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え
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﹂
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千
種
清
美
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第
六
回
皇
學
館
大
學
人
文
學
會
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹁
伊
勢
の
式
年
遷
宮
を
考
え
る
﹂
を
始
め
さ
せ
て
頂
き
ま
す
︒
挨
拶
と
趣
旨
説
明

を
兼
ね
ま
し
て
︑
発
題
者
の
岡
田
登
先
生
に
ご
登
壇
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
︒
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
論
点
を
提
起
し
て
頂
き
た
い
と
思
い

ま
す
︒

発

題

皇
學
館
大
学
文
学
部
教
授

岡

田

登

一
︑
は

じ

め

に

今
回
︑
人
文
学
会
で
は
﹁
伊
勢
の
式
年
遷
宮
を
考
え
る
﹂
と
い
う
テ
ー
マ
で
︑
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り

ま
し
た
︒
今
年
は
︑
第
六
十
二
回
式
年
遷
宮
の
年
に
当
っ
て
お
り
︑
皇
學
館
大
学
で
も
︑
式
年
遷
宮
に
つ
い
て
︑
学
術
的
な
研
究
会
を
開
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催
し
て
︑
討
論
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
︑
午
前
中
を
研
究
発
表
と
し
︑
午
後
に
こ
の
会
を
開
か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
し
た
︒

ま
ず
初
め
に
︑
皇
學
館
大
学
の
こ
と
を
少
し
お
話
し
し
て
お
き
ま
す
︒
昨
年
︑
本
学
は
創
立
百
三
十
周
年
︑
再
興
五
十
周
年
を
迎
え
ま

し
た
︒
本
学
は
︑
明
治
十
五
年
︵
一
八
八
二
︶
に
︑
神
宮
祭
主
久
邇
宮
朝
彦
親
王
の
令
達
︵
思
召
し
︶
で
︑
創
立
さ
れ
ま
し
た
︒
そ
し
て
︑

親
王
の
代
理
と
し
て
神
宮
権
宮
司
の
藤
岡
好
古
か
ら
内
務
¦
に
提
出
さ
れ
た
皇
學
館
開
設
の
伺
書
に
は
︑
﹁
本
館
設
立
の
大
義
は
︑
専
ら

神
宮
に
関
す
る
古
伝
を
明
ら
か
に
し
︑
其
他
神
典
・
国
史
・
律
令
・
格
式
・
地
理
・
物
産
・
民
族
・
語
学
等
に
至
り
︑
生
徒
を
し
て
之
を

習
熟
せ
し
め
︑
以
て
其
成
材
を
要
す
﹂
と
︑
そ
の
目
的
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
︒
私
た
ち
皇
學
館
の
教
職
員
学
生
は
︑
明
治
三
十
三
年

︵
一
九
〇
〇
︶
の
賀
陽
宮
邦
憲
王
令
旨
を
建
学
の
精
神
と
し
て
捉
え
て
い
ま
す
が
︑
本
学
は
明
治
十
五
年
に
で
き
て
い
ま
す
の
で
︑

三
十
三
年
ま
で
は
建
学
の
精
神
が
な
か
っ
た
の
か
と
言
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
創
立
当
時
は
︑﹁
神
宮
の
古
伝
を
明
ら
か
に
す
る
﹂

と
い
う
こ
と
が
謳
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
︑
皇
學
館
の
教
職
員
学
生
は
︑
神
宮
の
こ
と
に
つ
い
て
︑
よ
く
理
解
し
︑
よ
く
人
に
伝
え
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
が
︑
基
本
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
︒

朝
彦
親
王
が
︑
こ
の
よ
う
な
思
い
を
持
た
れ
た
の
は
何
故
か
と
申
し
ま
す
と
︑
明
治
四
年
︵
一
八
七
一
︶
の
五
月
に
︑
古
代
以
来
続
い

た
世
襲
神
職
︵
内
宮
は
荒
木
田
氏
︑
外
宮
は
度
会
氏
︶
が
︑
そ
の
五
月
に
︑
明
日
か
ら
神
宮
に
勤
務
し
な
く
て
よ
い
︒
新
た
に
政
府
が
任
命

し
た
神
職
に
︑
神
宮
を
任
せ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
︒
ま
た
︑
そ
の
二
ヶ
月
後
に
は
︑
神
職
の
ほ
と
ん
ど
が
伊
勢
の
信
仰
を
伝
え

る
御お
ん

師し

と
な
り
︑
北
海
道
南
端
の
松
前
か
ら
南
は
九
州
の
鹿
児
島
ま
で
︑
お
札
︵
剣
先
祓
・
箱
祓
︶
を
配
っ
て
伊
勢
信
仰
を
伝
え
て
い
た

人
々
も
︑
二
ヶ
月
後
に
は
﹁
明
日
か
ら
︑
こ
の
生
業
︵
配
札
・
伊
勢
暦
頒
布
︑
檀
家
の
止
宿
・
神
楽
奉
奏
・
祈
祷
な
ど
︶
を
一
切
し
て
は
い
け

な
い
﹂
と
禁
止
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
︒
そ
れ
以
降
︑
伊
勢
の
町
は
︑
宗
教
都
市
と
し
て
の
姿
︵
街
道
沿
い
に
御
師
邸
が
甍
を
並
べ
る
町
並
︶

を
大
き
く
変
え
︑
今
の
よ
う
な
町
に
な
っ
て
い
ま
す
︒
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そ
う
い
っ
た
中
︑
幕
末
争
乱
期
に
政
治
的
活
動
を
し
た
朝
彦
親
王
は
︑
維
新
後
は
神
宮
祭
主
に
任
じ
ら
れ
︑
京
都
に
住
み
︑﹃
日
本
書
紀
﹄

と
か
﹃
古
事
記
﹄
な
ど
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
︑
ご
自
身
の
邸
宅
で
勉
強
会
を
開
か
れ
ま
し
た
︒
そ
し
て
︑
勉
強
会
を
さ
れ
る
中

で
︑
神
宮
の
神
職
︵
禰
宜
た
ち
︶
に
も
京
都
に
来
る
よ
う
に
い
わ
れ
︑
祭
主
自
ら
︑
こ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
か
︑
神
宮
で
は
ど

う
な
っ
て
い
る
の
か
と
問
わ
れ
た
ら
︑
新
た
に
任
命
さ
れ
た
神
職
は
︑
親
王
の
御
下
問
に
﹁
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
︒
明
治
四
年
の
五
月
に

任
用
を
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
︑
そ
れ
以
前
の
古
い
時
代
の
こ
と
は
全
く
分
か
り
ま
せ
ん
﹂
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
︒
そ
う
い
っ

た
中
で
︑
そ
の
十
年
後
︑
恐
ら
く
こ
の
十
年
間
に
︑
神
宮
で
は
色
々
な
問
題
が
蓄
積
さ
れ
︑
神
宮
の
古
伝
を
明
確
に
し
︑
理
解
す
る
と
い

う
学
問
所
が
必
要
に
な
り
︑
皇
學
館
は
宇
治
の
林
崎
文
庫
に
創
立
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
︒
皇
學
館
の
本
質
と
い
う
も
の
は
︑
こ
の
伊
勢
の

地
に
あ
る
限
り
︑
神
宮
の
古
伝
を
追
い
求
め
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
︒
も
し
︑
世
襲
神
職
や
御
師
が
廃
止
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
ら
︑

皇
學
館
大
学
は
な
か
っ
た
し
︑
今
日
の
よ
う
な
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
も
開
か
れ
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
︒
人
文
学
会
は
︑
文
学
部
の
教
員
学
生

を
中
心
に
︑
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
︑
大
学
創
立
の
趣
旨
を
理
解
す
る
た
め
に
も
︑
こ
う
い
っ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
す
る
こ
と
は
︑

大
変
意
義
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒
東
京
で
は
︑
國
學
院
大
學
を
中
心
に
︑
盛
ん
に
伊
勢
神
宮
の
こ
と
を
考
え
る
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
な
ど
が
︑
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
︒
と
こ
ろ
が
︑
こ
の
伊
勢
で
は
ど
う
か
と
い
い
ま
す
と
︑
少
し
寂
し
い
よ
う
で
︑
本
会
の
委
員
の
皆

さ
ん
に
諮
り
︑
こ
の
よ
う
な
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
す
︒

そ
し
て
︑
テ
ー
マ
を
﹁
伊
勢
の
式
年
遷
宮
を
考
え
る
﹂
と
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
は
︑
何
故
か
と
申
し
ま
す
と
︑
今
回
の
式
年
遷
宮
に

つ
い
て
は
︑
マ
ス
コ
ミ
の
多
く
が
︑
あ
る
い
は
書
店
に
並
ぶ
関
係
の
本
の
多
く
が
︑
出
雲
と
伊
勢
が
式
年
遷
宮
の
年
に
当
っ
て
い
る
こ
と

を
捉
え
︑
注
目
し
て
い
ま
す
︒
出
雲
大
社
は
六
十
年
︑
伊
勢
の
神
宮
は
二
十
年
ご
と
の
式
年
遷
宮
で
︑
こ
れ
が
︑
た
ま
た
ま
重
な
っ
た
の

が
今
年
で
す
︒
神
宮
で
は
︑
昭
和
二
十
四
年
︵
一
九
四
九
︶
に
︑
第
五
十
九
回
式
年
遷
宮
が
行
な
わ
れ
る
は
ず
で
し
た
が
︑
敗
戦
後
に
参

宮
さ
れ
た
天
皇
の
思
召
し
に
よ
っ
て
︑
延
期
す
る
こ
と
に
な
り
︑
昭
和
二
十
八
年
︵
一
九
五
三
︶
に
式
年
遷
宮
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
︒
そ

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹁
伊
勢
の
式
年
遷
宮
を
考
え
る
﹂
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し
て
︑
出
雲
の
六
十
年
と
伊
勢
の
二
十
年
が
重
な
っ
て
︑
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
観
光
の
一
つ
の
目
玉
と
し
て
︑
あ
る
意
味
で
は
神
々
の
こ

と
を
考
え
る
絶
好
の
チ
ャ
ン
ス
と
し
て
︑
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
︒
今
年
が
︑
出
雲
と
伊
勢
を
考
え
る
よ
い
機
会
と
な
っ
た
わ
け
で
す
︒
そ

う
い
っ
た
中
で
︑
私
た
ち
伊
勢
に
あ
る
大
学
と
し
て
も
︑
伊
勢
の
式
年
遷
宮
を
し
っ
か
り
考
え
て
み
よ
う
と
い
う
わ
け
で
す
︒

式
年
遷
宮
そ
の
も
の
は
︑
古
代
の
史
料
を
み
る
と
︑
大
阪
府
の
住
吉
大
社
︑
あ
る
い
は
茨
城
県
の
鹿
島
神
宮
︑
千
葉
県
の
香
取
神
宮
の

三
宮
社
は
︑
平
安
時
代
の
正
史
で
あ
る
﹃
日
本
後
紀
﹄
の
弘
仁
三
年
︵
八
一
二
︶
六
月
辛
卯
︵
五
日
︶
条
に
︑

神
祇
官
言
︒
住
吉
香
取
鹿
島
三
神
社
︒
隔
二

廿
箇
年
一︒
皆
改
作
︒
積
習
為
レ

常
︒
其
弊
不
レ

少
︒
今
須
下

除
二

正
殿
一

外
︒
随
レ

破
修
理
上︒

永
為
二

恒
例
一︒
許
レ

之
︒

と
あ
り
︑
二
十
年
ご
と
に
式
年
遷
宮
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
が
出
て
い
ま
す
︒
た
だ
︑
弊
害
が
多
い
の
で
︑
正
宮
だ
け
に
し
て
︑
あ
と
は

破
損
に
随
っ
て
修
理
を
す
る
よ
う
に
︑
と
い
う
こ
と
が
出
て
い
ま
す
︒
伊
勢
の
神
宮
で
は
︑
逆
に
古
代
以
来
遷
宮
対
象
の
お
宮
が
拡
大
さ

れ
て
き
て
い
る
こ
と
を
︑
こ
れ
か
ら
お
話
し
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
︒
時
間
が
足
り
な
い
と
こ
ろ
は
︑
後
ほ
ど
の
討
論
の
中
で
︑
勝

山
清
次
先
生
︑
茂
木
貞
純
先
生
︑
吉
川
竜
実
先
生
に
︑
い
ろ
い
ろ
と
補
っ
て
頂
い
て
︑
そ
し
て
討
論
に
入
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
︒

ま
ず
︑
既
に
ご
存
知
だ
と
思
い
ま
す
が
︑
私
の
考
え
て
い
る
皇
大
神
宮
と
豊
受
大
神
宮
に
つ
い
て
︑
少
し
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
︒

二
︑
内
・
外
両
宮
の
創
祀

皇
大
神
宮
︵
内
宮
︶
で
す
が
︑
基
本
的
に
は
垂
仁
天
皇
二
十
六
年
丁
巳
の
年
︑
西
暦
二
九
七
年
︑
三
世
紀
末
頃
に
創
祀
さ
れ
た
と
考
え

て
よ
い
と
思
い
ま
す
︒
そ
れ
か
ら
︑
豊
受
大
神
宮
︵
外
宮
︶︑
豊
受
大
御
神
︑
こ
れ
は
食
の
神
で
す
が
︑
現
在
で
は
衣
食
住
の
神
で
︑
衣
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と
住
が
加
わ
り
︑
あ
ら
ゆ
る
産
業
の
神
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
︑
私
は
食
の
み
オ
ン
リ
ー
の
神
と
考
え
て
い
ま
す
︒
神
宮
の
方
で
は
︑
雄
略

天
皇
二
十
二
年
︵
四
七
八
︶
と
し
て
い
ま
す
が
︑﹃
太
神
宮
諸
雑
事
記
﹄
に
見
え
る
も
う
一
つ
の
創
祀
時
期
で
あ
る
同
天
皇
二
十
一
年
丁

巳
︵
四
七
七
︶
は
︑
皇
大
神
宮
創
祀
年
の
干
支
で
あ
る
丁
巳
に
合
わ
せ
て
︑
丹
波
国
︑
後
の
丹
後
国
か
ら
︑
こ
の
地
に
遷
さ
れ
た
と
考
え

て
い
ま
す
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
五
世
紀
の
後
半
に
な
り
ま
す
︒

天
照
大
御
神
は
︑
日
の
神
・
太
陽
神
と
考
え
て
問
題
は
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
︒﹃
紀
記
﹄
の
神
代
巻
を
見
て
い
た
だ
い
た
ら
︑
天
の

岩
戸
隠
れ
で
︑
世
の
中
が
真
っ
暗
に
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
︒
太
陽
の
日
食
を
表
現
し
た
も
の
と
考
え
れ
ば
︑
ア
マ
テ
ラ
ス

︵
天
を
照
ら
す
︶
と
い
う
言
葉
︑
あ
る
い
は
大お
お

日ひ
る

孁め

︵
大
日
留
女
︶
と
い
う
名
か
ら
考
え
て
も
︑
太
陽
神
と
理
解
し
て
よ
い
と
思
い
ま
す
︒

た
だ
残
念
な
が
ら
︑
戦
後
の
歴
史
学
界
の
多
く
の
研
究
者
は
︑
崇
神
天
皇
︑
あ
る
い
は
垂
仁
天
皇
な
ど
の
存
在
を
疑
い
︑
実
在
を
認
め
て

い
ま
せ
ん
︒
皇
學
館
と
國
學
院
だ
け
が
︑
頑
張
っ
て
﹃
古
事
記
﹄・﹃
日
本
書
紀
﹄
の
正
当
性
を
︑
話
さ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
形
に
な
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
︑
と
思
っ
て
い
ま
す
︒

天
照
大
御
神
は
︑
大
倭
︵
現
在
の
奈
良
県
桜
井
市
︶
で
祀
ら
れ
て
い
た
も
の
が
こ
の
伊
勢
へ
︑
そ
れ
か
ら
豊
受
大
御
神
は
丹
後
国
︵
現
在

の
京
都
府
京
丹
後
市
︶
か
ら
︑
こ
ち
ら
に
遷
さ
れ
た
と
い
う
形
と
な
っ
て
い
ま
す
︒
な
ぜ
天
照
大
御
神
が
︑
こ
の
地
に
移
さ
れ
た
か
と
い

う
と
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
に
天
照
大
御
神
の
教
え
と
し
て
︑﹁
神
風
の
伊
勢
国
は
常と
こ

世よ

の
浪
の
重し
き

浪な
み

帰よ

す
る
国
な
り
︒
傍か
た

国く
に

の
可
怜

う

ま

し

し
国
な
り
︒

是
の
国
に
居
ら
ん
と
欲
す
﹂
と
あ
り
ま
す
︒
こ
の
常
世
と
い
う
の
は
ど
こ
か
と
言
い
ま
す
と
︑
海
の
彼
方
の
永
遠
の
命
を
育
む
場
所
で
す
︒

日
本
の
周
囲
に
は
︑
海
が
あ
り
ま
す
が
︑
間
違
い
な
く
︑
大
倭
か
ら
見
た
東
の
海
︑
そ
こ
に
常
世
を
考
え
て
い
ま
す
︒
そ
し
て
︑
こ
の
﹁
海
﹂

と
い
う
字
は
︑
音
で
は
﹁
カ
イ
﹂
で
す
が
︑
訓
で
は
﹁
う
み
﹂
で
す
︒
こ
の
﹁
う
み
﹂
と
い
う
訓
は
︑
い
っ
た
い
何
か
と
言
い
ま
す
と
︑

﹁
生
﹂・﹁
産
﹂
で
す
︒
こ
れ
は
︑
い
ず
れ
も
﹁
う
み
﹂
と
読
み
ま
す
︒
つ
ま
り
︑
東
の
海
を
真
っ
赤
に
染
め
上
げ
て
︑
大
き
な
太
陽
が
昇
っ

て
来
ま
す
︒
東
の
海
の
か
な
た
の
︑
常
世
の
国
の
永
遠
の
命
を
育
む
と
こ
ろ
か
ら
︑
毎
日
太
陽
は
生
ま
れ
︑
西
の
海
で
毎
日
亡
く
な
っ
て
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い
る
と
︑
古
代
人
は
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒
亡
く
な
る
と
い
っ
て
も
︑
海
に
深
く
消
え
て
︑
朝
に
な
っ
た
ら
東
か
ら

昇
っ
て
こ
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
い
た
と
思
い
ま
す
︒
な
ぜ
︑
神
嘗
祭
は
夜
行
な
わ
れ
る
の
か
︒
あ
る
い
は
式
年
遷
宮
の
遷
御
の

儀
が
︑
な
ぜ
浄
闇
︑
真
っ
暗
な
闇
の
中
︵
但
し
︑
神
嘗
祭
や
遷
御
が
行
な
わ
れ
る
九
月
十
五
～
十
七
日
は
︑
旧
暦
で
は
満

月
の
日
で
︑
天
照
大
御
神
の
弟
神
︑
月
読
神
の
助
け
を
受
け
る
こ
と
と
な
る

︶
で
行
な
わ
れ
る
の
か
︒
お
そ
ら
く

東
の
海
か
ら
昇
っ
て
こ
ら
れ
た
時
は
︑
人
の
世
界
を
照
ら
し
︑
神
の
世
界
は
夜
と
い
う
思
い
が
︑
こ
こ
に
は
あ
る
と
思
い
ま
す
︒

そ
し
て
︑
倭
姫
命
が
︑
こ
の
地
に
天
照
大
御
神
を
遷
さ
れ
ま
し
た
が
︑
豊
受
大
御
神
は
な
ぜ
丹
波
国
か
ら
遷
さ
れ
た
か
と
申
し
ま
す
と
︑

倭
姫
命
の
お
母
さ
ん
は
日ひ

葉ば

酢す

媛
ひ
め
の

命
み
こ
と

で
︑
そ
の
お
父
さ
ん
は
丹た
ん

波ば

道み
ち

主
ぬ
し
の

命
み
こ
と

で
す
︒
外
宮
は
︑
雄
略
天
皇
の
時
に
︑
こ
の
伊
勢
の
地
に
天

照
大
御
神
を
遷
さ
れ
た
倭
姫
命
の
母
方
の
出
身
地
︑
丹
波
国
か
ら
食
の
神
を
求
め
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒
倭
姫
命
は
︑
伊
勢
の

地
に
天
照
大
御
神
を
遷
し
て
︑
祠
を
五
十
鈴
川
の
川
上
︵
川
の
ほ
と
り
︶
に
建
て
た
時
に
︑
祠
の
近
く
に
建
て
た
斎
宮
に
住
み
︑
日
別
朝

夕
の
大
御
饌
を
大
御
神
に
捧
げ
て
い
た
と
思
い
ま
す
︒
で
す
か
ら
︑
初
代
の
倭
姫
命
が
ご
自
身
の
出
自
す
る
丹
波
の
地
で
祀
ら
れ
て
い
た

豊
受
大
御
神
を
︑
食
の
神
と
し
て
︑
伊
勢
の
地
に
遷
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
︒

三
︑
神
宮
の
構
成
と
経
営

神
宮
は
︑
正
宮
・
別
宮
・
摂
社
・
末
社
・
所
管
社
・
別
宮
所
管
社
の
百
二
十
五
の
宮
社
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
︒
神
の
数
に
す
る
と
百

四
十
一
座
で
す
︒
そ
の
分
布
に
つ
き
ま
し
て
は
︑
内
宮
側
は
︑
宮
川
を
渡
っ
た
玉
城
町
を
中
心
に
分
布
し
て
い
ま
す
︒
そ
れ
か
ら
︑
外
宮

の
摂
末
社
は
︑
宮
川
と
勢
田
川
に
挟
ま
れ
た
地
域
に
主
と
し
て
分
布
し
て
い
ま
す
︒
そ
し
て
︑
こ
の
百
二
十
五
の
宮
社
を
総
称
し
て
︑﹁
神

宮
﹂
と
呼
ん
で
い
ま
す
︒
こ
の
摂
社
・
末
社
・
所
管
社
に
あ
た
る
社
は
︑
基
本
的
に
は
︑
天
照
大
御
神
︑
あ
る
い
は
豊
受
大
御
神
が
︑
こ

の
地
に
遷
さ
れ
る
以
前
か
ら
︑
こ
の
地
で
祀
ら
れ
て
い
た
神
々
で
︑
場
合
に
よ
る
と
縄
文
時
代
︑
弥
生
時
代
以
来
︑
ず
っ
と
古
く
か
ら
︑
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こ
の
地
で
祀
ら
れ
て
い
た
神
々
が
︑
神
宮
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
と
し
て
︑
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
︑
理
解
し
て
よ
い
と
思
っ
て
い
ま
す
︒

古
く
か
ら
の
土
地
の
神
々
を
︑
丁
重
に
お
祭
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
天
照
大
御
神
・
豊
受
大
御
神
に
安
ん
じ
て
︑
こ
の
地
に
い
て
い
た

だ
け
る
と
︑
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒

そ
し
て
︑
そ
の
経
営
に
あ
た
っ
て
は
︑
古
代
で
は
神
郡
で
あ
る
度
会
・
多
気
両
郡
に
住
ん
で
い
る
人
々
が
神
宮
に
税
を
出
す
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
︒
そ
の
中
心
は
︑﹁
神
戸
﹂
で
す
︒
伊
勢
国
に
は
︑
桑
名
郡
か
ら
飯
野
郡
︑
そ
れ
か
ら
大
和
の
宇
陀
郡
︑
伊
賀
の

神
戸
︑
近
鉄
の
駅
に
伊
賀
神
戸
が
あ
り
ま
す
が
︑
駅
の
近
辺
に
は
神
宮
の
神
戸
が
い
た
と
こ
ろ
で
す
︒
そ
し
て
︑
志
摩
の
国く

崎ざ
き

︵
現
︑
鳥

羽
市
︶︑
鵜う

倉く
ら

・
慥た
し

柄か
ら

︵
以
上
は
︑
南
伊
勢
町
︶︑
そ
し
て
尾
張
は
中
島
郡
︑
そ
れ
か
ら
三
河
で
は
渥
美
郡
︑
遠
江
で
は
浜
名
郡
︑
こ
う
い
っ

た
と
こ
ろ
に
神
戸
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
︒
そ
れ
以
外
に
︑
神
田
︑
神
の
田
圃
で
す
︒
大
和
国
の
宇
陀
郡
︑
伊
賀
・
伊
勢
国
︑
こ
う
い
っ

た
と
こ
ろ
に
田
が
置
か
れ
て
い
ま
し
て
︑
そ
こ
で
穫
れ
た
米
は
︑
神
宮
の
祭
典
・
経
営
に
使
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
︒
式
年
遷
宮

の
造
営
費
は
︑
基
本
的
に
古
代
で
は
︑
神
戸
か
ら
の
税
を
当
て
ま
す
︒
そ
れ
を
管
轄
し
て
い
た
の
は
︑
神
宮
の
大
宮
司
で
す
︒
も
し
不
足

し
た
場
合
は
︑
正
税
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
国
々
の
国
庫
︑
国
司
・
郡
司
の
管
理
す
る
倉
か
ら
︑
税
と
し
て
出
す
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
ま
し
た
︒

と
こ
ろ
が
︑
こ
の
神
戸
と
か
神
田
と
か
は
︑
律
令
制
が
崩
壊
し
て
く
る
と
︑
税
が
集
ま
ら
な
く
な
り
︑
神
宮
自
身
も
荘
園
を
持
ち
始
め
ま

す
︒
そ
の
荘
園
の
こ
と
を
︑﹁
御
厨
﹂
と
か
﹁
御
薗
﹂
と
呼
ん
で
い
ま
す
︒

一
四
世
紀
頃
の
﹃
神
鳳
鈔
﹄
に
は
︑
御
厨
・
御
薗
は
︑
四
○
か
国
︑
一
三
八
三
か
所
あ
り
︑
そ
こ
か
ら
の
税
で
︑
神
宮
が
経
営
さ
れ
て

い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
た
だ
︑
こ
れ
と
式
年
遷
宮
の
費
用
と
の
関
係
は
︑
ま
だ
十
分
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
部
分
も
あ
る
と
思
っ

て
い
ま
す
︒
お
そ
ら
く
こ
こ
か
ら
︑
上
が
っ
た
税
を
使
わ
な
い
と
式
年
遷
宮
は
で
き
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
が
︑
こ
の
御
厨
・
御
薗
か
ら

の
税
も
︑
享
徳
元
年
︵
一
四
五
二
︶
で
は
︑
一
八
一
あ
っ
た
も
の
が
︑
大
永
六
年
︵
一
五
二
六
︶
に
は
六
八
︑
三
分
の
一
に
減
っ
て
い
ま

す
の
で
︑
戦
国
乱
世
に
な
る
と
御
厨
・
御
薗
も
激
減
し
︑
遷
宮
を
支
え
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
て
い
く
状
況
が
生
ま
れ
た
と
思
い
ま
す
︒
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神
宮
で
は
︑
こ
の
御
厨
・
御
薗
に
頼
り
︑
神
祭
り
を
す
る
人
々
の
生
活
も
支
え
て
い
ま
し
た
︒
こ
れ
は
基
本
的
に
︑
神
祭
り
を
す
る
人
が

あ
っ
て
こ
そ
の
︑
お
宮
と
理
解
で
き
ま
す
︒
変
な
話
で
す
が
︑
昭
和
二
十
年
︵
一
九
四
五
︶
か
ら
二
十
七
年
に
︑
占
領
軍
が
日
本
を
統
治

し
て
い
ま
し
た
が
︑
ア
メ
リ
カ
人
が
神
宮
を
祭
っ
て
く
れ
る
か
と
言
い
ま
す
と
︑
決
し
て
祭
っ
て
く
れ
な
い
と
思
い
ま
す
︒
今
の
神
宮
の

宮
域
に
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
を
建
て
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
︑
お
宮
を
そ
の
ま
ま
神
祭
り
の
対
象
と
し
て
考
え
て
く
れ
な
い
︒
や
は
り
︑

日
本
人
だ
か
ら
こ
そ
︑
千
数
百
年
の
歴
史
を
持
っ
て
い
る
お
宮
だ
か
ら
こ
そ
︑
そ
こ
で
お
祭
り
が
続
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
︒

そ
し
て
︑
税
収
が
ど
ん
ど
ん
減
少
し
て
い
く
中
で
︑
式
年
遷
宮
を
考
え
る
と
︑
重
要
な
も
の
が
あ
り
ま
す
︒﹁
役
夫
工
米
﹂︑﹁
や
く
ふ

く
ま
い
﹂
あ
る
い
は
﹁
や
く
ぶ
く
ま
い
﹂
と
呼
ん
で
い
ま
す
︒
全
国
の
公
領
・
荘
園
に
︑
式
年
遷
宮
の
た
め
に
︑
一
定
量
の
お
米
︑
初
穂

料
を
出
し
て
も
ら
う
と
い
う
も
の
で
す
︒
承
保
三
年
︵
一
〇
七
六
︶
か
ら
永
享
三
年
︵
一
四
三
一
︶
ま
で
続
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
︒

永
享
三
年
に
︑
こ
の
制
度
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
︑
外
宮
は
永
享
六
年
︑
内
宮
は
寛
正
三
年
︵
一
四
六
二
︶
を
最
後
に
︑
遷
宮
は
中
断

し
て
し
ま
い
ま
す
︒
四
百
年
間
︑
約
二
十
回
に
わ
た
り
遷
宮
費
用
を
賄
っ
て
い
ま
し
た
︒
役
夫
工
米
は
︑
天
皇
の
命
に
よ
っ
て
︑
太
政
官

符
が
出
さ
れ
て
徴
税
さ
れ
ま
す
が
︑
鎌
倉
幕
府
や
室
町
幕
府
は
ど
う
し
て
い
た
か
と
い
う
と
︑
荘
園
に
し
て
も
ど
こ
で
も
︑
で
き
る
だ
け

税
を
出
し
た
く
な
い
︒
加
税
免
除
を
訴
え
て
︑
だ
ん
だ
ん
役
夫
工
米
を
出
す
と
こ
ろ
が
減
っ
て
き
ま
す
︒
源
頼
朝
も
︑
守
護
・
地
頭
に
対

し
て
︑
役
夫
工
米
を
必
ず
出
す
よ
う
に
と
︑
出
し
て
な
い
荘
園
に
督
促
し
て
い
ま
す
︒
同
じ
よ
う
に
︑
室
町
幕
府
も
そ
の
こ
と
を
や
っ
て

い
ま
す
が
︑
だ
ん
だ
ん
徴
収
が
困
難
に
な
っ
て
き
ま
す
︒
役
夫
工
米
が
︑
設
定
さ
れ
た
時
期
は
︑
売
位
・
売
官
︑
要
す
る
に
成
じ
ょ
う

功ご
う

で
す
が
︑

遷
宮
費
用
を
出
し
た
ら
︑
希
望
の
官
職
に
つ
け
る
と
い
う
こ
と
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
︒
た
だ
︑
残
っ
て
い
る
史
料
が
極

め
て
少
な
い
の
で
︑
そ
ん
な
に
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
し
ま
す
が
︑
か
な
り
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒

そ
し
て
︑
室
町
時
代
に
な
る
と
︑
ま
す
ま
す
困
難
に
な
り
︑
京
の
洛
中
で
は
地
子
銭
︑
つ
ま
り
土
地
税
を
か
け
て
︑
式
年
遷
宮
の
経
費
に

充
て
る
と
い
う
こ
と
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
︒
そ
れ
か
ら
諸
道
の
要
所
や
大
津
に
関
所
を
設
け
て
︑
関
銭
を
集
め
る
と
い
う
こ
と
も
行
な
わ
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れ
て
い
ま
す
︒
こ
れ
は
︑
往
来
す
る
人
が
増
え
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
︒
特
に
︑
伊
勢
に
向
か
う
参
宮
街
道
沿
い
に
多
く
の
関
所
を

設
け
て
︑
関
銭
を
取
っ
て
︑
式
年
遷
宮
の
費
用
に
当
て
よ
う
と
い
う
思
い
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
︒
ま
た
室
町
幕
府
は
︑
貿
易
で
多
額
の
利

益
を
得
ま
し
た
天
龍
寺
船
に
倣
っ
て
︑
造
大
神
宮
船
を
派
遣
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
す
が
︑
こ
れ
は
出
す
と
こ
ろ
ま
で
い
か
な

か
っ
た
よ
う
で
す
︒
こ
う
い
っ
た
式
年
遷
宮
︑
あ
る
い
は
神
宮
そ
の
も
の
の
経
営
が
︑
よ
り
困
難
と
な
っ
た
の
は
︑
室
町
・
戦
国
の
乱
世

の
時
代
に
な
っ
て
き
た
か
ら
で
す
︒

近
世
で
は
︑
宮
川
以
東
を
神
領
地
︑
宮
川
よ
り
も
東
側
は
神
宮
に
付
属
し
た
土
地
と
し
て
い
ま
す
︒
こ
れ
は
︑
豊
臣
秀
吉
が
検
地
を
し

な
い
こ
と
を
認
め
︑
徳
川
家
康
も
そ
れ
を
踏
襲
し
て
︑
江
戸
時
代
を
通
じ
て
認
め
て
い
ま
し
た
︒
そ
し
て
︑
明
治
に
な
る
と
神
領
は
︑
全

て
国
へ
移
管
さ
れ
︑
神
宮
独
自
の
経
済
基
盤
を
全
く
失
っ
て
し
ま
い
ま
す
︒
け
れ
ど
も
︑
国
家
が
経
営
す
る
と
い
う
形
で
︑
国
の
税
金
か

ら
捻
出
し
た
経
費
で
行
な
う
国
家
管
理
の
お
宮
に
な
り
ま
す
︒
で
す
か
ら
︑
明
治
時
代
の
神
宮
の
職
員
は
︑
国
家
公
務
員
と
な
っ
て
い
ま

す
︒
な
ぜ
︑
御
師
や
世
襲
神
職
が
廃
止
に
な
っ
た
か
と
い
う
と
︑
国
か
ら
神
職
の
給
料
を
出
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
の
で
︑
た
く
さ
ん
の

神
職
が
い
ま
す
と
大
変
で
す
の
で
︑
こ
れ
を
減
ら
さ
な
い
と
い
け
な
い
︒
あ
の
人
を
残
し
て
︑
こ
の
人
は
残
さ
な
い
と
は
な
か
な
か
で
き

ま
せ
ん
の
で
︑
全
員
リ
ス
ト
ラ
︵
一
部
︑
内
宮
側
は
一
禰
宜
家
の
藤
波
︑
外
宮
側
は
松
木
家
を
残
す
︶
し
て
︑
政
府
が
新
た
に
雇
用
す
る
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
︒
そ
う
い
う
方
針
が
出
た
の
は
︑
ま
さ
に
こ
の
明
治
で
す
︒
よ
く
明
治
初
年
に
行
な
わ
れ
た
廃
仏
毀
釈
が
問
題
に

さ
れ
ま
す
が
︑
こ
の
宇
治
と
山
田
︑
内
宮
と
外
宮
の
あ
っ
た
町
か
ら
し
ま
す
と
︑
廃
仏
毀
釈
以
上
の
︑
大
変
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
す
︒
で
す
か
ら
︑
こ
の
宮
川
を
渡
っ
た
山
田
と
宇
治
に
は
︑
御
師
の
館
が
街
道
沿
い
に
累
々
と
甍
を
並
べ
︑
神
宮
文
庫
の
黒

門
︵
山
田
の
福
島
御み

塩さ

焼き

大
夫

だ

ゆ

う

邸
の
門
︶
の
よ
う
な
巨
大
な
門
を
持
っ
た
家
が
︑
街
道
沿
い
に
建
っ
て
い
た
わ
け
で
す
が
︑
そ
れ
が
今
は
ほ

と
ん
ど
残
っ
て
い
ま
せ
ん
︒
も
し
︑
こ
れ
ら
が
残
っ
て
い
た
ら
︑
京
都
や
奈
良
の
町
屋
や
寺
町
が
残
っ
て
い
る
の
と
同
じ
で
す
か
ら
︑
多

く
の
人
や
修
学
旅
行
生
が
も
っ
と
来
て
い
た
し
︑
世
界
中
の
人
が
来
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
︒
バ
チ
カ
ン
だ
と
か
︑
エ
ル
サ
レ
ム
だ
と
か
︑

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹁
伊
勢
の
式
年
遷
宮
を
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え
る
﹂
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世
界
の
宗
教
都
市
と
な
ん
ら
遜
色
す
る
こ
と
の
な
い
ほ
ど
の
︑
す
ば
ら
し
い
聖
地
の
町
並
み
が
︑
こ
こ
に
は
あ
っ
た
わ
け
で
す
︒
し
か
し
︑

こ
の
明
治
四
年
の
政
策
で
︑
伊
勢
は
一
変
し
た
と
い
う
こ
と
を
︑
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
︒
そ
し
て
︑
昭
和
二
十
年
以
降

は
︑
国
家
管
理
を
離
れ
︑
神
宮
も
一
宗
教
法
人
と
な
っ
て
い
ま
す
︒
こ
う
い
っ
た
こ
と
を
︑
踏
ま
え
な
が
ら
︑
式
年
遷
宮
の
問
題
を
考
え

て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
︒

四
︑
社
殿
の
造
営

式
年
遷
宮
と
は
︑
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
こ
と
は
︑
皆
さ
ん
も
よ
く
ご
存
知
の
よ
う
に
︑
二
十
年
ご
と
に
殿
舎
を
建
て
替
え
︑
別

宮
以
上
の
御
神
宝
・
装
束
を
新
し
く
作
り
直
す
と
い
う
も
の
で
す
︒
そ
し
て
︑
遷
宮
そ
の
も
の
の
内
容
を
個
別
に
見
て
い
き
ま
す
と
︑
ま

ず
建
物
の
造
営
で
す
︒
古
代
で
は
︑
造
宮
使
と
い
う
人
々
が
都
か
ら
来
て
い
ま
す
︒
伊
勢
の
大
工
が
建
て
る
の
で
は
な
く
︑
都
か
ら
使
い

が
派
遣
さ
れ
ま
す
︒﹁
長
官
・
次
官
・
判
官
・
主
典
﹂
の
四
等
官
︵
事
務
官
︶
と
﹁
木
工
長
上
﹂
︑
基
本
的
に
は
こ
の
木
工
長
上
が
︑
大
工

の
棟
梁
に
あ
た
り
ま
す
︒
そ
し
て
︑﹁
番
上
工
四
十
人
﹂
と
あ
り
ま
す
の
で
︑
大
工
さ
ん
た
ち
も
︑
こ
の
伊
勢
に
や
っ
て
来
る
と
い
う
こ

と
で
す
︒
宮
殿
建
築
で
︑
巨
大
な
材
木
を
切
っ
た
り
削
っ
た
り
︑
そ
う
い
う
技
術
を
持
っ
た
集
団
が
︑
伊
勢
に
や
っ
て
来
ま
す
︒
こ
の
人

達
が
来
な
け
れ
ば
︑
伊
勢
で
は
神
宮
の
お
宮
を
建
て
替
え
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
そ
れ
か
ら
︑﹁
役
夫
﹂

で
す
︒
大
工
だ
け
で
は
な
く
︑
今
の
よ
う
に
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
と
か
ダ
ン
プ
カ
ー
と
か
ト
ラ
ッ
ク
な
ど
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
︑
人
力
に
頼
ら

ざ
る
を
え
ま
せ
ん
︒
人
力
と
い
う
こ
と
で
い
う
と
︑
神
戸
の
民
が
こ
の
伊
勢
の
地
に
や
っ
て
来
ま
す
︒
先
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
伊
勢
・
大

和
・
伊
賀
・
志
摩
・
美
濃
・
尾
張
・
三
河
・
遠
江
な
ど
︑
主
に
東
海
地
方
の
人
々
が
︑
こ
の
伊
勢
に
や
っ
て
来
ま
す
︒
国
司
と
郡
司
が
︑

そ
れ
ぞ
れ
一
人
ず
つ
付
い
て
や
っ
て
来
ま
す
︒
つ
ま
り
︑
式
年
遷
宮
の
時
に
は
︑
こ
の
伊
勢
の
町
に
は
か
な
り
多
く
の
人
々
が
︑
遠
く
か
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ら
や
っ
て
来
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
︒
こ
れ
は
︑
今
で
い
う
一
日
神
領
民
と
か
︑
あ
る
い
は
特
別
神
領
民
と
か
呼
ば
れ
る
も
の
の
︑
淵

源
に
あ
た
る
も
の
で
す
︒

そ
し
て
︑
中
世
に
な
る
と
財
政
面
で
も
難
し
く
な
る
し
︑
国
司
あ
る
い
は
郡
司
な
ど
の
地
方
制
度
も
崩
壊
し
︑
新
た
な
形
の
も
の
を
創

り
出
さ
な
い
と
い
け
な
い
こ
と
に
な
っ
て
き
ま
す
︒
や
は
り
造
宮
使
そ
の
も
の
は
︑
都
か
ら
や
っ
て
き
ま
す
︒
特
に
︑﹁
伊
勢
遷
宮
行
事
﹂

と
い
う
中
央
の
役
人
が
任
じ
ら
れ
て
︑
そ
う
い
っ
た
人
々
が
何
々
行
事
︑
あ
る
い
は
﹁
上
し
ょ
う

卿け
い

﹂
と
呼
ば
れ
︑
遷
宮
の
支
配
を
行
な
う
こ
と

に
な
り
ま
す
︒
中
世
・
近
世
を
通
し
て
︑
そ
の
下
で
働
く
人
々
の
造
営
組
織
と
し
て
は
︑﹁
作さ
く

所し
ょ

﹂
と
い
う
の
が
伊
勢
に
置
か
れ
て
い
ま
す
︒

両
宮
に
︑
各
一
人
ず
つ
い
て
︑
基
本
的
に
は
︑
内
宮
の
荒
木
田
氏
で
は
藤
波
︑
外
宮
の
度
会
氏
で
は
松
木
︑
こ
の
家
の
人
が
︑
遷
宮
作
所

と
い
っ
て
︑
中
心
に
な
り
ま
し
た
︒
そ
し
て
︑
そ
の
下
に
︑﹁
小
作
所
﹂
と
い
う
も
の
が
出
来
て
︑
造
営
の
任
に
あ
た
っ
て
い
ま
す
︒
外

部
か
ら
は
︑
あ
ま
り
人
は
来
な
く
な
っ
て
い
ま
す
︒
た
だ
︑
外
宮
で
は
︑
小
作
所
は
早
く
無
く
な
っ
た
よ
う
で
す
︒
で
す
か
ら
︑
こ
こ
に

住
ん
で
い
る
神
領
民
を
中
心
に
し
て
︑
奉
仕
を
し
て
い
く
形
に
切
り
替
わ
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
︒
そ
し
て
︑﹁
頭
か
し
ら

﹂
と
書
い
て

あ
り
ま
す
が
︑﹁
頭と
う

工こ
う

﹂
で
す
︑
内
宮
で
は
︑
一
・
二
・
三
の
頭
を
作
っ
て
︑
の
ち
に
は
四
頭
︑
そ
れ
か
ら
外
宮
で
は
三
頭
︑
一
・
二
・
三
︑

何
と
か
三
頭
大
夫
と
か
︑
そ
う
い
っ
た
名
前
で
呼
称
し
ま
す
︒
要
す
る
に
グ
ル
ー
プ
で
︑
一
か
ら
四
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
︑
そ
れ
ぞ
れ

の
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
外
宮
で
は
︑
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
役
目
を
担
い
︑
そ
の
ト
ッ
プ
が
︑﹁
頭
﹂
と
い
わ
れ
て
い

る
も
の
で
す
︒
そ
し
て
︑
そ
の
下
に
は
︑﹁
頭
代
﹂
あ
る
い
は
﹁
小
工
﹂︑
そ
う
い
っ
た
人
々
が
四
十
四
人
ほ
ど
い
ま
し
た
︒
で
す
か
ら
︑

地
元
の
人
で
構
成
さ
れ
る
大
工
集
団
が
︑
こ
こ
に
生
ま
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
︒
そ
し
て
﹁
忌い
み

鍛か

冶じ

﹂︑
こ
れ
は
神
宮
の
社
殿
を
建

て
る
時
の
釘
や
︑
祭
り
の
時
に
使
う
鉄
製
の
﹁
人ひ
と

形が
た

﹂
を
作
っ
た
り
し
て
い
ま
す
︒
あ
る
い
は
小
さ
な
刀
子
な
ど
の
祭
具
を
作
っ
た
り
す

る
時
に
︑
鉄
を
使
い
ま
す
︒
そ
う
い
っ
た
集
団
は
︑
明
治
ま
で
ず
っ
と
続
い
て
い
ま
し
た
︒
こ
の
伊
勢
の
町
で
は
︑
二
十
年
ご
と
の
式
年

遷
宮
を
具
体
的
に
果
た
す
た
め
の
組
織
が
︑
存
在
し
て
い
た
と
理
解
し
て
頂
い
た
ら
結
構
だ
と
思
い
ま
す
︒

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹁
伊
勢
の
式
年
遷
宮
を
考
え
る
﹂
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五
︑
御
杣
山
と
伐
採

そ
し
て
︑
檜
の
用
材
を
切
り
出
す
御
杣
山
は
︑
時
代
と
と
も
に
変
遷
し
て
い
ま
す
︒
当
初
︑
内
宮
は
神
路
山
︑
今
の
五
十
鈴
川
の
上
流

域
で
す
︒
外
宮
は
高
倉
山
︑
御
社
殿
の
あ
る
す
ぐ
南
の
山
で
す
︒
そ
の
当
時
の
史
料
は
あ
り
ま
せ
ん
が
︑
後
世
の
史
料
に
︑
古
く
は
神
路

山
で
伐
っ
た
と
か
︑
あ
る
い
は
高
倉
山
で
伐
っ
た
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
て
︑
第
一
回
目
は
ど
こ
か
と
い
う
と
︑
後
世
の
史
料
で
し

か
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
︒
そ
の
後
︑
神
路
山
や
高
倉
山
の
材
が
枯
渇
し
て
い
き
ま
す
︒
こ
れ
は
︑
後
で
お
話
し
す
る
よ
う
に
︑
別

宮
あ
る
い
は
摂
社
へ
の
式
年
遷
宮
の
拡
大
で
︑
材
が
枯
渇
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
そ
し
て
︑
内
宮
で
は
寛
仁
三
年
︵
一
〇
一
九
︶

に
志
摩
国
︑
外
宮
で
は
阿
曽
山
︵
現
︑
大
紀
町
︶
へ
移
り
ま
す
︒
そ
れ
か
ら
︑
江
馬
山
︵
現
︑
大
台
町
︶
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
︒
宮
川
の

上
流
で
す
︒
阿
曽
山
は
︑
宮
川
上
流
の
支
流
で
あ
る
大
内
山
川
流
域
の
山
で
︑
平
安
時
代
の
終
わ
り
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
︑
宮
川
の

上
流
に
移
っ
て
し
ま
い
ま
す
︒
そ
し
て
︑
内
宮
で
は
︑
康
永
二
年
︵
一
三
四
三
︶
に
︑
三
河
の
設
楽

し

た

ら

山
に
一
時
期
移
り
ま
す
︒
こ
れ
は
︑

南
北
朝
期
の
騒
乱
で
︑
宮
川
の
上
流
で
伐
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
か
ら
で
す
︒
な
ぜ
か
と
言
う
と
︑
南
朝
方
に
属
し
て
い
る
人
と
︑

北
朝
方
に
属
し
て
い
る
人
と
が
︑
南
伊
勢
を
中
心
に
相
争
う
と
い
う
よ
う
な
状
況
で
︑
都
か
ら
造
宮
使
が
来
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て

く
る
よ
う
な
状
況
下
で
︑
木
そ
の
も
の
も
三
河
に
求
め
ざ
る
得
な
く
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
︒
そ
し
て
︑
室
町
時
代
は
︑
ほ
と
ん
ど
美

濃
山
︑
現
在
で
言
い
ま
す
と
岐
阜
県
で
材
を
伐
っ
て
い
ま
す
︒
さ
ら
に
両
宮
の
式
年
遷
宮
が
復
興
す
る
天
正
十
三
年
︵
一
五
八
五
︶
に
は
︑

内
宮
は
宮
川
上
流
の
江
馬
山
︑
外
宮
は
さ
ら
に
上
流
の
大
杉
山
︑
今
の
大
台
町
で
伐
っ
て
い
ま
す
︒
江
戸
時
代
に
な
る
と
大
杉
山
で
︑
ま

ず
木
を
伐
っ
て
い
ま
す
︒
江
戸
時
代
の
式
年
遷
宮
費
用
は
︑
全
額
江
戸
幕
府
が
出
し
て
い
ま
す
︒
大
杉
山
は
︑
紀
伊
徳
川
家
の
領
地
で
︑

木
曽
山
は
尾
張
徳
川
家
の
領
地
で
︑
そ
こ
か
ら
木
を
伐
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
そ
の
後
は
︑
大
杉
山
か
ら
伐
っ
た
り
︑
木
曽
山
か
ら
伐
っ
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た
り
し
て
い
ま
す
︒
最
終
的
に
は
︑
大
杉
山
は
か
な
り
上
流
ま
で
行
か
な
い
と
木
が
伐
れ
な
く
な
り
ま
す
︒
木
は
あ
り
ま
す
が
︑
河
原
が

岩
場
で
水
を
堰
き
止
め
て
ダ
ム
を
作
っ
て
も
︑
下
流
ま
で
流
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
︒
木
は
あ
っ
て
も
伐
れ
な
い
︒
要
す
る
に
︑
筏
に
組

ん
で
下
流
ま
で
流
す
と
︑
木
が
傷
つ
い
て
︑
諦
め
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
最
終
的
に
木
曽
山
で
一
本
化
さ
れ
︑
現
在

ま
で
続
く
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
た
だ
︑
木
曽
山
に
つ
い
て
は
︑
明
治
に
な
っ
て
か
ら
︑
問
題
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
︒
木
曽
山
は
︑
も
と
も

と
尾
張
徳
川
家
の
領
地
で
︑
そ
こ
で
木
を
伐
っ
て
い
ま
し
た
︒
今
回
の
第
六
十
二
回
式
年
遷
宮
で
使
わ
れ
る
御
用
材
は
︑
樹
齢
が
二
百
年

か
ら
三
百
年
の
も
の
を
主
に
使
っ
て
い
ま
す
か
ら
︑
尾
張
徳
川
家
が
植
林
し
た
木
を
使
う
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
尾
張
徳
川
家
が
植
林
し
た

木
が
︑
三
百
年
育
っ
て
︑
そ
れ
が
今
利
用
さ
れ
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
ま
す
︒

明
治
三
十
九
年
︵
一
九
〇
六
︶
に
は
︑
二
人
の
人
が
明
治
天
皇
に
︑
材
木
を
こ
の
ま
ま
二
十
年
毎
に
伐
り
続
け
て
い
く
と
枯
渇
し
ま
す
︒

掘
立
柱
式
で
直
接
土
中
に
据
え
る
と
早
く
腐
っ
て
し
ま
う
の
で
︑
礎
石
の
上
に
建
て
︑
さ
ら
に
床
下
を
全
部
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
固
め
れ
ば
︑

五
十
年
・
六
十
年
持
ち
ま
す
の
で
︑
そ
の
間
に
植
林
し
た
木
が
育
ち
ま
す
か
ら
い
か
が
で
し
ょ
う
か
︑
と
奏
上
さ
れ
た
よ
う
で
す
︒
し
か

し
︑
明
治
天
皇
は
︑
神
宮
は
日
本
古
来
の
建
物
の
あ
り
方
を
踏
襲
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
︑
木
曽
の
御
料
林
の
中
に
︑
式
年
遷
宮
用
の

﹁
神
宮
備
林
﹂︑
八
千
町
歩
を
設
定
し
て
い
ま
す
︒
但
し
︑
戦
後
は
︑
こ
の
神
宮
備
林
も
法
律
的
根
拠
を
失
っ
て
い
ま
す
︒
皆
さ
ん
も
ご
存

知
の
よ
う
に
︑
木
曽
の
木
も
︑
最
終
的
に
は
枯
渇
す
る
で
し
ょ
う
し
︑
こ
れ
は
大
変
な
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
︑
大
正
十
二
年
︵
一
九
二
三
︶

か
ら
五
十
鈴
川
の
上
流
で
檜
の
苗
木
を
植
林
し
て
い
ま
す
︒
今
年
の
第
六
十
二
回
式
年
遷
宮
で
は
︑
二
割
ほ
ど
︑
間
引
き
し
た
八
十
年
物

の
材
を
使
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒
そ
し
て
も
う
一
つ
は
︑
昭
和
三
十
四
年
の
伊
勢
湾
台
風
で
︑
両
宮
の
参
道
に
生
え
て
い
た
三
百

年
も
の
の
杉
の
巨
木
が
︑
た
く
さ
ん
倒
れ
︑
外
宮
で
は
︑
御み

饌け

殿で
ん

で
︑
日
別
朝
夕
大
御
饌
を
奉
る
た
め
に
︑
暴
風
警
報
が
出
て
い
る
中
︑

木
が
ば
た
ば
た
と
倒
れ
て
い
る
中
を
︑
一
日
も
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
神
職
さ
ん
が
命
が
け
で
お
供
え
し
た
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た

よ
う
で
す
︒
そ
の
倒
れ
た
木
を
売
っ
て
得
た
利
益
で
︑
宮
崎
県
に
神
宮
の
御
杣
山
を
設
定
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
︒
し
か
し
︑
宮
崎
県

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹁
伊
勢
の
式
年
遷
宮
を
考
え
る
﹂
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で
育
っ
た
檜
と
五
十
鈴
川
上
流
で
育
っ
た
も
の
と
で
は
︑
ど
ち
ら
が
よ
い
か
と
い
う
と
︑
間
違
い
な
く
お
宮
の
建
っ
て
い
る
自
然
環
境
の

中
で
植
え
ら
れ
育
っ
た
木
が
︑
極
め
て
意
味
が
あ
り
ま
す
︒
宮
崎
県
で
は
︑
九
州
の
温
か
い
環
境
で
育
っ
た
も
の
で
す
の
で
︑
こ
の
地
で

合
う
か
ど
う
か
問
題
で
す
︒
そ
う
い
う
こ
と
も
︑
現
在
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒
こ
こ
に
い
る
私
た
ち
の
誰
も
い
な
い
頃

に
︑
遷
宮
用
材
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
を
︑
こ
の
機
会
に
知
っ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
︒

そ
し
て
︑
伐
採
は
﹃
延
喜
式
﹄
を
見
ま
す
と
︑﹁
孟
冬
始
﹂
と
あ
り
︑
こ
こ
に
は
前
年
と
か
二
年
前
と
か
三
年
前
と
か
︑
一
切
書
い
て

あ
り
ま
せ
ん
︒
孟
冬
と
し
か
出
て
き
ま
せ
ん
が
︑
孟
冬
と
は
十
月
で
す
︒
最
初
︑
高
倉
山
と
か
︑
神
路
山
で
材
を
伐
っ
て
い
た
頃
に
は
︑

前
年
か
前
々
年
ぐ
ら
い
に
伐
採
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒
な
ぜ
十
月
に
伐
採
す
る
か
と
い
い
ま
す
と
︑
十
月
︵
新
暦
で
は

十
一
月
︶
は
木
が
水
を
あ
ま
り
吸
い
上
げ
な
い
時
期
と
い
う
こ
と
で
す
︒
夏
場
は
︑
ど
ん
ど
ん
水
を
吸
い
上
げ
て
︑
そ
う
い
う
木
を
伐
っ

て
使
っ
た
ら
︑
水
膨
れ
状
態
の
材
木
で
︑
お
宮
を
建
て
た
ら
あ
っ
と
い
う
間
に
乾
燥
し
て
ね
じ
れ
︑
自
ら
分
解
し
て
倒
れ
て
し
ま
う
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
︒
ま
た
︑
十
月
と
は
ど
う
い
う
時
期
か
と
言
い
ま
す
と
︑
神
宮
で
は
九
月
に
神
嘗
祭
を
行
な
っ
て
い
ま
す
の
で
︑
こ
の
地

域
で
は
︑
お
米
の
収
穫
が
ほ
ぼ
終
わ
る
こ
ろ
で
農
閑
期
︑
収
穫
が
終
わ
っ
た
後
で
︑
神
戸
か
ら
の
民
を
伊
勢
に
集
め
や
す
く
︑
労
役
可
能

な
時
期
に
当
た
り
ま
す
︒
式
年
遷
宮
を
行
な
う
中
で
︑
一
番
注
意
さ
れ
て
い
た
の
は
︑
何
か
と
言
い
ま
す
と
︑
農
繁
期
に
し
て
は
い
け
な

い
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
︒
米
を
作
り
収
穫
し
て
な
い
時
期
に
︑
遷
宮
の
仕
事
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
︑
大
前
提
に
な
っ
て
い
る
こ

と
も
︑
注
目
し
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
︒
神
宮
の
祭
り
︑
神
嘗
祭
は
稲
の
祭
り
で
す
︒
式
年
遷
宮
の
仕
事
で
︑
米
が
作
れ
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
が
あ
っ
て
は
い
け
な
い
わ
け
で
す
︒
そ
う
い
っ
た
こ
と
も
十
分
に
考
え
て
︑
孟
冬
と
い
う
時
期
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意

し
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
︒
そ
し
て
︑
古
代
末
に
は
遷
御
の
四
年
前
に
︑
木
を
伐
る
と
い
う
こ
と
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
︒

こ
こ
で
少
し
見
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
︑
平
安
時
代
の
式
年
遷
宮
の
記
録
で
あ
る
﹃
遷
宮
例
文
﹄
と
い
う
も
の
で
す
︒
長
暦
二
年

︵
一
〇
三
八
︶
か
ら
嘉
元
二
年
︵
一
三
〇
四
︶
に
わ
た
る
十
五
回
の
式
年
遷
宮
︑
あ
る
い
は
臨
時
遷
宮
︑
仮
殿
遷
宮
の
記
録
を
ま
と
め
た
も

―14―



の
で
す
︒
そ
こ
に
は
︑﹁
二
十
年
に
一
度
の
造
替
遷
宮
は
︑
皇
家
第
一
の
重
事
︑
神
宮
無
双
の
大
営
な
り
﹂
と
︑
式
年
遷
宮
が
天
皇
家
に

と
っ
て
︑
も
っ
と
も
大
切
な
造
営
で
あ
る
と
記
し
て
い
ま
す
︒
そ
の
後
を
見
て
頂
き
ま
す
と
︑
十
七
・
十
八
・
十
九
・
二
十
年
と
︑
四
年

間
の
行
事
が
記
さ
れ
︑
十
七
年
の
孟
冬
に
山
口
祭
﹁
山
口
の
神
を
祭
る
﹂
こ
と
が
出
て
き
ま
す
︒
十
八
年
に
は
木
作
始
︑
十
九
年
の
中
秋

に
は
御
上
棟
︑
二
十
年
の
晩
秋
九
月
に
は
遷
御
を
し
て
い
た
こ
と
が
出
て
き
ま
す
︒
つ
ま
り
平
安
時
代
に
は
︑
四
年
ほ
ど
前
に
︑
木
を

伐
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
︒
も
う
一
つ
の
史
料
﹃
文
永
三
年
遷
宮
沙
汰
文
﹄
︑
こ
れ
は
文
永
五
年
︵
一
二
六
八
︶
の
外
宮
第
三
十
一

回
式
年
遷
宮
の
記
録
で
す
︒
こ
れ
を
見
ま
す
と
︑
驚
く
よ
う
な
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
︒
八
月
十
日
に
︑
外
宮
の
棟
持
柱
と
壁
柱
を
︑

国
々
の
人
夫
︑
こ
の
頃
は
ま
だ
︑
先
に
述
べ
ま
し
た
国
々
の
神
戸
か
ら
︑
人
々
が
や
っ
て
来
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
︒
そ
し
て
︑
阿
曽
御

園
︑
御
園
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
御
杣
山
に
︑
十
日
に
来
て
︑
十
一
日
の
夕
か
ら
陰
雲
と
あ
り
︑
曇
っ
て
き
て
︑
十
二
日
に
な
っ
た
ら
雨

が
降
っ
て
用
水
が
で
き
た
︒
水
を
溜
め
る
ダ
ム
が
作
っ
て
あ
っ
て
︑
そ
こ
に
︑
水
を
溜
め
︑
十
五
日
に
は
槻
瀬
︑
こ
れ
は
ど
こ
か
分
か
り

ま
せ
ん
が
︑
外
宮
に
近
い
と
こ
ろ
の
瀬
に
引
き
上
げ
た
と
い
う
︒
そ
し
て
︑
御
柱
少
々
︑
宮
地
に
付
け
進
め
ら
れ
︑
十
六
日
に
御
棟
持
柱

二
本
︑
宮
地
に
付
け
奉
る
︑
と
い
う
こ
と
で
︑
宮
域
に
運
ん
だ
と
あ
り
ま
す
︒
十
日
に
山
に
入
っ
て
︑
十
二
日
に
は
上
流
か
ら
流
し
て
︑

十
六
日
に
は
宮
地
に
運
ん
だ
と
あ
り
ま
す
︒
そ
し
て
︑
こ
こ
に
二
頭
方
と
か
︑
三
頭
方
と
か
に
分
か
れ
た
工
人
た
ち
が
︑
二
の
鳥
居
の
内

に
於
い
て
︑
長
官
・
傍
官
︑
長
官
は
禰
宜
の
ト
ッ
プ
︵
一
禰
宜
︶
で
す
︒
そ
れ
か
ら
︑
傍
官
で
あ
る
二
禰
宜
・
三
禰
宜
な
ど
が
こ
れ
を
曳

き
奉
り
ま
す
︒
要
す
る
に
︑
二
の
鳥
居
か
ら
御
木
曳
を
や
っ
た
と
書
い
て
あ
り
ま
す
︒
そ
の
時
に
は
︑
木
曳
き
の
音
頭
を
歌
っ
た
と
あ
り

ま
す
︒
頭
工
三
声
︑
音
頭
を
三
回
唱
え
た
と
あ
り
ま
す
︒
そ
し
て
︑﹁
御
柱
今
日
皆
以
て
付
け
進
め
ら
れ
訖
ん
ぬ
﹂
と
あ
り
ま
す
︒
二
十
三

日
に
は
︑﹁
正
殿
御
上
棟
遂
行
せ
ら
る
べ
し
﹂
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
︑
山
か
ら
一
気
に
川
を
流
し
て
︑
十
日
前
後
で
建
て
て
い
ま
す
︒

こ
の
こ
と
か
ら
︑
現
在
行
な
わ
れ
て
い
る
﹁
寝
か
せ
﹂
と
い
う
の
は
行
な
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
︒
現
在
︑
神
宮
で

は
八
年
前
に
木
を
伐
り
︑
四
年
か
五
年
近
く
は
寝
か
せ
て
い
ま
す
︒
池
に
一
度
入
れ
て
水
漬
け
に
し
て
︑
そ
し
て
︑
天
然
乾
燥
場
に
入
れ

シ
ン
ポ
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ム
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遷
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る
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て
︑
木
が
安
定
す
る
ま
で
置
い
て
い
ま
す
︒
こ
れ
を
見
る
と
︑
寝
か
せ
は
や
っ
て
い
ま
せ
ん
︒
そ
れ
か
ら
︑
も
う
一
つ
は
︑
江
戸
時
代
こ

ろ
に
始
ま
っ
た
と
言
わ
れ
る
﹁
背
割
り
﹂
と
い
う
も
の
も
や
っ
て
い
ま
せ
ん
︒
皆
さ
ん
︑
最
近
復
元
さ
れ
た
平
城
宮
の
大
極
殿
を
見
て
い

た
だ
く
と
よ
い
の
で
す
が
︑
復
元
大
極
殿
は
︑
古
代
の
工
法
を
忠
実
に
再
現
し
て
お
り
︑
柱
に
は
背
割
り
が
し
て
あ
り
ま
せ
ん
︒
夏
場
に

行
っ
て
も
︑
ひ
び
割
れ
が
す
ご
く
あ
り
ま
す
︒
現
在
︑
柱
の
大
抵
は
︑
芯
に
向
け
て
背
が
割
っ
て
あ
り
ま
す
︒
日
本
の
冬
は
乾
燥
し
︑
夏

は
湿
潤
に
な
り
︑
縮
小
・
膨
張
を
繰
り
返
し
ま
す
︒
皆
さ
ん
の
家
も
︑
柱
の
見
え
な
い
内
側
で
︑
す
べ
て
背
割
り
が
し
て
あ
り
ま
す
︒
皆

さ
ん
が
宇
治
橋
を
渡
る
時
︑
前
後
に
あ
る
鳥
居
は
︑
内
・
外
両
正
宮
の
棟
持
柱
を
用
い
て
い
ま
す
︒
触
っ
て
頂
く
と
つ
る
つ
る
し
て
い
ま

す
が
︑
背
割
り
を
し
て
別
の
木
を
埋
め
込
ん
で
あ
る
の
が
分
か
り
ま
す
︒
こ
れ
は
︑
二
十
年
保
つ
た
め
の
工
夫
で
す
︒
こ
れ
は
︑
室
町
時

代
中
頃
に
縦
挽
鋸
が
で
き
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
す
︒
で
す
か
ら
︑
江
戸
時
代
以
前
と
以
後
で
は
︑
建
築
工
法
上
︑
大
き
く
変
わ
っ
て
い

る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
そ
れ
か
ら
︑
室
町
時
代
の
中
頃
に
は
台
鉋
が
出
て
き
ま
す
︒
そ
れ
ま
で
は
槍
鉋
あ
る
い
は
手
ち
ょ
う

斧な

で
削
っ
て
お
り
︑

表
面
が
縞
模
様
で
亀
の
甲
羅
の
よ
う
に
な
り
ま
す
が
︑
台
鉋
が
出
ま
す
と
︑
表
面
が
奇
麗
に
つ
る
つ
る
に
な
り
ま
す
︒
し
た
が
っ
て
︑
建

築
学
上
の
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
考
え
て
︑
現
在
の
工
作
法
を
考
え
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
︒
当
時
の
大
工
道
具
︑
当
時
の
工
法
と

い
う
の
を
十
分
に
考
え
て
︑
二
十
年
毎
と
い
う
問
題
も
考
え
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
︒

そ
し
て
︑
現
在
︑
檜
の
用
材
は
︑
二
～
三
百
年
物
が
一
万
三
千
八
百
本
︑
そ
れ
か
ら
萱
が
二
万
三
千
束
︑
社
殿
の
あ
る
三
十
二
の
宮
社

に
使
わ
れ
る
そ
う
で
す
︒
そ
し
て
︑
こ
の
六
～
八
年
間
か
け
て
︑
萱
が
採
取
さ
れ
て
い
ま
す
︒
こ
れ
は
︑
昭
和
十
七
・
八
年
に
度
会
町
の

川
口
に
︑
御
萱
山
が
造
成
さ
れ
︑
こ
こ
で
生
産
さ
れ
た
萱
が
使
わ
れ
ま
す
︒
昨
年
︑
学
生
と
一
緒
に
﹁
神
宮
用
度
の
地
を
巡
る
﹂
と
題
し

て
︑
こ
の
山
に
も
行
き
ま
し
た
が
︑
そ
こ
で
こ
の
萱
を
管
理
し
て
い
る
人
か
ら
お
聞
き
し
た
の
で
す
が
︑
萱
と
い
っ
て
も
ス
ス
キ
だ
そ
う

で
す
︒
萱
と
ス
ス
キ
で
は
︑
イ
メ
ー
ジ
が
違
い
ま
す
︒
ス
ス
キ
は
︑
私
た
ち
の
家
の
周
り
に
も
結
構
生
え
て
い
ま
す
︒
神
宮
の
御
屋
根
に
︑

ス
ス
キ
が
葺
い
て
あ
る
と
思
っ
た
ら
︑
草
葺
き
か
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
︒
だ
け
ど
︑
こ
の
分
厚
く
葺
か
れ
た
ス
ス
キ
が
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二
十
年
間
︑
屋
根
を
守
っ
て
雨
漏
り
を
防
い
で
い
る
と
い
う
︑
そ
の
こ
と
を
考
え
た
古
代
人
の
知
恵
︑
自
然
の
恵
み
を
︑
最
大
限
に
活
か

し
て
い
る
こ
と
が
︑
強
く
感
じ
ら
れ
ま
す
︒
大
陸
か
ら
︑
瓦
が
伝
わ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
︑
決
し
て
瓦
を
使
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
︒

そ
れ
か
ら
︑
大
学
近
く
に
あ
る
光
明
寺
︵
伊
勢
市
岩
渕
町
︶
に
伝
来
し
た
文
書
で
す
が
︑
現
在
︑
光
明
寺
に
は
一
部
を
残
し
て
ほ
と
ん

ど
あ
り
ま
せ
ん
︒
そ
こ
に
は
︑﹁
御
神
材
川
曳
役
夫
并
日
食
米
員
数
注
文
﹂
と
い
う
の
が
あ
り
︑
前
の
方
が
欠
け
て
い
ま
す
が
︑
宮
川
の

上
流
︑
阿
曽
の
御
杣
で
木
を
切
っ
た
時
の
役
夫
の
食
料
を
請
求
し
た
注
文
で
す
︒
全
部
は
載
せ
て
い
ま
せ
ん
が
︑
一
人
一
日
︑
朝
夕
各
二

合
︑
米
が
支
給
さ
れ
て
い
ま
す
︒
総
人
数
︑
九
七
一
人
分
が
残
っ
て
い
ま
す
︒
延
べ
人
数
に
し
て
︑
三
二
一
七
人
が
︑
承
元
四
年

︵
一
二
一
〇
︶︑
鎌
倉
時
代
初
期
に
︑
阿
曽
御
杣
山
ま
で
行
っ
て
木
を
伐
っ
た
と
い
う
も
の
で
す
︒
も
の
す
ご
い
数
の
人
が
︑
山
に
入
っ
て

木
を
伐
っ
て
︑
宮
川
を
下
し
て
い
ま
す
︒
中
世
初
頭
の
御
杣
山
の
労
働
を
具
体
的
に
知
る
上
で
︑
大
変
貴
重
な
史
料
で
す
︒

六
︑
御
神
宝
装
束
の
製
作

そ
れ
か
ら
次
に
︑
御
神
宝
装
束
で
す
が
︑
古
代
か
ら
式
年
遷
宮
が
中
絶
す
る
ま
で
は
︑
神
祇
官
の
西
院
で
作
っ
て
い
ま
す
︒
神
祇
官
の

西
院
を
工
作
場
と
し
て
︑
御
神
宝
装
束
が
作
ら
れ
て
い
ま
す
︒
内
宮
は
︑
十
九
種
類
︒
こ
れ
は
︑
延
暦
二
十
三
年
︵
八
○
四
︶
の
﹃
皇
太

神
宮
儀
式
帳
﹄
に
記
さ
れ
た
も
の
で
す
︒
そ
し
て
︑
同
じ
年
の
﹃
止
由
気
宮
儀
式
帳
﹄
に
は
︑
外
宮
の
御
神
宝
が
載
っ
て
い
ま
せ
ん
︒
外

宮
は
﹃
儀
式
帳
﹄
の
編
纂
さ
れ
た
九
世
紀
初
頭
に
は
無
か
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
平
安
時
代
中
頃
に
な
っ
て
か
ら
︑
外
宮
の
御
神
宝
は

追
加
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
︒
そ
れ
か
ら
︑
御
装
束
で
す
が
︑
こ
れ
も
同
じ
く
神
祇
官
の
西
院
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
︒

鏡
は
︑
御
神
宝
で
は
無
く
て
︑
御
装
束
で
す
︒
こ
の
鏡
は
︑
内
宮
は
丸
い
形
の
鏡
で
す
が
︑
外
宮
は
八
稜
鏡
と
よ
ば
れ
る
稜
の
あ
る
鏡

で
す
︒
こ
の
鏡
の
型
式
は
︑
文
様
を
含
め
て
平
安
時
代
の
和
鏡
に
属
し
ま
す
︒
古
墳
時
代
と
か
奈
良
時
代
の
鏡
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
で
す

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹁
伊
勢
の
式
年
遷
宮
を
考
え
る
﹂
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か
ら
︑
外
宮
の
鏡
が
︑
御
装
束
の
中
に
追
加
さ
れ
た
の
は
︑
平
安
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
す
︒
つ
ま
り
︑
外
宮
に
関
し
て
は
︑
御
神
宝
装

束
の
奉
献
は
︑
内
宮
に
比
べ
て
︑
も
っ
と
遅
れ
る
と
い
う
よ
う
に
︑
理
解
し
た
ら
よ
い
と
思
い
ま
す
︒

そ
し
て
︑
そ
の
御
神
宝
装
束
の
製
作
に
つ
い
て
は
︑﹃
延
喜
式
﹄
に
よ
る
と
﹁
造
神
宝
装
束
使
﹂
が
ま
ず
任
じ
ら
れ
ま
す
︒
太
政
官
と

神
祇
官
の
役
人
が
︑
御
神
宝
御
装
束
作
り
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
︒
使
い
の
中
に
︑
女に
ょ

嬬じ
ゅ

二
十
一
︑
仕
女
二
人
と
い
う
女
性
が
加
わ
っ
て
い
る
の
は
︑
布
帛
類
の
裁
縫
を
す
る
女
性
た
ち
で
す
︒
こ
う
い
っ
た
女
性
も
︑
関
わ
っ
て

い
ま
す
︒
そ
し
て
︑
神
宝
を
作
る
時
に
は
︑﹁
本
様
使
﹂
が
神
宮
へ
派
遣
さ
れ
ま
す
︒
何
か
と
言
う
と
︑
二
十
年
前
︑
ま
た
そ
れ
以
前
の

四
十
年
前
の
東
西
宝
殿
に
納
め
ら
れ
て
い
る
御
神
宝
装
束
を
見
に
来
ま
す
︒
そ
し
て
︑
図
に
写
し
て
︑
都
へ
持
っ
て
行
っ
て
︑
そ
し
て
︑

作
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
︒
次
に
︑
そ
の
出
来
た
御
神
宝
装
束
は
︑﹁
送
神
宝
装
束
使
﹂
が
派
遣
さ
れ
︑
伊
勢
に
運
ば
れ
て
き

ま
す
︒
今
は
︑
近
鉄
電
車
で
日
帰
り
出
来
ま
す
が
︑
当
時
は
五
泊
六
日
し
な
が
ら
︑
伊
勢
ま
で
持
っ
て
来
る
と
い
う
大
変
な
こ
と
で
し
た
︒

唐
櫃
に
入
れ
て
︑
担
い
で
持
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
︒
牛
車
と
か
馬
車
と
か
そ
ん
な
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
︑
こ
れ
を
人
間
が
担

い
で
︑
奈
良
あ
る
い
は
平
安
の
都
か
ら
︑
伊
勢
ま
で
持
っ
て
来
て
い
た
の
で
す
︒
そ
し
て
︑
持
っ
て
き
た
御
神
宝
・
装
束
に
つ
い
て
は
︑

﹁
神
宝
読と
く

合ご
う

﹂
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
︒
現
在
も
や
っ
て
い
ま
す
が
︑
御
神
宝
装
束
の
数
量
・
色
調
・
材
質
等
の
確
認
を
し
︑
規
格
外
の

物
は
作
り
直
せ
と
い
っ
て
︑
か
な
り
厳
し
く
や
っ
た
よ
う
で
す
︒
江
戸
時
代
以
前
は
︑
二
回
前
の
旧
御
神
宝
装
束
は
︑
燃
え
る
も
の
は
焼

却
し
︑
燃
え
な
い
も
の
は
人
目
に
触
れ
な
い
よ
う
に
︑
土
に
埋
め
る
と
い
う
の
が
︑
原
則
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
︒
一
部
︑
大
宮
司
︑
禰
宜

さ
ん
た
ち
に
徹
下
し
た
場
合
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
︑
こ
れ
は
本
来
的
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒

内
宮
の
御
正
殿
︑
東
の
御
敷
地
︑
今
︑
私
た
ち
が
参
拝
さ
せ
て
頂
い
て
い
る
お
宮
の
敷
地
内
︵
平
成
二
十
五
年
十
月
二
日
以
前
の
敷
地
︶

か
ら
出
土
し
た
も
の
が
あ
り
ま
す
︒
平
安
末
か
ら
鎌
倉
時
代
ま
で
の
も
の
で
す
︒
現
在
御
神
宝
と
し
て
納
め
ら
れ
て
い
る
玉
纏
御
大
刀

は
︑
随
分
形
が
変
わ
っ
て
い
ま
す
︒
基
本
的
に
は
︑
直
刀
で
す
が
︑
室
町
時
代
に
出
来
た
も
の
を
見
て
頂
く
と
︑
刀
身
が
反
っ
て
い
ま
す
︒
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そ
し
て
︑
三
輪
玉
を
つ
け
た
曲
金
が
ほ
ぼ
真
丸
い
形
に
な
っ
て
い
ま
す
︒
あ
れ
ほ
ど
規
格
外
は
作
り
直
せ
と
言
い
な
が
ら
︑
こ
う
い
っ
た

も
の
が
︑
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
︑
必
ず
し
も
厳
し
く
伝
習
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
︒
例
え
ば
︑
室
町
時
代

の
雑
作
横
刀
で
す
が
︑
こ
れ
も
反
っ
て
い
ま
す
︒
直
刀
が
︑
反
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
必
ず
し
も
厳
密
な
も
の
を
作
っ
て
い
な
か
っ

た
︒
た
だ
し
か
し
︑
こ
れ
は
︑
式
年
遷
宮
制
度
が
衰
え
て
い
る
時
の
も
の
で
︑
も
っ
と
古
い
も
の
︑
お
そ
ら
く
宮
域
内
の
ど
こ
か
に
埋
も

れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
︑
そ
れ
と
の
比
較
を
し
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
が
︑
必
ず
し
も
厳
し
く
守
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
時
代
も

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒

た
だ
︑﹃
延
喜
式
﹄
を
見
る
と
注
目
す
べ
き
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
︒
御
神
宝
装
束
の
制
作
と
い
う
の
は
︑
ど
れ
ぐ
ら
い
の
期
間
で

作
っ
た
か
と
い
う
と
︑
古
代
で
は
七
月
に
作
り
始
め
て
︑
九
月
に
は
内
宮
・
外
宮
へ
持
っ
て
来
て
納
め
て
い
ま
す
︒
わ
ず
か
三
か
月
ぐ
ら

い
で
作
っ
て
い
ま
す
︒
そ
れ
だ
け
の
技
術
が
︑
こ
の
時
代
に
は
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
今
は
︑
八
年
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の

年
数
を
か
け
な
い
と
作
れ
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
︒
こ
う
い
っ
た
こ
と
か
ら
︑
式
年
遷
宮
の
中
に
は
技
術
の
伝
承
と
い
う
こ
と
が
︑

極
め
て
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
が
︑
古
代
に
お
い
て
は
御
神
宝
装
束
は
︑
何
時
で
も
作
れ
る
よ
う
な
技
術
が
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
に
︑
注
目
し
て
頂
く
と
良
い
と
思
い
ま
す
︒
江
戸
時
代
で
は
︑
ど
こ
で
作
ら
れ
て
い
た
か
と
い
い
ま
す
と
︒
や
は
り
京
都
で
作
っ
て

い
ま
す
︒﹁
躰た
い

阿あ

弥み

﹂
と
い
う
人
が
中
心
に
な
っ
て
︑
十
一
の
家
が
決
め
ら
れ
て
︑
そ
こ
で
御
神
宝
装
束
が
作
ら
れ
て
い
ま
す
︒

現
在
で
は
︑
技
術
の
伝
承
が
極
め
て
難
し
い
特
殊
な
品
物
で
す
の
で
︑
一
般
の
人
が
注
文
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
二
十
年
毎
に
︑

神
宮
か
ら
注
文
を
受
け
て
作
ら
れ
る
も
の
で
す
の
で
︑
人
間
国
宝
と
か
︑
あ
る
い
は
重
要
技
術
伝
統
保
持
者
と
い
っ
た
人
々
が
︑
作
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒
そ
し
て
︑
材
料
に
つ
い
て
は
︑
限
り
な
く
最
高
の
素
材
を
使
い
ま
す
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
は
日
本
産
で
な
い
と
い

け
な
い
と
い
う
こ
と
が
︑
前
提
に
な
っ
て
い
ま
す
︒
若
干
違
う
も
の
も
あ
る
よ
う
で
す
が
︑
世
界
中
か
ら
輸
入
し
た
材
料
を
使
わ
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
︒
こ
の
日
本
の
土
地
で
生
ま
れ
た
も
の
︑
日
本
の
土
地
に
あ
る
も
の
︑
そ
れ
を
使
う
と
い
う
こ
と
が
︑
こ
の
式
年
遷
宮
の

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹁
伊
勢
の
式
年
遷
宮
を
考
え
る
﹂
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御
神
宝
装
束
の
基
本
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
︑
私
た
ち
は
し
っ
か
り
と
考
え
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
︒
今
︑
日
本
で
は
︑
世
界
中

の
資
源
を
集
め
て
使
い
︑
ど
ん
ど
ん
捨
て
て
い
ま
す
︒
大
量
消
費
社
会
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
︑
神
宮
の
御
神
宝
装
束
に
つ
い

て
言
え
ば
︑
日
本
に
あ
る
材
料
で
︑
二
十
年
毎
に
確
認
し
な
が
ら
作
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
︑
し
っ
か
り
と
理
解
し
て
お
く
べ
き
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
︒

例
え
ば
︑
よ
く
言
わ
れ
て
い
る
の
は
︑
須す

賀が

利り
の

御お
ん

太た

刀ち

に
使
わ
れ
る
四
枚
の
鳥
の
羽
根
︑
こ
れ
は
鴇と
き

の
羽
根
で
す
︒
第
六
十
回
の
時
に

は
︑
日
本
に
鴇
が
数
羽
し
か
い
な
く
な
っ
て
︑
第
六
十
一
回
目
の
時
に
は
︑
絶
滅
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
︑
余
分
に
四
枚
頂

い
て
い
た
よ
う
で
す
︒
と
こ
ろ
が
︑
そ
の
後
︑
中
国
に
鴇
が
い
る
こ
と
が
わ
か
り
︑
ほ
と
ん
ど
日
本
の
鴇
と
変
わ
ら
な
い
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
︒
だ
け
ど
︑
中
国
に
い
る
鴇
か
ら
羽
根
は
貰
え
な
い
︒
中
国
か
ら
︑
日
本
へ
贈
ら
れ
た
つ
が
い
の
鴇
か
ら
生
ま
れ
た
日
本
生
ま
れ
の

鴇
で
な
い
と
︑
こ
の
羽
根
は
使
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
︒
こ
の
こ
と
は
︑
限
り
な
く
日
本
の
現
在
︑
日
本
の
現
状
を
二
十
年
毎
に
考
え

る
と
い
う
こ
と
で
す
︒
二
十
年
前
に
は
ざ
ら
に
い
た
け
れ
ど
︑
二
十
年
後
は
ど
う
な
る
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
︑
式
年
遷
宮
を
通

じ
て
確
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
︑
理
解
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
︒
現
在
︑
鴇
は
佐
渡
で
ど
ん
ど
ん
増
え
て
き
つ
つ
あ
り

ま
す
か
ら
︑
少
し
安
心
し
ま
し
た
︒
し
か
し
︑
矢
の
羽
根
に
使
う
大
鷹
︑
こ
れ
が
現
在
絶
滅
危
惧
種
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
︒
で
す
か
ら
︑

こ
の
絶
滅
危
惧
種
の
羽
根
を
︑
相
当
数
必
要
と
し
て
お
り
ま
す
の
で
︑
こ
れ
が
十
分
に
手
に
入
れ
ら
れ
る
か
ど
う
か
が
︑
今
後
問
題
と

な
っ
て
き
て
い
ま
す
︒
例
え
て
変
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
︑
御
神
宝
装
束
を
作
っ
て
い
た
だ
く
人
間
国
宝
と
か
重
要
技
術
伝
統
保
持
者
と
い

う
人
々
も
︑
人
間
世
界
で
言
っ
た
ら
︑
絶
滅
危
惧
種
に
当
た
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒
こ
れ
ら
の
人
が
い
な
く
な
っ
た
ら
︑
完
全

に
技
術
は
消
え
て
し
ま
う
︑
途
絶
え
て
し
ま
う
︒
ま
た
そ
う
い
う
面
で
は
︑
絶
滅
危
惧
種
に
当
た
り
ま
す
︒
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
も
︑
絶

滅
が
危
惧
さ
れ
る
状
態
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒

現
在
︑
こ
う
い
っ
た
御
神
宝
装
束
類
も
︑
大
正
九
年
︵
一
九
二
〇
︶
に
︑﹁
御
装
束
神
宝
古
器
調
査
会
﹂
が
発
足
し
て
︑
伝
世
さ
れ
た
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古
物
や
古
典
に
あ
た
っ
て
︑
旧
態
に
復
す
こ
と
が
行
な
わ
れ
︑
一
番
素
晴
ら
し
い
御
神
宝
装
束
が
︑
天
照
大
御
神
・
豊
受
大
御
神
に
奉
献

さ
れ
た
の
は
︑
昭
和
四
年
︵
一
九
二
九
︶
の
式
年
遷
宮
の
時
の
も
の
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
︒
こ
う
い
っ
た
こ
と
も
︑
注
目
し
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
︒

七
︑
式
年
遷
宮
の
歴
史

次
に
︑
式
年
遷
宮
の
歴
史
に
つ
い
て
︑
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
︒
制
度
が
制
定
さ
れ
た
の
は
︑
何
時
か
と
言
い
ま
す
と
︑﹃
太
神
宮

諸
雑
事
記
﹄︑
あ
る
い
は
﹃
二
所
太
神
宮
例
文
﹄
と
い
う
書
物
に
よ
っ
て
︑
理
解
し
て
い
い
と
思
い
ま
す
︒
た
だ
し
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
に
は
︑

天
武
天
皇
が
崩
御
さ
れ
て
︑
持
統
天
皇
の
時
に
行
な
わ
れ
た
第
一
回
式
年
遷
宮
の
こ
と
は
︑
全
く
出
て
き
ま
せ
ん
︒
そ
し
て
︑﹃
太
神
宮

諸
雑
事
記
﹄
は
︑
鎌
倉
時
代
始
め
頃
の
書
物
で
す
か
ら
︑
こ
ん
な
に
古
い
時
代
の
こ
と
を
正
確
に
記
し
て
い
る
の
は
あ
り
得
な
い
︑
と
言
っ

て
疑
う
人
が
い
ま
す
︒
式
年
遷
宮
は
︑
も
っ
と
後
に
始
ま
っ
た
と
言
う
人
も
い
ま
す
︒
私
は
︑
間
違
い
な
く
持
統
天
皇
四
年
︵
六
九
〇
︶

に
内
宮
︑
同
天
皇
六
年
に
外
宮
で
行
な
わ
れ
た
と
考
え
て
良
い
と
思
い
ま
す
︒﹃
日
本
書
紀
﹄
天
武
天
皇
元
年
︵
六
七
二
︶︑
壬
申
の
乱
の

時
に
︑
朝
明
郡
の
迹と

太お

川
で
︑
天
照
大
御
神
を
望
拝
し
た
こ
と
が
出
て
き
ま
す
︒
何
故
︑
式
年
遷
宮
が
天
武
天
皇
︑
あ
る
い
は
持
統
天
皇

の
時
に
始
ま
っ
た
か
を
考
え
る
上
で
︑
こ
の
記
事
は
極
め
て
重
要
で
す
︒
一
般
に
︑
天
照
大
御
神
を
望
拝
し
た
と
言
う
と
︑﹁
伊
勢
神
宮
﹂

に
向
か
っ
て
︑
望
拝
し
た
と
理
解
し
ま
す
が
︑
私
は
そ
う
は
考
え
ず
︑﹁
日
の
出
の
太
陽
﹂
を
拝
ん
だ
と
い
う
よ
う
に
理
解
し
て
い
ま
す
︒

こ
れ
は
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
を
見
ま
す
と
︑
吉
野
を
脱
出
し
て
か
ら
︑
昼
夜
兼
行
で
走
っ
て
い
ま
す
︒
男
性
は
︑
途
中
で
馬
に
乗
っ
て
い

ま
す
が
︑
持
統
天
皇
は
︑﹁
輿
﹂
に
乗
っ
て
い
た
と
あ
り
ま
す
︒
今
の
よ
う
に
︑
舗
装
し
て
あ
る
平
坦
な
道
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
吉
野
か

ら
菟
田
を
通
っ
て
︑
名
張
・
伊
賀
を
通
っ
て
︑
加
太
峠
を
越
え
て
︑
鈴
鹿
に
入
っ
て
き
ま
し
た
︒
丁
度
︑
鈴
鹿
辺
り
に
来
る
と
︑
黒
雲
が

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹁
伊
勢
の
式
年
遷
宮
を
考
え
る
﹂
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出
て
︑
大
雨
が
降
り
始
め
ま
し
た
︒﹁
夜
﹂
で
あ
り
︑
稲
妻
が
光
り
︑
そ
し
て
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
を
見
ま
す
と
︑
持
統
天
皇
が
非
常
に
疲
れ

ら
れ
た
の
で
︑
三
重
郡
家
の
屋
を
一
棟
焼
い
て
︑
暖
を
取
っ
た
と
あ
り
ま
す
︒
だ
け
ど
︑
暖
を
取
っ
て
も
︑
雨
が
降
っ
て
い
る
訳
で
す
か

ら
よ
く
燃
え
ま
せ
ん
し
︑
こ
こ
で
︑
温
ま
る
ま
で
待
っ
て
い
た
ら
︑
追
っ
手
に
掛
か
っ
て
︑
命
を
無
く
す
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
や
む
な
く
︑

更
に
桑
名
の
方
に
向
か
っ
て
進
ん
だ
と
あ
り
ま
す
︒
丁
度
そ
の
時
に
︑
三
重
郡
と
朝
明
郡
の
境
の
迹
太
川
︑
私
は
四
日
市
市
を
流
れ
て
い

る
海
蔵
川
の
下
流
︑
近
鉄
の
駅
に
阿
倉
川
と
い
う
駅
が
あ
り
︑
万
古
焼
で
有
名
な
地
域
で
す
が
︑
そ
こ
を
流
れ
て
い
る
川
が
︑
丁
度
︑
三

重
郡
と
朝
明
郡
の
境
を
流
れ
る
川
で
︑
正
に
﹁
朝
が
明
け
る
郡
の
入
り
口
﹂
で
︑
天
照
大
御
神
︵
日
の
出
の
太
陽
︶
を
望
拝
し
た
こ
と
に

な
り
ま
す
︒
た
だ
し
︑
こ
れ
は
こ
の
と
き
従
軍
し
た
安
斗
智
徳
と
い
う
人
の
日
記
を
見
ま
す
と
︑﹁
辰
﹂
の
刻
と
出
て
い
ま
す
︒﹃
日
本
書

紀
﹄
で
は
︑﹁
旦
﹂
と
あ
り
ま
す
︒﹁
旦
﹂
は
︑
水
平
線
か
ら
太
陽
が
出
た
日
の
出
を
示
し
た
象
形
文
字
で
す
︒
そ
し
て
︑﹁
辰
﹂
と
い
う
と
︑

現
在
の
午
前
七
時
か
ら
九
時
ぐ
ら
い
の
時
刻
で
す
︒
望
拝
し
た
の
は
六
月
二
十
六
日
で
︑
現
在
の
暦
に
直
す
と
七
月
の
終
わ
り
頃
で
︑
ど

れ
ぐ
ら
い
に
日
の
出
が
あ
る
か
と
言
い
ま
す
と
︑
五
時
頃
に
は
明
け
て
い
ま
す
︒
七
時
か
ら
九
時
と
言
い
ま
す
と
︑
か
な
り
上
ま
で
太
陽

は
上
っ
て
い
ま
す
︒
何
故
そ
の
時
に
︑
天
照
大
御
神
︑
日
の
出
の
太
陽
を
望
拝
し
た
か
と
言
い
ま
す
と
︑
真
っ
黒
い
雲
間
か
ら
︑
太
陽
が

光
と
熱
を
注
い
だ
と
い
う
こ
と
で
す
︒
三
重
郡
家
の
建
物
を
一
棟
焼
い
た
だ
け
で
は
︑
十
分
な
暖
は
取
れ
な
か
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
太
陽

が
少
し
雲
間
か
ら
出
て
︑
光
と
熱
を
注
い
で
く
れ
た
だ
け
で
︑
救
わ
れ
た
思
い
を
さ
れ
た
わ
け
で
す
︒
私
は
︑
こ
の
時
の
持
統
天
皇
の
思

い
は
︑
大
変
強
い
も
の
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
︒
何
故
か
と
言
い
ま
す
と
︑
吉
野
か
ら
﹁
輿
﹂
に
乗
っ
て
ず
っ
と
来
た
ら
︑
ど
の
よ
う
な

状
態
に
な
っ
て
い
た
か
︒
平
坦
な
道
だ
っ
た
ら
良
い
で
す
け
れ
ど
︑
山
坂
を
上
下
し
︑
道
を
右
左
し
︑
雨
で
ぬ
か
る
ん
だ
道
な
き
道
を
︑

一
目
散
に
走
っ
て
来
て
い
ま
す
か
ら
︑
持
統
天
皇
は
﹁
輿
﹂
に
体
を
縛
り
付
け
て
い
た
と
思
い
ま
す
︒
で
な
か
っ
た
ら
︑﹁
輿
﹂
か
ら
転

げ
落
ち
て
い
た
と
思
い
ま
す
︒
三
重
郡
の
境
辺
り
ま
で
来
て
疲
れ
た
と
い
う
状
態
は
︑
完
全
に
船
酔
い
以
上
の
も
の
と
な
り
︑
青
ざ
め
た

状
態
で
︑
そ
の
上
︑
雨
が
降
っ
て
︑
稲
妻
が
鳴
っ
て
︑
ず
ぶ
濡
れ
に
な
り
︑
寒
さ
に
打
ち
ひ
し
が
れ
る
中
︑
三
重
郡
と
朝
が
明
け
る
郡
と
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の
境
で
︑
日
の
出
を
拝
む
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
は
︑
極
め
て
大
き
な
感
慨
を
持
た
れ
た
と
思
い
ま
す
︒
天
武
・
持
統
両
天
皇
は
︑

ま
さ
に
天
が
助
け
て
く
れ
る
﹁
天
佑
﹂
が
示
さ
れ
た
と
感
じ
︑
確
実
に
壬
申
の
乱
に
勝
利
で
き
る
︑
と
い
う
こ
と
を
確
信
さ
れ
た
の
だ
と

思
い
ま
す
︒
両
天
皇
は
︑
こ
の
と
き
︑
九
死
に
一
生
を
得
る
よ
う
な
大
変
な
お
蔭
を
頂
い
た
︒
だ
か
ら
勝
利
し
た
暁
に
は
︑
此
の
感
謝
を

ど
の
よ
う
に
示
す
か
を
︑
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒

天
照
大
御
神
に
︑
感
謝
を
ど
の
よ
う
に
し
て
示
す
か
と
言
っ
た
ら
︑
中
々
難
し
い
わ
け
で
す
︒
私
は
い
つ
も
色
ん
な
所
で
お
話
し
し
て

い
ま
す
が
︑
天
照
大
御
神
︑
太
陽
か
ら
︑
光
と
熱
の
代
金
請
求
書
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
ら
︑
私
た
ち
は
払
え
る
か
と
言
う
と
︑
間
違
い
な

く
払
え
な
い
と
思
い
ま
す
︒
請
求
書
が
突
き
つ
け
ら
れ
る
こ
と
が
無
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
か
ら
︑
安
心
し
て
い
ま
す
が
︑

原
子
力
発
電
所
が
あ
れ
だ
け
の
事
故
を
起
こ
し
︑
火
力
発
電
所
の
燃
料
が
高
く
な
っ
て
︑
電
気
代
が
上
が
っ
て
い
ま
す
︒
そ
れ
だ
け
で
︑

私
た
ち
は
︑
一
喜
一
憂
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
︑
残
念
な
が
ら
︑
太
陽
に
対
し
て
一
喜
一
憂
す
る
こ
と
は
︑
殆
ど
あ
り
ま
せ
ん
︒
タ
ダ
同

然
の
様
に
︑
光
と
熱
を
頂
い
て
い
る
わ
け
で
す
︒
で
す
か
ら
私
は
間
違
い
な
く
︑
太
陽
の
神
︑
天
照
大
御
神
を
祭
る
神
宮
の
御
社
殿
を
新

し
く
さ
せ
て
い
た
だ
く
︑
式
年
遷
宮
を
思
い
つ
か
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
︒

御
正
宮
は
︑
間
違
い
な
く
倉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
よ
く
神
宮
の
建
物
は
︑
弥
生
時
代
の
伝
香
川
県
出
土
の
銅
鐸
や
奈
良
県
唐
古
鍵
遺
跡

出
土
の
土
器
絵
画
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
棟
持
柱
を
持
っ
た
建
物
︑
高
床
式
倉
庫
︑
倉
だ
と
い
う
理
解
が
さ
れ
て
い
ま
す
が
︑
こ
れ

は
倉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
な
ぜ
か
と
言
い
ま
す
と
︑
こ
の
棟
持
柱
で
支
え
ら
れ
て
い
る
建
物
の
周
り
に
は
︑
回
廊
︑
廊
下
が
巡
っ
て
い
ま

す
︒
そ
し
て
︑
回
廊
が
巡
っ
て
い
る
欄
干
の
部
分
に
は
居
玉
と
言
っ
た
五
色
の
ガ
ラ
ス
玉
が
飾
り
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
︒
今
度
︑
平
城
宮

の
復
元
大
極
殿
に
行
っ
て
頂
い
た
ら
︑
こ
こ
に
も
︑
ガ
ラ
ス
の
居
玉
が
据
え
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
︒
そ
れ
か
ら
考
え
ま
す
と
︑
天
照
大
御

神
の
お
住
ま
い
で
あ
る
﹁
屋
・
家
﹂
で
す
︒
倉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
そ
れ
に
︑
敬
称
の
﹁
御
﹂
を
付
け
ま
す
か
ら
︑﹁
御
屋
・
御
家
﹂
と

な
り
︑﹁
み
や
﹂
と
読
む
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
式
年
遷
宮
が
始
ま
っ
た
時
の
状
況
を
考
え
ま
す
と
︑
御
正
宮
は
天
照
大
御
神
の
﹁
み
や
﹂
︑
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住
ま
わ
れ
る
建
物
と
理
解
し
て
よ
い
と
思
い
ま
す
︒

そ
し
て
︑
式
年
遷
宮
が
始
ま
る
以
前
は
ど
ん
な
状
態
だ
っ
た
か
と
言
い
ま
す
と
︑
お
そ
ら
く
︑
荒
祭
宮
と
和
魂
の
宮
の
御
正
宮
が
︑
瀧

原
宮
・
瀧
原
並
宮
と
同
様
︑
並
立
し
て
建
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒
並
立
し
て
お
宮
が
建
っ
て
い
る
の
は
︑
こ
の
ほ
か
月

読
宮
と
月
読
荒
魂
宮
が
同
じ
状
況
で
す
︒
私
は
︑
式
年
遷
宮
が
始
ま
る
以
前
は
︑
御
正
宮
の
す
ぐ
後
ろ
に
あ
る
荒
祭
宮
の
所
に
︑
両
宮
が

並
び
建
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
︒
そ
し
て
︑﹃
太
神
宮
諸
雑
事
記
﹄
を
見
ま
す
と
︑﹁
遷
宮
之
年
限
を
定
め
︑
又
外
院

殿
舎
・
倉
・
四
面
重
々
御
垣
等
︑
造
り
加
え
ら
る
也
﹂
と
書
い
て
あ
り
ま
す
︒
外
院
殿
舎
・
倉
・
四
面
重
々
の
御
垣
が
付
け
加
え
ら
れ
た

と
書
い
て
あ
り
ま
す
︒
四
面
と
は
何
か
︑
東
西
南
北
︑
重
々
と
は
何
か
と
言
っ
た
ら
︑
二
重
︑
二
重
で
重
々
で
す
︒
四
重
の
垣
根
︵
板
垣
・

外
玉
垣
・
内
玉
垣
・
蕃
垣
︶
を
︑
付
け
加
え
た
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
元
々
︑
式
年
遷
宮
が
始
ま
る
直
前
の
姿
は
︑
ど
う
い
う
形
か
と
言
い
ま

す
と
︑
瑞
垣
し
か
無
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
︒
そ
こ
に
︑
宮
域
を
拡
張
し
て
︑
現
在
の
よ
う
な
姿
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
︒
こ
れ

は
明
ら
か
に
︑
正
殿
を
中
心
に
南
北
に
長
い
宮
域
を
設
定
し
て
い
ま
す
︒
こ
う
い
う
建
物
を
︑
現
在
の
荒
祭
宮
の
宮
域
に
造
る
こ
と
は
不

可
能
で
す
︒
だ
か
ら
︑
全
く
新
し
く
敷
地
を
考
え
て
作
り
だ
し
た
の
が
︑
現
在
の
正
殿
宮
域
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒
こ
の
姿
と
非
常

に
よ
く
似
て
い
る
の
が
︑
平
城
宮
で
す
︒
前
期
平
城
宮
︑
聖
武
天
皇
が
都
を
遷
す
以
前
の
姿
で
す
が
︑
こ
れ
は
東
西
に
二
つ
の
内
裏
︑
二

つ
の
朝
堂
院
が
あ
る
形
を
と
っ
て
い
ま
す
︒

私
は
︑
こ
の
式
年
遷
宮
が
始
ま
っ
た
最
初
の
頃
に
は
︑
古
い
お
宮
は
壊
し
た
の
か
と
い
う
と
︑
壊
さ
ず
に
残
し
た
可
能
性
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
︑
と
い
う
よ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
︒
と
言
い
ま
す
の
は
︑
江
戸
時
代
︑
式
年
遷
宮
が
復
興
し
て
か
ら
十
三
回
︑
古
宮
は
壊
さ
ず

に
︑
四
十
年
間
隣
に
建
っ
て
い
た
よ
う
で
す
︒
万
が
一
の
時
を
考
え
て
︑
隣
に
建
っ
て
い
た
︒
そ
の
こ
と
か
ら
考
え
ま
す
と
︑
二
回
目
以

降
の
式
年
遷
宮
の
頃
に
も
︑
隣
に
古
い
建
物
が
建
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
︒
そ
う
い
う
よ
う
に
考
え
ま
す
と
︑
平
城

宮
は
︑
中
国
の
都
城
制
に
倣
っ
て
二
つ
の
宮
を
並
列
さ
せ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
︑
神
宮
の
東
西
に
御
敷
地
を
定
め
て
︑
並
立
し
て
建
て
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て
い
る
姿
が
︑
人
の
宮
に
再
現
さ
れ
た
の
が
︑
平
城
宮
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
︒
こ
う
い
っ
た
こ
と
も
︑
少
し
注
目

し
て
頂
く
と
良
い
と
思
っ
て
い
ま
す
︒

別
宮
の
式
年
遷
宮
は
︑
天
平
十
九
年
︵
七
四
七
︶
の
第
四
回
内
宮
式
年
遷
宮
︑
こ
れ
は
﹃
太
神
宮
諸
雑
事
記
﹄
に
出
て
き
ま
す
︒
丁
度

こ
の
時
︑
日
本
で
何
が
あ
っ
た
か
と
言
い
ま
す
と
︑
東
大
寺
の
大
仏
︑
毘
盧
遮
那
仏
︑
こ
れ
は
﹁
太
陽
の
仏
﹂
で
あ
り
ま
す
︒
こ
の
仏
像

に
メ
ッ
キ
す
る
金
が
不
足
し
て
い
ま
し
た
の
で
︑
金
の
出
現
を
求
め
て
︑
天
照
大
御
神
を
始
め
︑
全
国
の
神
々
に
祈
り
を
重
ね
て
︑
よ
う

や
く
下
野
国
︑
現
在
の
栃
木
県
か
ら
出
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
︒
残
念
な
が
ら
︑
こ
れ
で
は
盧
遮
那
仏
に
メ
ッ
キ
す
る
だ
け
の
量
が
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
︒
糠
喜
び
で
し
た
︒
だ
け
ど
︑
丁
度
そ
れ
が
︑
内
宮
の
第
四
回
式
年
遷
宮
の
年
に
あ
た
っ
て
い
ま
し
た
の
で
︑
こ
れ
は
正

に
天
照
大
御
神
の
お
力
添
え
︑
御
神
助
だ
と
考
え
︑
別
宮
に
ま
で
遷
宮
を
拡
大
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
︒
そ
し
て
︑
こ
の
時
に
︑
御
正
宮

の
飾
り
金
物
︑
建
物
の
金
具
に
金
メ
ッ
キ
を
施
す
こ
と
に
し
た
よ
う
で
す
︒
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
が
︑
正
倉
院
文
書
の
﹁
飾
金
具

注
文
﹂
で
す
︒
福
山
敏
男
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
︑
ほ
ぼ
天
平
十
九
年
の
式
年
遷
宮
の
時
で
良
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
︒
そ
れ
ま
で
︑
皇
大

神
宮
は
白
木
造
り
で
︑
銅
か
鉄
の
飾
り
金
具
が
付
い
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
よ
う
で
す
が
︑
そ
れ
に
︑
金
メ
ッ
キ
を
施
し
た
飾
金
具
が
付

け
ら
れ
た
の
が
︑
こ
の
文
書
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
︒
そ
の
後
︑
さ
ら
に
祈
ら
れ
て
陸
奥
国
か
ら
多
く
の
金
が
出
現
し
た
こ
と
で
︑
大
仏

の
金
メ
ッ
キ
が
可
能
と
な
っ
て
い
ま
す
︒

そ
の
後
︑
摂
社
の
一
部
で
遷
宮
が
開
始
さ
れ
て
い
ま
す
︒
内
宮
で
は
︑
朝
熊
・
薗
相
・
鴨
・
田
乃
家
・
蚊
野
・
湯
田
︑
外
宮
で
は
月
夜

見
・
草
奈
伎
・
大
間
社
が
対
象
に
な
っ
て
い
ま
す
が
︑
私
は
第
五
回
内
宮
式
年
遷
宮
の
天
平
神
護
二
年
︵
七
六
六
︶
に
行
な
わ
れ
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
︒
何
故
か
と
言
い
ま
す
と
︑
天
平
宝
字
八
年
︵
七
六
四
︶
に
︑
恵
美
押
勝
の
乱
が
起
っ
て
い
ま
す
︒
孝
謙
上

皇
︑
の
ち
の
称
徳
天
皇
は
︑
押
勝
の
兵
に
襲
わ
れ
て
命
を
落
と
し
か
け
た
の
で
す
が
︑
改
元
の
詔
に
︑﹁
幸
い
に
神
霊
の
国
を
護
り
︑
風

雨
の
軍
を
助
く
る
に
頼よ

り
て
︑
旬
日
に
盈み

た
ず
し
て
︑
咸
こ
と
ご
と
く

誅
戮
に
伏
し
ぬ
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
神
の
護
り
を
う
け
た
こ
と
に
よ
り
︑
命
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が
救
わ
れ
︑
年
号
を
天
平
宝
字
九
年
か
ら
天
平
神
護
元
年
と
変
え
て
い
ま
す
︒
神
が
私
た
ち
の
国
家
︑
神
が
私
た
ち
の
命
を
助
け
て
く
れ

た
と
い
う
思
い
が
強
く
て
︑﹁
神
護
﹂
と
い
う
年
号
に
改
め
て
い
る
わ
け
で
す
︒
お
そ
ら
く
︑
こ
の
時
に
︑
神
宮
へ
の
更
な
る
感
謝
の
気

持
ち
を
示
す
た
め
に
︑
摂
社
の
一
部
に
ま
で
式
年
遷
宮
を
拡
大
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
︒
正
宮
・
別
宮
だ
け
を
新
し
く
し

て
︑
土
地
の
神
々
を
祭
る
摂
社
が
傾
い
た
り
︑
雨
漏
り
を
す
る
よ
う
な
状
態
で
は
︑
天
照
大
御
神
・
豊
受
大
御
神
以
下
︑
別
宮
で
祭
る
神
々

に
安
ん
じ
て
当
地
に
い
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
︑
摂
社
の
中
で
重
要
な
社
の
遷
宮
を
始
め
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
︒
そ
し
て
︑
丁
度
そ
の
時
に
は
︑
道
鏡
が
政
治
の
中
心
で
権
勢
を
振
る
っ
て
︑
仏
教
的
な
政
策
が
進
ん
で
い
ま
し
た
の
で
︑
神
宮
を
守

護
す
る
た
め
の
伊
勢
大
神
宮
寺
︵
逢
鹿
瀬
寺
︶
が
建
立
さ
れ
︑
天
平
神
護
二
年
に
は
使
い
を
遣
わ
し
て
丈
六
仏
像
を
造
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
て
い
ま
す
︒
な
お
︑﹃
延
喜
式
﹄
の
大
神
宮
式
に
︑
多
気
郡
鎮
座
の
須
麻
留
売
・
佐
那
・
櫛
田
の
三
社
が
︑
神
宮
の
摂
末
社
に

含
ま
れ
て
い
な
い
の
に
︑
式
年
遷
宮
の
対
象
に
な
っ
て
い
ま
す
︒
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
天
平
神
護
三
年
︵
七
六
七
︶
六
月
十
七
日
に

豊
受
宮
の
上
︑
七
月
七
日
に
は
皇
大
神
宮
の
上
に
︑
五
色
の
瑞
雲
が
見
え
た
こ
と
で
︑
神
護
景
雲
と
改
元
し
︑
あ
る
い
は
多
気
郡
に
所
在

す
る
斎
宮
に
美
雲
が
見
え
て
︑
年
号
を
天
応
元
年
︵
七
八
一
︶
と
改
め
た
と
き
に
︑
神
宮
の
式
年
遷
宮
に
あ
わ
せ
て
︑
多
気
郡
の
中
で
も

重
要
な
三
社
の
遷
宮
︵
須
麻
留
売
･佐
那
･櫛
田
の
三
社
は
︑
外
宮
神
主
度
会
氏
と
の
関
わ
り
が
深
く
︑
神
護
景

雲
二
年
の
第
五
回
外
宮
式
年
遷
宮
に
合
わ
せ
て
遷
宮
が
行
な
わ
れ
た
可
能
性
が
高
い
︒

︶
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
︑
考

え
て
い
ま
す
︒

遷
宮
の
中
絶
に
つ
い
て
は
︑
乱
世
に
よ
る
遷
宮
費
用
の
調
達
が
難
し
く
な
っ
た
こ
と
︑
ま
た
用
材
の
運
送
や
伊
勢
へ
の
道
が
通
れ
な
く

な
っ
た
状
況
も
あ
り
ま
す
が
︑
出
来
な
く
な
っ
た
根
本
的
な
原
因
は
︑
応
仁
の
乱
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
︒
応
仁
元
年
︵
一
四
六
七
︶
か
ら

十
一
年
間
︑
京
都
の
町
が
焼
け
野
が
原
に
な
り
︑
造
宮
使
が
派
遣
で
き
な
い
状
況
が
生
ま
れ
︑
あ
る
い
は
造
神
宝
装
束
使
を
任
じ
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
で
す
︒
派
遣
し
よ
う
に
も
︑
造
宮
大
工
や
御
神
宝
装
束
を
作
る
技
術
者
が
︑
京
都
の
町
か
ら
い
な
く
な
り
︑
造

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
︒
こ
の
結
果
が
︑
式
年
遷
宮
を
完
全
に
中
絶
さ
せ
て
し
ま
う
原
因
に
な
っ
た
と
考
え
て
い
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ま
す
︒
で
す
か
ら
︑
式
年
遷
宮
を
考
え
る
上
で
︑
何
が
大
事
か
と
言
い
ま
す
と
︑
日
本
の
国
が
平
和
で
無
い
と
遷
宮
は
行
な
え
な
い
と
い

う
こ
と
で
す
︒
こ
の
先
︑
二
十
年
後
に
式
年
遷
宮
が
出
来
る
か
否
か
は
︑
国
が
安
泰
で
あ
る
か
否
か
に
関
わ
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒

そ
れ
か
ら
遷
宮
が
︑
復
興
し
た
の
は
︑
外
宮
は
永
禄
六
年
︵
一
五
六
三
︶
で
第
四
十
回
︑
両
宮
の
式
年
遷
宮
は
天
正
十
三
年
︵
一
五
八
五
︶

で
第
四
十
一
回
と
な
っ
て
い
ま
す
︒
式
年
遷
宮
の
復
興
に
︑
慶
光
院
の
尼
僧
で
あ
る
周
悦
・
清
順
・
周
養
上
人
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
︒
慶
光
院
の
尼
僧
は
︑
も
と
熊
野
の
比
丘
尼
と
言
わ
れ
て
お
り
︑
宇
治
橋
の
架
橋
に
深
く
関
わ
っ
て
い
ま
す
︒
こ

の
頃
︑
宇
治
橋
前
に
は
た
く
さ
ん
の
参
宮
人
が
来
て
お
り
︑
そ
の
中
で
︑
宇
治
橋
は
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
と
︑
風
日

祈
宮
橋
も
そ
う
で
す
が
︑
渡
る
前
の
こ
ち
ら
側
を
此
岸
︑
渡
っ
た
向
こ
う
側
を
彼
岸
︑
死
後
の
世
界
と
考
え
︑
そ
し
て
真
ん
中
が
太
鼓
橋

に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
︑
参
拝
人
は
ま
ず
こ
の
橋
の
た
も
と
で
生
ま
れ
︑
一
番
高
い
所
が
人
生
の
絶
頂
期
︑
一
番
よ
い
時
期
︑
そ
し
て
向

こ
う
側
へ
行
っ
た
ら
死
ぬ
こ
と
に
な
り
ま
す
と
い
う
話
を
し
て
い
た
よ
う
で
す
︒
熊
野
の
比
丘
尼
達
は
︑
宇
治
橋
を
使
っ
て
︑
こ
の
よ
う

な
絵
解
き
を
し
て
い
ま
し
た
︒
向
こ
う
岸
で
︑
死
ん
だ
ら
誰
が
助
け
て
く
れ
る
か
と
言
う
と
︑
天
照
大
御
神
が
助
け
て
く
れ
る
と
い
う
こ

と
を
話
し
て
い
ま
し
た
︒
向
こ
う
岸
で
一
度
死
ん
で
︑
天
照
大
御
神
に
助
け
ら
れ
︑
黄よ

泉み

帰
り
︑
再
生
を
す
る
わ
け
で
す
︒
で
す
か
ら
︑

橋
が
洪
水
で
流
れ
て
し
ま
う
と
︑
絵
解
き
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
︒
絵
解
き
が
で
き
な
い
と
困
り
ま
す
の
で
︑
宇
治
橋
の
架
橋
を
す
る
た

め
に
︑
諸
国
へ
の
勧
進
︵
募
財
︶
が
始
ま
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
と
こ
ろ
が
︑
橋
が
出
来
て
も
︑
助
け
て
く
れ
る
天
照
大
御
神
の
お
宮
が

朽
ち
果
て
︑
倒
れ
掛
か
っ
て
い
る
こ
と
に
な
れ
ば
︑
有
り
難
味
が
あ
り
ま
せ
ん
︒
で
す
か
ら
︑
内
宮
の
式
年
遷
宮
を
行
な
お
う
と
さ
れ
ま

す
︒
し
か
し
︑
内
宮
側
の
荒
木
田
氏
は
︑
尼
僧
が
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
必
要
は
な
い
と
断
り
ま
し
た
︒
何
故
か
と
言
い
ま
す
と
︑
神
宮
は

仏
教
を
嫌
っ
て
︑
仏
教
的
な
も
の
を
遠
ざ
け
て
い
ま
し
た
の
で
︑
仏
教
徒
︑
そ
れ
も
女
性
の
尼
さ
ん
に
︑
諸
国
を
廻
っ
て
募
財
を
し
て
も

ら
う
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
︒
こ
の
時
︑
外
宮
側
も
一
旦
断
り
ま
し
た
が
︑
外
宮
の
詔の

刀っ
と

師し

︑
こ
れ
は
﹁
御お
ん

師し

﹂
で
す
が
で
︑
足あ

代じ
ろ

弘ひ
ろ

興お
き

と
い
う
人
が
協
力
し
て
︑
遷
宮
が
復
興
さ
れ
ま
す
︒
慶
光
院
の
清
順
上
人
は
︑
山
田
の
御
師
足
代
弘
興
邸
に
止
宿
し
て
い
た
よ
う
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で
︑
弘
興
の
協
力
で
遷
宮
の
た
め
の
勧
進
が
行
な
わ
れ
︑
遷
宮
が
で
き
ま
し
た
︒
女
性
が
一
人
で
行
く
と
い
う
よ
り
も
︑
御
師
が
か
な
り

関
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
︒
一
般
の
家
を
廻
る
の
で
は
な
く
︑
戦
国
大
名
の
も
と
を
廻
っ
た
訳
で
す
︒
清
順
上
人

は
︑
後
奈
良
天
皇
の
綸
旨
を
奉
じ
︑
諸
国
を
勧
進
し
︑
外
宮
の
遷
宮
を
︑
先
に
始
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
︒
天
正
十
三
年
の
式
年
遷
宮

で
は
︑
慶
光
院
周
養
上
人
が
勧
進
を
し
ま
す
が
︑
こ
の
時
は
︑
外
宮
の
成
功
が
あ
り
ま
す
か
ら
︑
両
宮
と
も
う
ま
く
い
く
よ
う
な
流
れ
が

出
来
た
よ
う
で
す
︒

そ
し
て
︑
注
目
す
べ
き
こ
と
は
︑
慶
光
院
上
人
の
働
き
も
あ
り
ま
す
が
︑
織
田
信
長
︵
銭
三
〇
〇
〇
貫
文
︶・
豊
臣
秀
吉
︵
銭
一
万
貫
文
・

黄
金
五
〇
〇
枚
︶
が
遷
宮
費
用
を
出
し
︑
江
戸
時
代
に
な
る
と
徳
川
家
康
︵
米
六
万
俵
︶
が
出
し
た
と
い
う
点
で
す
︒
基
本
的
に
は
︑
東
海

の
三
英
傑
で
す
︒
こ
れ
は
間
違
い
な
く
小
さ
い
頃
か
ら
︑
天
照
大
御
神
︑
お
そ
ら
く
豊
臣
秀
吉
は
元
百
姓
で
す
か
ら
︑
お
父
さ
ん
︑
お
母

さ
ん
︑
お
祖
母
さ
ん
︑
お
祖
父
さ
ん
か
ら
︑
太
陽
の
神
様
︑
天
照
大
御
神
と
い
う
の
は
︑
偉
大
な
神
で
︑
お
米
が
実
る
こ
と
や
私
た
ち
が

食
事
を
出
来
る
の
は
︑
豊
受
大
御
神
の
お
蔭
だ
と
い
う
こ
と
を
︑
小
さ
い
頃
か
ら
盛
ん
に
言
わ
れ
︑
刷
り
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
︑
こ
れ
だ

け
の
大
金
を
出
せ
た
と
思
い
ま
す
︒
確
か
に
天
下
取
り
の
人
は
︑
名
を
売
る
た
め
に
自
分
が
国
の
中
心
で
あ
る
か
の
よ
う
に
振
る
舞
い
た

い
と
い
う
思
い
も
あ
っ
た
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
が
︑
私
は
小
さ
い
頃
か
ら
︑
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒

織
田
信
長
の
父
親
の
織
田
信
秀
も
︑
天
文
十
年
︵
一
五
四
一
︶
の
外
宮
仮
殿
遷
宮
の
時
に
関
わ
っ
て
い
ま
す
︒
織
田
家
の
い
た
と
こ
ろ
に

は
︑
神
宮
の
神
戸
︑
中
島
神
戸
が
あ
り
ま
し
た
︒
そ
う
い
っ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
︒
そ
れ
か
ら
︑
九
州
の
人
と
か

東
北
の
人
に
お
願
い
で
き
る
か
と
い
う
と
︑
伊
勢
神
宮
と
は
ど
ん
な
お
宮
で
︑
天
照
大
御
神
は
︑
ど
ん
な
神
様
で
︑
豊
受
大
御
神
は
︑
ど

ん
な
神
様
だ
と
か
を
説
明
し
︑
理
解
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒
お
そ
ら
く
当
時
は
︑
言
葉
が
通
じ
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
︒

方
言
で
︑
伊
勢
の
人
が
行
っ
て
も
︑
中
々
相
手
に
言
葉
が
通
じ
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
︒
大
事
な
神
︑
大
切
な
神
と

し
て
︑
伝
え
て
い
く
に
は
大
変
な
困
難
が
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
︒
そ
の
点
︑
こ
の
東
海
の
三
英
傑
は
︑
小
さ
い
頃
か
ら
︑
そ
う
い
っ
た
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神
の
有
難
さ
を
十
分
に
知
ら
さ
れ
︑
教
え
ら
れ
て
い
た
か
と
思
い
ま
す
︒
こ
う
い
っ
た
こ
と
が
行
な
わ
れ
て
き
て
︑
江
戸
時
代
は
幕
府
が

遷
宮
費
用
︵
米
三
万
石
︶
を
全
額
出
し
︑
山
田
奉
行
が
遷
宮
奉
行
と
し
て
︑
遷
宮
を
統
括
し
て
い
ま
す
︒

七
︑
二
十
年
一
度
の
意
味

二
十
年
に
一
度
の
意
味
で
︑
考
え
て
い
く
べ
き
こ
と
は
︑
建
物
は
ぎ
り
ぎ
り
と
い
う
よ
り
も
︑
二
十
年
持
た
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
︒
現
在
︑
御
正
宮
の
古
殿
と
新
殿
が
︑
丁
度
並
立
し
て
建
っ
て
い
ま
す
︒
見
て
頂
い
た
ら
分
か
り
ま
す
が
︑
萱
葺
き
の
屋
根
や
板

葺
き
の
屋
根
が
︑
か
な
り
腐
っ
て
い
ま
す
︒
け
れ
ど
︑
式
年
遷
宮
が
前
提
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
︑
修
理
し
て
い
ま
せ
ん
︒
や
は
り
悪
く

な
っ
て
き
た
ら
雨
漏
り
を
し
ま
す
か
ら
︑
修
理
を
し
て
何
と
か
持
た
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
す
︒
柱
根
の
方
も
掘
立
柱
方
式
で
す

が
︑
古
代
は
柱
そ
の
も
の
を
土
に
直
接
埋
め
て
い
ま
す
が
︑
現
在
で
は
銅
板
が
巻
い
て
あ
り
ま
す
︒
銅
の
青
錆
・
緑
青
で
︑
毒
分
が
あ
り

シ
ロ
ア
リ
が
近
づ
か
な
い
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
︒
そ
う
い
っ
た
こ
と
や
︑
柱
の
背
割
り
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
現
在
で
は
か

な
り
持
た
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
が
︑
二
十
年
持
た
せ
る
こ
と
自
体
は
︑
か
な
り
大
変
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
︒
だ
け
ど
︑
百
年
︑

二
百
年
の
木
は
︑
ち
ょ
っ
と
や
そ
っ
と
で
は
︑
腐
っ
て
い
か
な
い
︒
私
た
ち
の
家
で
使
っ
て
い
る
よ
う
な
五
十
年
も
の
の
木
は
︑
五
十
年

ほ
ど
で
朽
ち
て
い
く
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
︒
百
年
持
ち
ま
せ
ん
︒
百
年
住
宅
と
言
っ
て
も
︑
百
年
育
っ
た
木
を
使
っ
て
い
な
い
か
ら
︑
無

理
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
︒
百
年
持
た
せ
よ
う
と
思
っ
た
ら
︑
百
年
育
ち
の
木
を
使
わ
な
い
と
い
け
な
い
︒
二
百
年
持
た
せ
よ
う
と
思
っ

た
ら
︑
二
百
年
の
材
を
使
わ
な
い
と
い
け
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
︒
そ
う
い
う
こ
と
が
︑
ま
ず
基
本
に
あ
る
と
思
い
ま
す
︒

二
十
と
い
う
の
は
︑

①
最
大
数
説
：
人
間
の
数
え
ら
れ
る
最
大
数
︵
手
の
指
の
表
裏
・
手
と
足
の
指
︶
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②
尊
厳
保
持
説
：
建
物
の
耐
用
年
数
︵
素
木
造
り
の
檜
と
萱
︶

③
時
代
生
命
更
新
説
：
社
会
的
・
個
人
的
に
二
〇
年
を
一
区
切
り
︵
国
家
・
社
会
・
国
民
の
生
命
の
更
新
︶

④
世
代
技
術
伝
承
説
：
一
世
代
は
三
〇
年
︵
一
〇
代
見
習
い
︑
二
〇
代
工
人
︑
三
〇
代
師
匠
︶

⑤
原
点
回
帰
説
：
朔
旦
冬
至
︵
陰
暦
十
一
月
一
日
に
冬
至
が
来
る
の
は
︑
十
九
年
七
ヶ
月
︶

⑥
糒
保
存
説
：
糒
は
二
〇
年
を
保
存
︵
倉
庫
令
︶︑
式
年
遷
宮
は
大
神
嘗
祭
︒

⑦
陰
︵
偶
︶
数
嗜
好
説
：
日
本
人
は
︑
二
・
四
・
六
・
八
・
十
の
偶
数
を
好
む
︒

な
ど
の
説
が
あ
り
ま
す
が
︑﹃
令
義
解
﹄
戸
令
の
三
歳
以
下
條
に
︑﹁
男
女
は
三
歳
以
下
を
黄
と
為
し
︑
十
六
以
下
を
少
と
為
し
︑
廿
以
下

を
中
と
為
せ
︒
其
れ
男
は
︑
廿
一
を
丁
と
為
し
︑
六
十
六
を
耆
と
為
せ
︒﹂
と
あ
り
ま
す
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
二
十
と
二
十
一
の
間
に
線

引
き
を
し
て
い
ま
す
︒
私
も
大
学
に
入
っ
て
か
ら
︑
今
ま
で
に
式
年
遷
宮
を
三
回
迎
え
ま
し
た
︒
だ
け
ど
︑
よ
く
よ
く
考
え
て
み
た
ら
︑

二
十
年
前
に
生
ま
れ
た
子
供
が
︑
私
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
話
し
︑
物
事
を
為
し
て
い
ま
す
︒
私
た
ち
は
︑
二
十
年
前
と
あ
ま
り
変
わ
っ
て

い
ま
せ
ん
︒
確
か
に
見
た
目
の
風
貌
は
︑
歳
相
応
の
顔
を
し
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
︑
人
間
の
成
長
を
見
た
ら
︑
生
ま
れ
た
子
が
︑

二
十
に
な
っ
て
一
人
前
の
人
間
に
な
っ
て
い
ま
す
︒
こ
の
単
位
と
い
う
の
は
︑
や
は
り
凄
い
単
位
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
︒
そ
し
て
私
は
︑

こ
の
二
十
と
い
う
の
は
︑
日
本
人
好
み
の
数
字
だ
と
思
い
ま
す
︒
二
・
四
・
六
・
八
・
十
の
世
界
で
す
︒
中
国
は
︑
陽
数
の
一
・
三
・
五
・

七
・
九
︑
日
本
は
︑
陰
数
の
二
・
四
・
六
・
八
・
十
を
好
み
ま
す
︒
特
に
︑
八
は
偶
数
の
中
で
も
︑
聖
な
る
数
と
考
え
て
い
ま
す
︒
例
え

ば
︑
八
尺
瓊
勾
玉
・
八
咫
鏡
・
八
万
神
・
八
百
屋
な
ど
で
す
︒
八
と
い
う
漢
字
は
︑
末
広
が
り
の
字
形
で
す
︒
そ
う
い
っ
た
こ
と
か
ら
︑

二
も
陰
数
の
始
ま
り
を
示
す
数
字
で
︑
有
難
い
数
字
と
日
本
人
は
考
え
て
い
ま
す
︒
丁
度
︑
持
統
天
皇
が
︑
同
天
皇
六
年
︵
六
九
二
︶
に
︑

伊
勢
に
来
ら
れ
て
い
ま
す
︒
こ
れ
は
︑
九
死
に
一
生
を
得
た
壬
申
の
乱
︑
六
七
二
年
か
ら
︑
丁
度
二
十
年
目
に
当
た
り
ま
す
︒
そ
し
て
︑

十
年
後
の
大
宝
二
年
︵
七
〇
二
︶
に
も
う
一
回
︑
伊
勢
を
通
過
し
て
三
河
に
行
っ
て
お
ら
れ
ま
す
︒
ど
う
し
て
来
ら
れ
た
か
と
言
い
ま
す
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と
︑
式
年
遷
宮
の
状
況
を
確
認
し
︑
大
宝
律
令
と
い
う
国
家
的
な
法
律
が
整
備
さ
れ
た
な
か
で
︑
超
法
規
的
な
形
で
︑
神
宮
お
よ
び
式
年

遷
宮
の
制
度
︑
特
に
経
済
的
基
盤
︵
神
戸
の
設
定
︶
を
︑
御
自
身
の
手
で
整
備
し
て
お
き
た
い
︒
百
年
︑
二
百
年
︑
三
百
年
先
ま
で
︑
神

宮
祭
祀
や
遷
宮
制
度
を
維
持
し
た
い
と
い
う
思
い
が
︑
こ
こ
に
は
有
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒
こ
の
二
十
年
と
い
う
の
は
︑
そ

う
い
っ
た
意
味
が
あ
り
︑
聖
な
る
数
︑
陰
数
で
︑
丁
度
二
回
・
三
回
す
る
と
六
十
︑
還
暦
と
同
じ
数
の
六
十
年
と
な
り
ま
す
︒
こ
う
い
っ

た
人
生
の
節
目
を
考
え
て
︑
二
十
年
毎
に
行
な
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
︒

か
な
り
長
時
間
に
わ
た
っ
て
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
︑
こ
の
後
は
︑
中
世
の
神
宮
史
研
究
で
成
果
を
上
げ
て
お
ら
れ
る
勝

山
先
生
︑
神
宮
全
体
に
わ
た
っ
て
研
究
さ
れ
て
お
ら
れ
る
茂
木
先
生
︑
そ
れ
か
ら
神
宮
の
祭
祀
に
直
接
関
わ
っ
て
お
ら
れ
る
吉
川
先
生
の

ご
意
見
を
お
伺
い
し
︑
不
十
分
な
点
は
後
の
討
論
会
で
︑
補
い
た
い
と
思
い
ま
す
︒
ご
清
聴
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
︒
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