に
よ
る
粟
祭
祀
の
現

実
が
あ
り
ま
し
た
。
大
嘗
祭
も
粟
祭
祀
を
「
秘
事
」
と
し
て
組
み
込
む
こ
と
で
、
国
家
祭
祀
と

し
て
の
意
義
が
確
立
し
た
の
で
す
。

神
社
の
発
生
は
、
ヤ
シ
ロ
の
社
で
あ
る
土
、
そ
の
地
域
、
土
地
と
つ
な
が
る
自
然
景
観
に
源

流
が
あ
り
、
在
地
性
・
土
着
性
が
不
可
欠
で
あ
り
ま
し
た
。
天
皇
の
祭
祀
は
、
地
域
の
祭
祀
と

二
重
構
造
に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
祭
祀
権
の
二
重
構
造
と
し
て
、
近
世
ま
で
一
元
化
さ
れ
ず
、

近
代
明
治
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
解
消
さ
れ
ま
し
た
。
最
近
研
究
が
進
ん
で
い
る
古
代
祭
祀
に

つ
い
て
、
遣
使
祭
祀
と
か
、
委
託
祭
祀
と
か
、
在
地
祭
祀
と
か
、
天
皇
祭
祀
の
委
任
事
項
に
関

す
る
論
議
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
根
源
は
、
天
皇
祭
祀
権
と
地
域
祭
祀
、
在
地

性
と
の
二
重
構
造
論
に
起
因
す
る
も
の
で
す
。

現
代
人
か
ら
み
る
と
古
代
に
回
帰
す
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で
す
。
と
く
に
古
代
祭
祀
を
理

解
す
る
こ
と
は
。
現
代
の
神
道
祭
式
は
、
当
然
古
代
に
起
源
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
推

測
で
き
ま
す
が
、
な
か
な
か
つ
な
げ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
な
か
で
、
古
代
か

ら
現
代
へ
受
け
継
が
れ
て
き
た
大
嘗
祭
は
、
古
代
の
祭
祀
の
形
式
を
そ
の
ま
ま
伝
え
て
い
る
も

の
で
あ
り
、
大
嘗
祭
の
本
義
を
理
解
す
る
こ
と
が
、
祭
祀
の
根
本
へ
と
入
っ
て
い
く
こ
と
が
で

き
る
の
で
す
。
い
ま
、
大
嘗
祭
の
研
究
が
重
要
と
さ
れ
る
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。

今
後
、
こ
の
点
を
詳
し
く
煮
詰
め
て
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。
本
日
は
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
来
年
の
大
嘗
祭
が
恙
な
く
斎
行
さ
れ
ま
す
こ
と
を
皆
さ
ま
と
と
も

に
祈
念
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

【
付
記
】
平
成
三
十
年
六
月
の
講
演
の
あ
と
、
現
在
ま
で
に
大
嘗
祭
関
係
で
、
以
下
の
論
考
を
発
表
し
た
。

皇
學
館
に
お
け
る
講
演
は
、
現
時
点
の
研
究
の
出
発
点
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
集
成
が
以
下
の
論

考
で
あ
る
（
令
和
元
年
十
月
）。

＊
「
天
武
朝
前
期
に
お
け
る
天
皇
新
嘗
と
伊
勢
斎
王
」（『
古
代
の
信
仰
・
祭
祀
』
竹
林
舎
、
平
成

三
十
年
十
月
）

＊
「
稲
と
粟
の
祭
り
―
大
嘗
祭
と
新
嘗
―
」（『
國
學
院
雑
誌
』
一
一
九
巻
十
二
号
、
平
成
三
十

年
十
二
月
）

大
嘗
祭

天
皇
祭
祀
権
と
在
地
性

（
岡
田
）
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＊
「
大
嘗
祭
祭
祀
論
の
真
義
―
遙
拝
・
庭
上
・
供
膳
祭
祀
―
」（『
大
嘗
祭
と
古
代
の
祭
祀
』
吉

川
弘
文
館
、
平
成
三
十
一
年
三
月
）

＊
「
古
代
と
近
代
の
大
嘗
祭
と
祭
祀
制
」（『
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
機
構
紀
要
』
十
一
号
、

平
成
三
十
一
年
三
月
）

＊
「
大
嘗
祭
・
祭
祀
論
の
真
義
」（『
神
道
宗
教
』
二
五
四
・
二
五
五
合
併
号
、
令
和
元
年
十
月
）

＊
「
昭
和
後
期
、
古
代
神
祇
祭
祀
論
を
め
ぐ
っ
て
―
岡
田
精
司
氏
の
学
説
―
」（『
神
道
宗
教
』

二
五
四
・
二
五
五
合
併
号
、
令
和
元
年
十
月
）

＊
「
大
嘗
祭
―
陪
膳
采
女
の
作
法
と
祝
詞
を
中
心
に
―
」（『
國
學
院
雑
誌
』
一
二
〇
巻
十
一
号
、

令
和
元
年
十
一
月
）

【
佐
野
真
人
】
岡
田
莊
司
先
生
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
大
嘗
祭
は
、
来
年
い
よ
い
よ

迫
っ
て
ま
い
り
ま
し
て
、
議
論
が
活
発
に
な
っ
て
く
る
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
岡
田

莊
司
先
生
に
は
、
あ
え
て
西
暦
で
申
し
ま
す
が
、
二
〇
一
九
年
十
二
月
神
道
研
究
所
で
予
定
し

て
お
り
ま
す
、「
皇
位
継
承
儀
礼
の
総
括
的
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
仮
）」
の
開
催
を
予
定
し
て
お
り

ま
し
て
、
そ
こ
で
も
ご
登
壇
し
て
い
た
だ
く
予
定
で
お
願
い
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
以

上
を
も
ち
ま
し
て
平
成
三
十
年
度
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
神
道
研
究
所
公
開
学

術
講
演
を
終
了
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
皆
さ
ま
ご
聴
講
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
お
か
だ

し
ょ
う
じ
・
國
學
院
大
學
名
誉
教
授
）

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
六
号
（
令
和
二
年
三
月
）
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