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一
宮
の
祭
祀
？
　
―
神
事
か
ら
一
宮
の
実
態
を
考
え
る
―加　

瀬　

直　

弥　
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神
社
の
重
要
性
を
推
し
量
る
材
料
と
し
て
、
し
ば
し
ば
社
格
に
注
目
が
集
ま
る
こ
と
が
あ
る
。
前
近
代
の
場
合
、
何
を
も
っ
て
社
格
と

す
る
か
と
い
う
問
題
は
あ
る
が
、
一
応
社
格
と
見
な
せ
る
も
の
の
ほ
と
ん
ど
全
て
が
神
事）

1
（

と
連
動
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
式
内
社
と
は
、

朝
廷
の
神
事
の
対
象
と
し
て
『
延
喜
式
』
の
神
名
式
に
載
録
さ
れ
た
神
社
の
こ
と
を
指
す
。

　

今
回
と
り
あ
げ
る
一
宮
も
社
格
に
位
置
付
け
ら
れ
得
る
も
の
だ
が
、他
の
社
格
と
同
じ
だ
ろ
う
か
。
神
道
の
基
本
事
項
を
解
説
す
る『
神

道
事
典
』
は
、
一
宮
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る）

2
（

。

　
　

 

平
安
時
代
後
半
か
ら
み
ら
れ
平
安
後
期
か
ら
中
世
に
諸
国
の
神
社
の
中
心
的
地
位
を
占
め
た
。
平
安
時
代
に
お
い
て
は
国
司
は
任
国

の
国
内
の
主
要
神
社
に
神
拝
す
る
の
が
例
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
諸
国
国
内
の
神
社
の
管
理
・
祭
祀
は
国
司
の
任
務
で
あ
り
必
要
に
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応
じ
奉
幣
な
ど
を
行
う
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
神
拝
や
任
務
の
執
行
に
あ
た
っ
て
、
便
宜
上
行
わ
れ
た
国
内
神
社
の
序

列
化
が
、
一
宮
の
起
源
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

文
中
で
は
、
国
司
神
拝
と
国
司
の
奉
幣
と
い
う
、
二
種
の
神
事
に
伴
う
神
社
の
序
列
化
が
、
一
宮
選
定
の
決
め
手
だ
と
推
測
す
る
。
と
な

る
と
、
一
宮
で
国
司
に
よ
る
こ
れ
ら
神
事
が
重
視
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
想
定
で
き
る
。

　

後
述
す
る
よ
う
に
、
国
司
の
神
事
の
対
象
と
な
っ
た
神
社
が
あ
る
こ
と
自
体
は
否
定
の
し
よ
う
が
な
い
。
だ
が
、
全
て
の
一
宮
で
、
国

司
神
拝
と
国
司
に
よ
る
奉
幣
が
選
定
の
決
め
手
と
な
っ
た
か
と
問
わ
れ
る
と
、
答
え
は
否
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
一
宮
と
さ
れ
る
ど
の
神

社
で
も
、
こ
れ
ら
神
事
が
行
わ
れ
て
は
い
な
い
。
あ
る
い
は
、
行
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
国
司
が
関
わ
ら
な
い
場
合
も
あ
っ
た
。
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具
体
例
を
あ
げ
て
い
き
た
い
。
ま
ず
は
、
国
司
神
拝
か
ら
で
あ
る
。
最
も
具
体
的
な
状
況
を
把
握
で
き
る
の
は
因
幡
国
で
あ
る
。
承
徳

三
年
（
康
和
元
年
・
一
〇
九
九
）
二
月
に
任
国
に
赴
い
た
因
幡
守
平
時
範
の
神
拝
は
、
そ
の
日
記
『
時
範
記
』
に
よ
っ
て
具
体
的
に
示
さ

れ
て
い
る
。
国
府
に
到
着
し
て
九
日
後
の
同
月
二
十
六
日
、
一
日
で
国
府
外
の
神
社
七
社
を
巡
拝
し
た）

3
（

。
国
庁
内
と
見
ら
れ
る
幣
殿
、
お

そ
ら
く
は
惣
社
の
幣
殿
で
の
神
事
の
後
、
最
初
に
参
る
の
が
、
後
に
一
宮
と
さ
れ
る
宇
倍
社
で
あ
っ
た
。
因
幡
国
庁
と
宇
倍
社
は
近
い
の

だ
が
、
神
拝
の
順
序
が
、
神
社
の
重
要
度
で
決
ま
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
一
宮
を
確
定
さ
せ
る
神
社
の
序
列
が
、
国
司
神
拝
に

反
映
さ
れ
て
い
た
と
見
て
も
問
題
な
か
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
時
範
は
在
国
中
、
宇
倍
社
で
の
百
座
仁
王
会
や
臨
時
祭
な
ど
の
神
仏
事
に
も
関
わ
っ
て
い
る）

4
（

。
時
範
が
任
国
に
い
た
の
は
二
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か
月
足
ら
ず
。
専
ら
神
事
な
ど
の
儀
式
の
た
め
に
赴
い
て
い
た
。
遙
任
で
あ
る
受
領
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
限
ら
れ
た
現
地
で
の
務
め
と
し

て
、
神
拝
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
実
態
が
う
か
が
え
る
。

　

水
谷
類
氏
が
詳
細
に
紹
介
し
て
い
る
通
り
、
国
司
神
拝
は
十
世
紀
以
降
そ
の
実
例
が
確
か
め
ら
れ
る）

5
（

。
だ
が
、
同
氏
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
十
二
世
紀
に
な
る
と
神
拝
を
遂
げ
る
上
で
の
環
境
の
変
化
が
起
き
て
い
る
。
元
永
二
年
（
一
一
一
九
）、
同
じ
く
因
幡
国
守
の
藤
原

宗
成
が
、
一
宮
で
臨
時
祭
を
行
う
た
め
に
任
国
に
赴
く
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
「
国
人
」
の
恐
れ
が
あ
る
か
ら
だ
と
さ
れ
て
い
る）

6
（

。

だ
が
、
宗
成
の
父
宗
忠
は
、
神
拝
を
す
で
に
目
代
が
し
て
い
た
点
に
留
意
し
て
い
た）

7
（

。
こ
れ
だ
け
の
事
例
で
確
言
す
る
の
は
難
し
い
が
、

神
拝
そ
の
も
の
に
対
す
る
意
義
が
見
失
わ
れ
て
い
た
と
察
せ
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
神
拝
自
体
が
行
え
な
か
っ
た
国
も
あ
る
。
興
福
寺
が
一
国
支
配
を
進
め
て
い
た
大
和
国
で
あ
る
。
保
延
元
年
（
一
一
三
五
）、 

国
司
源
重
時
が
神
拝
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、山
階
寺
、つ
ま
り
興
福
寺
の
大
衆
が
濫
行
し
よ
う
と
し
た）

8
（

。
そ
こ
で
は
「
大
和
国
司
全
不
二 

神
拝
一
」
と
あ
っ
た
。
神
拝
を
口
実
に
、
支
配
の
実
情
を
知
ら
れ
る
こ
と
を
懸
念
し
た
結
果
生
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
の
表
現
は
、
保
延
元

年
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
か
ら
大
和
国
で
は
全
く
神
拝
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
同
国
の
特
殊
な
事

情
は
あ
っ
た
に
せ
よ
、
神
拝
実
現
の
た
め
の
環
境
は
、
国
に
よ
っ
て
も
違
い
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

水
谷
氏
は
、
巡
拝
形
態
の
国
司
神
拝
の
重
要
性
が
十
二
世
紀
前
半
頃
に
低
下
し
、
国
司
の
礼
拝
は
一
宮
が
一
身
に
集
め
る
と
し
て
い

る）
9
（

。
特
定
の
神
社
を
一
宮
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
十
二
世
紀
前
半
頃
か
ら
で
あ
る
。
で
あ
れ
ば
、
国
司
神
拝
が
一
宮
の

神
事
の
核
た
り
え
な
か
っ
た
し
、
ま
た
、
一
宮
選
定
の
鍵
を
握
る
神
事
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
一
律
に
そ
う
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
の

で
あ
る
。
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次
に
、
奉
幣
に
話
題
を
移
し
た
い
。
奉
幣
と
な
る
と
恒
例
、
臨
時
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
多
く
の
神
社
で
月
初

に
行
わ
れ
た
朔
幣
に
注
目
す
る
。
国
司
に
よ
る
朔
幣
が
平
安
時
代
中
期
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
九
の
平
惟

叙
の
説
話
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
だ
が
、
朔
幣
の
際
の
国
司
と
の
関
わ
り
合
い
が
、
中
世
一
宮
一
律
に
密
接
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

朔
幣
の
具
体
的
な
内
容
を
詳
細
に
示
す
も
の
と
し
て
ま
ず
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
乾
元
二
年
（
嘉
元
元
年
・
一
三
〇
三
）
に
成
立
し
た
、

若
狭
国
一
宮
の
祝
詞
『
若
狭
彦
大
明
神
詔
戸
次
第
』
で
あ
る）
10
（

。
次
は
、
そ
こ
に
収
め
ら
れ
た
、
朔
幣
に
用
い
ら
れ
る
祝
詞
の
一
部
で
あ
る
。

　
　

当
国
ニ
ハ
大
介
、
目
、
在
庁
官
人
、
郡
郷
官
ព
、
万
民
百
姓
等
心
中
所
願
、
悉
令
二
円
満
一
給
ヘ
、

そ
の
前
後
を
含
め
る
と
、
天
皇
か
ら
百
姓
、
さ
ら
に
は
社
家
ま
で
、
求
め
る
神
威
発
揮
の
対
象
範
囲
は
広
い
が
、
上
に
あ
る
よ
う
に
、
在

庁
官
人
が
具
体
的
に
含
ま
れ
て
お
り
、
朔
幣
が
国
衙
と
の
関
係
性
を
保
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
朔
幣
は
国
衙
と
の
関
連
性
を
必
須
の
条
件
と
は
し
て
い
な
い
。
紀
伊
国
一
宮
の
日
前
宮
の
年
中
行
事
を
書
き
上
げ
た
『
神
事

記
』（
日
前
宮
神
事
記
・
暦
応
四
年
〈
一
三
四
一
〉
八
月
書
写
奥
書
）
に
は
、
朔
幣
に
つ
い
て
の
儀
式
次
第
が
記
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
そ

こ
に
は
、「
国
十
烈
官
幣
儀
式
、
近
来
无
之
」
と
あ
る）
11
（

。
本
来
朔
幣
は
国
衙
の
関
与
が
あ
っ
た
が
、
遅
く
と
も
南
北
朝
時
代
に
な
る
と
、

そ
れ
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
そ
れ
で
も
、
神
社
独
自
の
神
事
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

同
宮
を
奉
斎
し
て
い
た
の
は
紀
伊
国
造）
12
（

を
中
心
に
、
そ
も
そ
も
国
司
が
あ
ま
り
介
入
せ
ず
に
経
営
さ
れ
得
た
と
考
え
ら
れ
る
が）
13
（

、
国
司
の

関
与
が
朔
幣
執
行
の
絶
対
条
件
で
は
な
か
っ
た
点
は
、
一
宮
で
の
朔
幣
を
考
え
る
上
で
は
見
過
ご
せ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
点
か
ら
、『
神
道
事
典
』
で
一
宮
の
前
提
だ
と
さ
れ
た
神
事
は
、
実
際
に
は
一
宮
と
密
接
不
可
分
に
結
び
つ
く
も
の
だ
と

は
い
い
難
い
。
一
宮
の
神
事
は
、
個
々
の
地
域
の
特
色
に
裏
打
ち
さ
れ
た
、
多
様
な
も
の
が
展
開
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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鎌
倉
時
代
に
な
る
と
、一
宮
に
対
す
る
一
律
の
神
事
を
行
う
動
き
は
あ
る
に
は
あ
っ
た
。
主
体
は
鎌
倉
幕
府
、時
期
は
元
寇
の
後
で
あ
っ

た
。
紀
伊
国
の
天
野
社
と
日
前
・
国
懸
宮
、
薩
摩
国
の
八
幡
新
田
宮
と
枚
聞
社
の
間
に
も
見
ら
れ
る）
14
（

。
薩
摩
国
の
場
合
は
一
宮
へ
の
神
宝

奉
献
、
紀
伊
国
の
場
合
は
そ
の
前
提
と
な
る
問
訊
に
端
を
発
し
て
お
り
、
と
も
に
鎌
倉
幕
府
に
よ
る
も
の
で
あ
る）
15
（

。

　

だ
が
、
一
宮
争
い
が
起
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
従
来
、
同
様
の
神
事
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。
存
在
し
て

い
れ
ば
、
一
宮
が
ど
こ
で
あ
る
か
が
確
定
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
一
宮
を
面
で
捉
え
て
、
神
事
を
行
お
う
と
す
る
鎌
倉
幕
府
の
動
き
は
、
極

め
て
特
異
だ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
う
し
た
動
き
も
、
そ
の
原
因
が
特
殊
な
事
情
で
あ
り
、
か
つ
、
主
体
で
あ
る
鎌
倉
幕
府
が
五
十
年
経
た

ず
に
滅
亡
し
た
た
め
か
、
後
の
時
代
に
は
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

　

な
お
、
こ
の
他
に
も
、
国
衙
主
体
で
行
う
神
事
の
中
に
は
、
多
く
の
国
で
行
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
も
あ
っ
た
。
一
国
平
均
役
の
伴
う
社

殿
造
営
、神
事
で
い
え
ば
遷
宮
も
そ
の
範
疇
に
は
入
る
。
だ
が
そ
の
対
象
に
、ど
の
国
で
も
必
ず
一
宮
が
選
ば
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
共
通
の
神
事
な
し
に
、
一
宮
は
諸
国
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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一
宮
が
神
事
を
軸
と
し
た
ま
と
ま
り
で
な
い
以
上
、
一
宮
は
何
を
基
準
と
し
て
定
ま
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
手
掛
か
り
は
あ
る
。

肥
前
国
一
宮
と
さ
れ
る
千
栗
宮
の
宮
寺
神
官
所
司
の
、「
依
二
勅
定
一
為
二
肥
前
国
第
一
之
崇
社
一
」
と
い
う
主
張
で
あ
る）
16
（

。

　

彼
ら
は
「
一
宮
」
と
い
う
文
言
は
使
用
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
場
合
、「
第
一
之
崇
社
」
に
同
じ
意
味
を
籠
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
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の
決
定
を
「
勅
定
」、
つ
ま
り
朝
廷
に
よ
る
も
の
と
し
て
い
る
点
は
、
一
宮
に
つ
い
て
も
、
在
地
だ
け
で
称
せ
な
か
っ
た
実
情
を
反
映
し

た
結
果
と
見
ら
れ
る
。

　

そ
う
な
る
と
、
一
宮
の
決
定
に
際
し
て
、
朝
廷
と
の
関
わ
り
合
い
が
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
可
能
性
を
想
起
で
き
る
。
実
際
、
国

司
神
拝
の
軸
で
あ
り
、
一
宮
と
さ
れ
た
宇
倍
社
も
ま
た
、
朝
廷
か
ら
格
別
の
意
識
を
向
け
ら
れ
て
い
た
。

　

平
安
時
代
前
期
の
嘉
祥
元
年
（
八
四
七
）
に
同
社
は
官
社
に
列
す
る
が
、
そ
の
時
の
理
由
は
、
国
府
庁
舎
の
炎
上
を
阻
ん
だ
こ
と
に

よ
る）
17
（

。
官
社
は
朝
廷
祭
祀
の
対
象
と
な
る
神
社
を
指
し
、
そ
の
実
施
は
国
司
で
あ
っ
た
が
、
決
定
は
朝
廷
の
中
枢
が
行
っ
て
い
た
。
中
世

に
な
っ
て
突
然
宇
倍
社
と
朝
廷
と
の
関
係
が
深
ま
っ
た
の
で
は
な
い
。

　

そ
れ
ば
か
り
か
、
平
安
時
代
前
期
の
朝
廷
中
枢
か
ら
見
て
、
宇
倍
社
は
相
当
に
重
視
さ
れ
て
い
た
。
官
社
に
な
っ
て
ほ
ど
な
い
貞
観

十
六
年
（
八
七
四
）
に
は
、
当
時
と
し
て
も
ま
れ
な
従
三
位
の
神
階
を
奉
ら
れ
て
い
た）
18
（

。
三
位
以
上
の
神
階
を
当
時
の
朝
廷
中
枢
が
特
別

視
し
て
い
た
点
を
踏
ま
え
る
と）
19
（

、
同
社
は
全
国
的
に
見
て
も
朝
廷
と
の
関
連
性
が
密
だ
っ
た
と
評
価
で
き
よ
う
。
朝
廷
の
組
織
内
で
、
管

内
の
神
社
の
ま
つ
り
を
行
う
任
務
の
あ
っ
た
国
司
か
ら
す
れ
ば）
20
（

、
在
地
で
緊
張
関
係
を
持
た
な
い
限
り
は
、
そ
の
ま
ま
宇
倍
社
を
重
視
す

る
方
向
性
が
あ
っ
て
当
然
と
い
え
る
。
一
宮
選
定
の
こ
と
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
は
、
国
司
だ
け
で
な
く
、
朝
廷
中
枢
の
動
向
を
注
視
す

る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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続
い
て
、
平
安
時
代
後
期
の
朝
廷
中
枢
と
神
社
と
の
関
係
に
つ
い
て
踏
み
込
む
た
め
、
長
門
国
一
宮
を
と
り
上
げ
、
話
の
き
っ
か
け
と

し
た
い
。
嘉
承
二
年
（
一
一
〇
七
）、
同
所
の
「
神
宮
司
別
当
」
の
補
任
に
当
た
り
神
祇
官
移
を
用
い
た
た
め
に
、
結
政
で
問
題
視
さ

れ
た）
21
（

。
神
祇
官
移
は
神
社
神
職
を
国
司
に
連
絡
す
る
た
め
の
文
書
で
あ
り
、
発
給
者
の
神
祇
官
が
、
人
事
に
関
す
る
権
益
を
行
使
す
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る
た
め
の
対
処
で
あ
る
。
神
祇
官
が
神
職
補
任
に
関
与
で
き
る
権
限
は
少
な
く
と
も
平
安
時
代
初
期
か
ら
あ
っ
た
が）

22
（

、
無
制
限
に
認
め
ら

れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
先
例
に
基
づ
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
神
祇
官
移
は
違
例
の
産
物
と
見
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

だ
が
、
お
そ
ら
く
神
祇
官
は
同
国
一
宮
の
別
の
職
の
人
事
権
を
握
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
神
社
の
側
か
ら
し
て
も
、
職
の
権
威
を
高

め
、
そ
の
地
位
を
保
全
す
る
た
め
に
は
、
神
祇
官
か
ら
の
補
任
も
有
効
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
、
神
祇
官
移
を
用
い
る
動

き
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
平
安
時
代
後
期
で
も
神
社
と
神
祇
官
と
の
関
係
は
密
接
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
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平
安
時
代
末
期
の
神
社
と
神
祇
官
と
の
関
係
を
一
層
具
体
的
に
浮
き
彫
り
に
す
る
の
が
、『
神
祇
官
御
年
貢
進
社
事
』
で
あ
る）
23
（

。
題
名

か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
文
書
は
、
神
祇
官
に
年
貢
を
納
め
る
神
社
と
、
そ
の
種
類
・
数
量
を
書
き
上
げ
て
い
る
。
末
尾
に
は
永
万
元

年
六
月
日
と
あ
り
、
同
年
（
一
一
六
五
）
の
段
階
で
の
、
神
祇
官
、
よ
り
厳
密
に
は
、
こ
の
こ
ろ
神
祇
伯
を
家
職
化
し
た
白
川
家
の
、
諸

国
神
社
に
対
す
る
影
響
の
ほ
ど
が
う
か
が
え
る
。

　

こ
の
文
書
で
注
目
す
べ
き
点
は
、【
᚜
一
】
に
示
し
た
通
り
、
年
貢
を
納
め
る
神
社
と
し
て
、
六
か
国
の
一
宮
の
名
が
登
場
す
る
と
こ

ろ
に
あ
る
（
尾
張
・
佐
渡
・
伯
耆
・
長
門
・
淡
路
・
讃
岐
）。
永
万
元
年
よ
り
前
に
一
宮
の
名
が
用
い
ら
れ
て
い
た
神
社
は
八
社
だ
が
、

こ
の
文
書
に
は
、
そ
う
し
た
神
社
、
あ
る
い
は
、「
二
宮
」
の
存
在
か
ら
一
宮
の
存
在
が
分
か
る
神
社
の
う
ち
実
に
三
社
（
尾
張
・
伯
耆
・

長
門
）
が
こ
の
文
書
に
載
っ
て
い
る
。
そ
の
他
、
従
来
一
宮
が
存
在
し
て
い
た
因
幡
・
周
防
・
伊
予
の
諸
国
に
つ
い
て
も
、
一
宮
と
は
さ

れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
上
宮
（
宇
倍
社
）・
玉
祖
社
・
三
島
社
の
名
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
一
宮
と
さ
れ
、
他
に
候
補
と
な
る
論
社
も

な
い
。
要
す
る
に
、
神
祇
官
は
、
当
時
一
宮
と
名
の
っ
て
い
た
ほ
と
ん
ど
の
神
社
か
ら
年
貢
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
、
こ
の
文

書
か
ら
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る）
24
（

。
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こ
れ
だ
け
の
一
宮
が
名
を
連
ね
て
い
る
と
な
る
と
、
あ
る
推
測
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
年
貢
を
納
め
る
の
と
引
き
換
え
に
、
神
社
の
た

め
の
何
ら
か
の
特
典
を
神
祇
官
か
ら
付
与
し
て
い
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
文
書
の
中
に
は
、
神
主
の
任
用
に
関
与
し
て
い
る
旨
の
付
記

の
あ
る
神
社
が
あ
る
。
神
職
任
用
に
神
祇
官
が
一
定
の
権
限
を
持
ち
得
た
点
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
一
宮
も
同
様
に
、
年
貢
と
引
き

換
え
に
権
威
付
与
の
一
環
と
し
て
、
お
墨
付
き
を
与
え
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
。
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෫
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ᇘ
ᇋ
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ᷢ

国

社
名

比
定
神
社

『
延
喜
式
』

大
社

六
国
史
神
階
最
高
位

（　

）
は
高
位
な
い
し
同
位

大
神
宝

奉
献
対
象

初
出
文
献
成
立
年

尾
張

一
宮

真
清
田

○

×
（
熱
田
）

＊
康
治
二
（
一
一
四
三
）

佐
渡

一
宮

度
津

×

本
文
書

因
幡

上
宮

宇
倍

◎

○
（
天
穂
日
命
）

元
永
二
（
一
一
一
九
）

伯
耆

一
宮

倭
文

×
（
波
々
伎
な
ど
）

康
和
五
（
一
一
〇
三
）

周
防

玉
祖
社

玉
祖

○
（
三
坂
）

一
一
三
〇
年
代

長
門

一
宮

住
吉

◎

◎

嘉
承
二
（
一
一
〇
七
）

淡
路

一
宮

伊
弉
諾

○

◎

本
文
書

讃
岐

一
宮

田
村

○

◎

本
文
書

伊
予

三
島
社

大
山
祇

○

◎

○

一
一
二
〇
年
代

　
◎
…
国
内
唯
一
の
大
社
、
も
し
く
は
神
階
単
独
最
高
位　

×
…
他
に
神
階
最
高
位
神
あ
り　

＊
…
二
宮
の
初
出
。
一
宮
の
初
出
は
本
文
書
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『
神
祇
官
御
年
貢
進
社
事
』
で
一
宮
と
称
さ
れ
た
ほ
と
ん
ど
の
神
社
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
共
通
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
朝
廷
と
の
関

係
か
ら
い
く
と
、
そ
れ
ま
で
国
内
で
絶
対
的
優
位
に
立
っ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
【
表
一
】
で
整
理
し
た
が
、
平
安
時
代
中
期
ま
で
の
朝
廷
と
の
つ
な
が
り
を
考
え
る
指
標
は
三
つ
あ
る
。
一
つ
目
は
律
令
規
定
の
祭
祀

対
象
で
あ
る
か
ど
う
か
、
二
つ
目
は
高
位
の
神
階
を
奉
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
三
つ
目
は
天
皇
一
代
一
度
の
大
神
宝
奉
献
の
対
象
に

な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

　

一
つ
目
は
お
お
よ
そ
穏
当
で
、多
く
の
一
宮
が
国
内
で
最
も
重
く
遇
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、国
内
唯
一
と
い
う
位
置
付
け
に
ま
で
に
な
っ

て
い
た
の
は
、
因
幡
・
長
門
・
淡
路
の
諸
国
に
限
ら
れ
る
。
他
の
国
は
同
格
の
神
社
が
別
に
あ
っ
た
。

　

二
つ
目
の
神
階
は
、
宇
倍
社
で
説
明
し
た
が
、
平
安
時
代
前
期
に
多
く
の
神
社
の
祭
神
に
奉
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
十
九
階
あ
る
神
階

の
中
で
、
国
内
最
高
の
位
を
奉
ら
れ
た
神
は
、
後
に
一
宮
と
さ
れ
た
神
社
に
ま
つ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
だ
が
そ
れ
は
中
世
全
体
を
俯
瞰

し
た
際
の
話
で
あ
り
、
こ
こ
で
対
象
と
し
て
い
る
平
安
時
代
末
期
で
あ
る
と
、
国
内
随
一
の
高
位
に
叙
さ
れ
な
か
っ
た
神
の
神
社
が
一
定

数
あ
る
。

　

そ
れ
は
先
に
紹
介
し
た
宇
倍
社
の
鎮
座
す
る
因
幡
国
で
も
同
様
で
あ
る
。
同
国
の
天
穂
日
命
神
は
、
宇
倍
神
よ
り
も
高
い
位
を
奉
ら
れ

て
い
た
時
期
が
あ
っ
た）
25
（

。
一
宮
な
い
し
一
宮
と
目
さ
れ
る
神
社
の
神
が
、
国
内
最
高
の
神
階
を
単
独
で
奉
ら
れ
て
い
た
例
は
、
長
門
・
伊

予
・
淡
路
・
讃
岐
と
少
な
く
は
な
い
も
の
の
、
別
に
神
階
の
高
い
神
が
存
在
す
る
国
も
、
伯
耆
・
尾
張
の
二
か
国
存
在
す
る
。
一
宮
が
な

べ
て
朝
廷
か
ら
重
視
さ
れ
続
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　

三
つ
目
は
大
神
宝
で
あ
る
。
記
録
に
残
る
、
後
一
条
天
皇
即
位
に
伴
う
、
寛
仁
元
年
（
一
〇
一
七
）
奉
献
時
の
対
象
神
社
数
は
五
十
社

あ
ま
り
で）
26
（

、
一
国
一
社
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
選
ば
れ
た
神
社
は
、
時
の
朝
廷
が
特
に
重
視
し
て
い
た
と
見
て
差
し
支
え
な
い
の
だ
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が
、
対
象
と
し
た
神
社
の
中
で
、
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
伊
予
国
の
三
島
社
に
過
ぎ
な
い
。

　

以
上
の
点
を
ま
と
め
る
と
、
三
つ
の
観
点
か
ら
見
て
、
他
社
よ
り
も
明
ら
か
に
卓
越
し
て
い
る
一
宮
は
、『
神
祇
官
御
年
貢
進
社
事
』

成
立
以
前
に
は
存
在
し
な
い
。
一
方
で
、朝
廷
か
ら
重
ん
じ
ら
れ
た
神
社
が
あ
ま
り
一
宮
を
称
し
て
い
な
い
点
も
特
筆
さ
れ
る
。
確
か
に
、

朝
廷
と
の
関
係
で
国
内
第
一
で
あ
れ
ば
、
あ
え
て
一
宮
を
名
の
る
必
要
も
な
い
。
初
期
の
段
階
か
ら
一
宮
を
称
す
る
神
社
は
、
従
来
の
朝

廷
と
の
関
わ
り
合
い
で
横
並
び
、
あ
る
い
は
よ
り
密
な
神
社
を
凌
駕
す
る
た
め
に
腐
心
し
て
い
た
姿
が
想
像
で
き
る
。
そ
う
し
た
神
社
に

神
祇
官
が
関
与
し
て
い
た
と
い
う
点
は
、
一
宮
と
い
う
名
称
を
広
め
る
鍵
を
、
こ
の
官
が
握
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。
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次
の
問
題
は
、こ
の
時
期
に
一
宮
と
さ
れ
た
神
社
が
、そ
の
後
も
位
置
付
け
を
守
る
こ
と
が
で
き
た
か
ど
う
か
で
あ
る
。
一
宮
を
め
ぐ
っ

て
の
争
い
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
紀
伊
・
薩
摩
両
国
の
話
題
で
説
明
し
た
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
正
応
四
年
（
一
二
九
一
）
の
書

写
奥
書
の
あ
る
『
白
山
之
記
』
に
、「
但
越
中
ニ
新
気
多
ヲ
奉
レ
祝
、
二
神
諍
二
一
宮
一、
二
神
ハ
無
力
之
間
、
新
気
多
成
二
一
宮
一
云
々
」
と

あ
る
。
つ
ま
り
、
越
中
国
に
お
い
て
は
、
一
宮
を
気
多
社
と
二
上
社
と
で
争
い
、
結
果
気
多
社
が
一
宮
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
争
い
は
、
鎌
倉
時
代
中
期
以
降
、
一
宮
で
あ
る
こ
と
を
在
地
主
導
で
主
張
可
能
な
状
況
と
、
神
祇
官
を
は
じ
め
と
す
る
朝
廷

中
枢
の
限
界
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
そ
れ
は
、
平
安
時
代
後
期
か
ら
同
様
で
あ
っ
た
。
朝
廷
中
枢
側
の
一
方
的
な
押
し
付
け
で
あ
れ
ば
、

そ
も
そ
も
一
宮
と
い
う
神
事
と
関
係
の
な
い
称
号
を
設
け
る
必
要
は
な
い
。
一
宮
は
、
在
地
と
神
祇
官
を
中
心
と
す
る
朝
廷
と
の
利
害
の

産
物
と
い
え
る
。
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そ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
鎌
倉
時
代
末
期
ご
ろ
か
ら
、
国
ご
と
の
一
宮
を
総
覧
で
き
る
文
献
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
。
早
い
例
だ
と

『
類
聚
既
験
抄
』
だ
が
、
単
体
で
は
、
南
北
朝
時
代
成
立
と
さ
れ
る
『
諸
国
一
宮
神
名
帳
』
が
あ
げ
ら
れ
る）
27
（

。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
【
᚜

二
】
で
整
理
し
た
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
こ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
一
宮
に
つ
い
て
も
、
あ
る
程
度
の
傾
向
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
ず
一
点
目
だ
が
、『
神
祇
官
御
年
貢
進
社
事
』
で
一
宮
と
さ
れ
た
国
の
神
社
に
つ
い
て
は
、
鎌
倉
時
代
以
前
に
一
宮
争
い
が
確
認
で

き
な
い
。
平
安
時
代
末
期
の
神
祇
官
が
認
め
た
一
宮
は
、
時
代
が
下
っ
て
も
そ
の
位
置
付
け
を
守
っ
て
い
た
と
理
解
で
き
る
。

　

次
に
、
先
に
掲
げ
た
朝
廷
の
神
事
に
基
づ
く
三
つ
の
観
点
を
持
ち
だ
す
が
、
全
体
的
に
見
る
と
、
む
し
ろ
国
内
唯
一
の
大
社
、
神
階
が

国
内
単
独
最
高
位
の
神
の
神
社
、
さ
ら
に
は
天
皇
一
代
一
度
の
大
神
宝
奉
献
の
対
象
と
な
っ
た
神
社
も
多
く
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
は
、
平

安
時
代
末
期
と
顕
著
な
違
い
と
い
え
よ
う
。
鎌
倉
時
代
以
降
、
か
え
っ
て
古
い
時
代
に
朝
廷
か
ら
重
ん
じ
ら
れ
た
神
社
が
一
宮
に
選
ば
れ

て
い
る
状
況
は
、
伝
統
的
な
権
威
の
あ
る
神
社
を
一
宮
と
す
る
方
向
性
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
今
ま
で
説
明
し
た
、
い
ず
れ
の
条
件
も
当
て
は
ま
ら
な
い
国
が
あ
る
。
誤
記
で
真
清
田
神
社
と
あ
る
志
摩
国
を
除
く
と
、
四

か
国
（
伊
勢
・
遠
江
・
豊
後
・
肥
前
）
が
該
当
す
る
。
う
ち
遠
江
国
を
除
く
三
か
国
は
、
国
府
の
所
在
す
る
郡
の
神
社
で
あ
る
。
数
の
上

で
は
わ
ず
か
だ
が
、
国
司
と
の
関
係
性
が
一
宮
選
定
に
反
映
し
て
い
る
国
が
あ
る
に
は
あ
っ
た
と
分
か
る
。
な
お
、
遠
江
国
の
事
任
神
は
、

「
こ
と
の
ま
ま
の
明
神
」と『
枕
草
子
』で
と
り
上
げ
ら
れ
た
よ
う
に
、中
央
で
の
認
知
度
が
従
来
あ
る
程
度
あ
っ
た
結
果
と
も
想
定
さ
れ
る
。

　

も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
四
か
国
の
全
て
で
、
一
宮
と
さ
れ
た
神
社
が
複
数
存
在
し
て
い
る
。
伝
統
的
な
権
威
の
あ
る
こ
と
が
、
一
宮
の

地
位
を
安
定
化
さ
せ
る
要
素
だ
っ
た
可
能
性
は
大
い
に
あ
る
。



158

ᶵ
᚜
̝
ᶶʂ

ច
ّ
ˢ

ᇘ
ջ
࢝
ᶴ

ᢐ
ᇘ
ᇋ

五
畿

七
道

国

諸
国
一
宮

神
名
帳

別
名
な
ど

神
祇
官

年
貢
対
象

『
延
喜
式
』

大
社

六
国
史
神
階

国
内
最
高
位

大
神
宝

奉
献
対
象

備
考

論
社

あ
り

畿
内

山
城

賀
茂

○

○

○

二
十
二
社

大
和

三
輪

大
神

○

○

○

○

二
十
二
社

河
内

平
岡

○

○

◎

○

和
泉

大
鳥

○

◎

◎

摂
津

住
吉

○

○

◎

○

二
十
二
社

東
海
道

伊
賀

南
宮

敢
国

○

◎

◎

伊
勢

椿

×

×

▼

志
摩

真
清
田

×

誤
記
か

尾
張

真
清
田

●

○

×

▼

三
河

砥
鹿

○

遠
江

事
任

己
等
乃
麻
知

×

×

○

駿
河

浅
間

◎

◎

○

伊
豆

三
島

○

◎

○

甲
斐

浅
間

◎

×

相
模

八
幡

寒
川

◎

◎

相
模

八
幡

寒
川

◎

◎

武
蔵

氷
川

○

◎

○

安
房

洲
崎

天
比
理
乃
咩

○

○

▼

上
総

玉
前

○

◎

◎
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五
畿

七
道

国

諸
国
一
宮

神
名
帳

別
名
な
ど

神
祇
官

年
貢
対
象

『
延
喜
式
』

大
社

六
国
史
神
階

国
内
最
高
位

大
神
宝

奉
献
対
象

備
考

論
社

あ
り

東
海
道

下
総

香
取

◎

◎

○

常
陸

鹿
島

○

◎

○

東
山
道

近
江

建
部

○

○

×

美
濃

南
宮

仲
山
金
山
彦

○

◎

◎

○

飛
騨

水
無

○

◎

信
濃

諏
方

南
方
刀
美

○

○

◎

○

上
野

抜
鉾

貫
前

○

◎

○

下
野

二
荒
山

○

◎

◎

○

神
祇
官
年
貢
対
象
は
宇
都
宮

▽

陸
奥

塩
竈

×

×

○

祭
祀
に
官
稲
拠
出

▼

出
羽

大
物
忌

◎

◎

○

北
陸
道

若
狭

上
下

若
狭
彦

○

◎

○

越
前

気
比

○

○

◎

○

加
賀

白
山

◎

○

○

能
登

気
多

○

◎

◎

○

越
中

高
瀬

×

○

○

越
後

宣
現

伊
夜
比
古

◎

○

▼

佐
渡

渡
津

度
津

●

×

山
陰
道

丹
波

出
雲

○

○

◎

丹
後

籠

○

○

◎

但
馬

出
石

○

○

○

▼
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五
畿

七
道

国

諸
国
一
宮

神
名
帳

別
名
な
ど

神
祇
官

年
貢
対
象

『
延
喜
式
』

大
社

六
国
史
神
階

国
内
最
高
位

大
神
宝

奉
献
対
象

備
考

論
社

あ
り

山
陰
道

因
幡

宇
倍

○

◎

○

伯
耆

倭
文

●

×

出
雲

杵
築

○

○

○

○

石
見

物
部

◎

隠
岐

由
良
比
女

○

×

▼

山
陽
道

播
磨

伊
和

○

○

◎

○

美
作

中
山

○

◎

◎

○

備
前

吉
備
津

○

×

×

備
中

○

◎

◎

○

備
後

○

×

安
芸

厳
島

○

○

○

周
防

玉
祖

○

○

長
門

住
吉

●

◎

◎

南
海
道

紀
伊

日
前
・
国
懸

○

○

×

○

○

淡
路

伊
佐
奈
伎

●

○

◎

阿
波

大
麻
比
古

○

○

×

○

讃
岐

田
村

●

○

◎

伊
予

三
島

大
山
祇

○

○

◎

○

土
佐

高
賀
茂

都
佐

◎

×
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五
畿

七
道

国

諸
国
一
宮

神
名
帳

別
名
な
ど

神
祇
官

年
貢
対
象

『
延
喜
式
』

大
社

六
国
史
神
階

国
内
最
高
位

大
神
宝

奉
献
対
象

備
考

論
社

あ
り

西
海
道

筑
前

筥
崎

○

×

○

筑
後

高
良

◎

◎

○

豊
前

宇
佐

◎

◎

○

豊
後

柞
原

×

×

▼

肥
前

河
上

与
止
日
女

×

×

○

肥
後

健
磐
龍
命

◎

◎

○

日
向

都
農

○

大
隅

正
八
幡

鹿
児
島

◎

薩
摩

和
多
都
美

枚
聞

◎

○

壱
岐

天
手
長
男

○

×

対
馬

八
幡

和
多
都
美

○

×

▽

　
凡
例　
　

●
…「
一
宮
」
と
明
記

　
　
　
　
　

◎
…
国
内
唯
一
の
大
社
、
あ
る
い
は
神
階
単
独
最
高
位
（
複
数
祭
神
・
神
社
で
も
同
一
視
で
き
る
も
の
は
印
を
付
け
て
い
る
）

　
　
　
　
　

×
…
他
に
大
社
、
あ
る
い
は
神
階
最
高
位
の
神
が
存
在
す
る

　
　
　
　
　

▼
…
鎌
倉
時
代
よ
り
後
の
史
料
で
論
社
の
存
在
を
確
認
可
能

　
　
　
　
　

▽
…
社
名
と
し
て
は
一
社
だ
が
、
比
定
さ
れ
る
神
社
が
複
数
あ
る

ǽ
ǽ
٣
٥
Ɂ
ᝓ
ឧ
Ȼ
Ɂ
ȭ
ɟ

　

こ
こ
ま
で
、『
諸
国
一
宮
神
名
帳
』
か
ら
、
一
宮
の
記
載
状
況
を
確
か
め
た
。
全
体
の
割
合
か
ら
い
け
ば
、
朝
廷
の
神
事
と
の
関
係
性

の
深
い
神
社
が
多
い
。
朝
廷
の
立
場
に
立
っ
て
一
宮
が
ど
こ
か
を
絞
り
込
ん
だ
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
示
し
た
一
宮
争
い
の
あ
っ
た
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国
で
は
、
い
ず
れ
も
古
代
以
来
の
朝
廷
祭
祀
の
面
で
重
い
位
置
付
け
に
あ
っ
た
方
が
選
ば
れ
て
い
る
。
薩
摩
国
は
一
宮
争
い
の
後
、
実
質

的
に
八
幡
新
田
宮
が
一
宮
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
が）
28
（

、『
諸
国
一
宮
神
名
帳
』
で
は
一
方
の
枚
聞
神
社
が
選
ば
れ
て
い
る
。
越
中
国
に
至
っ

て
は
、『
白
山
之
記
』
で
争
っ
て
い
た
と
さ
れ
た
気
多
神
社
で
も
二
上
神
社
で
も
な
く
、
二
上
神
と
並
ん
で
神
階
最
高
位
の
祭
神
を
ま
つ

る
高
瀬
神
社
が
一
宮
と
さ
れ
た
。

　

こ
れ
ら
の
状
況
は
、『
諸
国
一
宮
神
名
帳
』
に
反
映
さ
れ
た
一
宮
の
理
解
が
公
家
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
如
実
に
語
っ
て
い
る
。
同
書

の
成
立
に
は
、
南
北
朝
時
代
に
活
躍
し
た
神
祇
大
副
卜
部
兼
煕
が
関
与
し
た
と
さ
れ
る）
29
（

。
神
祇
官
を
維
持
す
る
卜
部
氏
が
、
朝
廷
の
神
事

と
、
神
祇
官
で
構
築
し
て
い
た
従
来
の
関
係
性
に
留
意
し
な
が
ら
、
一
宮
の
選
定
を
し
た
可
能
性
が
想
定
で
き
る
。

ǽ
ǽ
ȝ
ɢ
ɝ
Ⱦ

　

神
事
を
中
心
と
し
た
、
一
宮
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
概
観
し
た
。
主
と
し
て
一
宮
の
、
中
世
社
会
に
お
け
る
政
治
的
役
割
に
つ
い
て
は
、

近
年
の
研
究
で
多
く
の
点
が
解
明
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
一
宮
が
単
体
で
は
重
要
な
役
割
を
、
さ
ほ
ど
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
浮
き

彫
り
に
な
っ
た）
30
（

。
実
際
、
神
事
に
関
し
て
も
統
一
性
に
乏
し
い
し
、
朝
廷
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
一
宮
を
一
律
に
取
り
扱
う
よ
う
な
制
度
は

神
社
修
造
で
確
認
で
き
る
だ
け
で
、そ
れ
す
ら
も
一
宮
に
限
定
し
て
い
な
か
っ
た）
31
（

。
鎌
倉
幕
府
は
神
事
の
面
で
一
律
に
一
宮
を
対
象
と
し
、

そ
れ
が
一
宮
争
い
に
結
び
つ
い
た
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
は
単
発
的
な
対
応
に
と
ど
ま
っ
た
。

　
一
宮
を
単
体
で
見
て
、
ど
う
い
っ
た
存
在
で
あ
っ
た
か
を
考
え
る
こ
と
は
、
特
に
中
世
の
政
治
的
側
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
上
は
、
さ
ほ

ど
の
意
味
を
持
た
な
く
な
っ
た
よ
う
に
も
受
け
止
め
ら
れ
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
一
宮
の
存
在
そ
の
も
の
を
、
改
め
て
多
角
的
に
見
直
す
余
地

も
生
み
出
し
た
。
本
稿
は
、
そ
れ
を
考
え
る
上
で
の
問
題
整
理
と
位
置
づ
け
て
お
り
、
よ
り
精
度
の
高
い
検
討
は
、
機
会
を
見
て
試
み
た
い
。
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ᜲ

　
（
1
）
本
稿
で
は
参
拝
も
含
め
て
ま
つ
り
を
捉
え
る
。

　
（
2
）『
縮
刷
版　

神
道
事
典
』
弘
文
堂
、
平
成
十
一
年
（
一
九
九
九
）、
一
宮
・
総
社
（
並
木
和
子
執
筆
）。

　
（
3
）『
時
範
記
』
承
徳
三
年
二
月
二
十
六
日
条
。

　
（
4
）『
時
範
記
』
承
徳
三
年
三
月
六
日
条
、
十
五
日
条
。

　
（
5
）
水
谷
類
「
国
司
神
拝
の
歴
史
的
意
義
」『
日
本
歴
史
』
四
二
七
、
昭
和
五
十
八
年
（
一
九
八
三
）。

　
（
6
）『
中
右
記
』
元
永
二
年
七
月
三
日
条
。

　
（
7
）『
中
右
記
』
元
永
二
年
七
月
十
四
日
条
。

　
（
8
）『
中
右
記
』
保
延
元
年
五
月
六
日
条
。

　
（
9
）
水
谷
前
掲
（
5
）。

　
（
10
）
神
道
大
系
神
社
編
三
十
三
所
収
。
引
用
で
は
振
り
仮
名
を
割
愛
し
た
。

　
（
11
）
東
京
大
学
本
居
文
庫
七
八
―
一
四
二
三
。
内
容
は
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
基
づ
く
。

　
（
12
）『
北
山
抄
』
巻
七
都
省
雑
例
、
補
諸
社
禰
宜
祝
事
の
中
に
、
紀
伊
国
造
の
名
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
13
）
国
司
が
人
事
に
介
在
で
き
な
い
状
況
が
、平
安
時
代
前
期
に
は
生
ま
れ
て
い
た
。『
続
日
本
後
紀
』
嘉
祥
二
年
閏
十
二
月
庚
午
条
。

　
（
14 
）
紀
伊
国
は
高
野
山
宝
寿
院
文
書
、
弘
安
八
年
九
月
日
高
野
山
検
校
注
進
状
写
、
海
津
一
朗
「
異
国
調
伏
祈
禱
体
制
と
諸
国
一
宮

興
行
」『
中
世
一
宮
制
の
歴
史
的
展
開　

下
』
岩
田
書
院
、
平
成
十
六
年
（
二
〇
〇
四
）
に
所
収
。
薩
摩
国
は
神
代
三
陵
志
所
収
、

弘
安
十
年
三
月
薩
摩
新
田
宮
所
司
神
官
等
解
、『
鎌
倉
遺
文
』
一
六
二
二
八
。



164

　
（
15 
）
争
い
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
紀
伊
国
は
海
津
前
掲
（
14
）、
薩
摩
国
は
日
隈
正
守
「
薩
摩
国
に
お
け
る
国
一
宮
の
形
成
過
程
」『
中

世
一
宮
制
の
歴
史
的
展
開　

上
』
岩
田
書
院
、
平
成
十
六
年
（
二
〇
〇
四
）。

　
（
16
）
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
八
幡
宮
関
係
文
書
二
十
七
、
建
暦
二
年
四
月
日
大
宰
府
在
庁
官
人
解
。『
鎌
倉
遺
文
』
一
九
二
七
。

　
（
17 
）『
続
日
本
後
紀
』
嘉
祥
元
年
七
月
甲
申
条
。
た
だ
し
、『
日
本
三
代
実
録
』
に
は
貞
観
六
年
に
官
社
に
列
し
た
と
あ
り
（
貞
観
六

年
三
月
朔
日
条
）、
六
国
史
上
で
記
録
は
重
複
す
る
。

　
（
18 
）『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
六
年
三
月
十
四
日
条
。
さ
ら
に
元
慶
二
年
（
八
七
八
）
に
は
正
三
位
に
昇
階
し
て
い
る
（
同
元
慶
二

年
十
一
月
十
三
日
条
）。

　
（
19
）
加
瀬
『
平
安
時
代
の
神
社
と
神
職
』
吉
川
弘
文
館
、
平
成
二
十
七
年
（
二
〇
一
五
）。

　
（
20
）
養
老
職
員
令
大
国
条
。

　
（
21
）『
永
昌
記
』
嘉
承
二
年
四
月
二
十
八
日
条
。

　
（
22 
）
例
え
ば
神
宮
司
の
場
合
、『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
十
三
年
六
月
丙
辰
条
に
、
神
祇
官
が
旧
記
を
調
べ
て
人
選
す
る
よ
う
定
め
ら
れ

た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
の
神
職
に
つ
い
て
も
、
任
用
手
続
き
に
関
わ
れ
る
余
地
が
あ
っ
た
。

　
（
23
）
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
。『
平
安
遺
文
』
三
三
五
一
の
神
祇
官
諸
社
年
貢
注
文
と
同
内
容
。

　
（
24 
）『
神
祇
官
御
年
貢
進
社
事
』
以
前
か
ら
一
宮
を
名
乗
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
文
書
に
名
が
な
い
神
社
に
つ
い
て
は
三
社

あ
る
が
（
安
芸
国
厳
島
社
・
紀
伊
国
伊
太
祁
曽
社
・
阿
波
国
一
宮
）、
い
ず
れ
も
社
家
が
一
宮
と
自
称
し
た
状
況
の
み
が
確
認
で
き

る
。
国
衙
レ
ベ
ル
が
認
め
て
い
た
余
地
は
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
在
地
主
導
の
主
張
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　
（
25 
）
天
穂
日
命
神
は
貞
観
九
年
（
八
六
七
）
に
正
三
位
に
叙
さ
れ
て
い
る
が
（『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
九
年
五
月
二
十
一
日
条
）、

（
18
）
で
示
し
た
よ
う
に
、
宇
倍
神
の
正
三
位
叙
位
は
元
慶
二
年
（
八
七
八
）
の
こ
と
で
あ
る
。
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（
26
）『
左
経
記
』
寛
仁
元
年
十
月
二
日
条
。

　
（
27 
）
続
神
道
大
系
神
社
編
総
記
一
（
大
塚
統
子
校
注
）
所
収
。
天
理
大
学
付
属
天
理
図
書
館
蔵
梵
舜
筆
の
一
本
を
も
と
と
し
た
。『
諸

国
一
宮
神
名
帳
』
の
成
立
や
類
書
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
続
神
道
大
系
の
解
題
に
し
た
が
っ
た
。

　
（
28
）
日
隈
前
掲
（
15
）。

　
（
29
）
前
掲
（
27
）
解
題
。

　
（
30 
）
例
を
あ
げ
る
と
、
中
世
社
会
全
体
を
覆
う
神
社
制
度
の
核
が
、
一
宮
的
役
割
を
持
つ
神
社
も
包
含
す
る
諸
国
一
宮
制
に
あ
る
と

し
た
井
上
寛
司
『
日
本
中
世
国
家
と
諸
国
一
宮
制
』
岩
田
書
院
、
平
成
二
十
一
年
（
二
〇
〇
九
）、
逆
に
中
央
の
二
十
二
社
制
と
の

断
絶
を
指
摘
し
た
岡
田
莊
司
「
平
安
期
の
国
司
祭
祀
と
諸
国
一
宮
」（
前
掲
『
中
世
一
宮
制
の
歴
史
的
展
開　

下
』
所
収
）、
他
の

国
内
寺
社
と
統
合
さ
れ
た
総
合
的
な
国
衙
の
儀
礼
制
度
の
存
在
を
指
摘
し
た
井
原
今
朝
男
「
中
世
の
国
衙
寺
社
体
制
と
民
衆
統
合

儀
礼
」（
同
書
所
収
）
が
あ
る
。

　
（
31 
）
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
に
は
じ
ま
る
戦
乱
終
結
後
の
建
久
二
年
（
一
一
九
〇
）
の
新
制
の
際
、
神
社
修
造
を
行
う
こ
と
に 

な
っ
た
。
そ
の
際
の
対
象
と
し
て
、「
一
、
二
宮
及
為
レ
宗
霊
社
」
の
名
が
あ
が
っ
て
い
る
。
三
代
制
符
所
収
、
建
久
二
年
三
月

二
十
二
日
宣
旨
、『
鎌
倉
遺
文
』
五
二
三
。


