
國學院大學学術情報リポジトリ

Daijosai and the Formation of Chinkon-sai (the
Ancient Court Ritual for the Soul of the Emperor)

言語: jpn

出版者: 

公開日: 2023-02-07

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 塩川, 哲朗

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.57529/00001753URL



29 國學院大學研究開発推進機構紀要　第 12号　令和 2年 3月

ǽ
ǽ
ɂ
ȫ
ɔ
Ⱦ

　

一
代
一
度
の
大
嘗
祭
は
「
皇
祖
天
照
大
神
に
新
穀
の
神
膳
を
捧
げ
、
神
と
天
皇
と
が
共
食
し
、
国
家
の
安
寧
を
祈
念
す
る
国
家
最
高
の

「
饗あ
え

の
事こ

と

」」
と
さ
れ
る）

1
（

。
祭
祀
の
中
核
・
目
的
は
神
に
神
饌
を
供
え
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
た
め
の
準
備
や
前
段

行
事
、
ま
た
神
事
の
後
の
節
会
を
含
め
、
大
嘗
祭
は
多
種
多
様
な
行
事
が
複
合
化
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
神
事
の
前
日
に

斎
行
さ
れ
る
鎮
魂
祭
は
「
神
祇
令
」
に
も
規
定
さ
れ
た
十
一
月
の
恒
例
祭
祀
で
あ
り
、
一
代
一
度
の
大
嘗
祭
・
恒
例
の
新
嘗
祭
と
も
に
、 

そ
の
前
日
の
斎
行
が
『
儀
式
』・『
延
喜
式
』
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
木
綿
結
び
や
御
衣
振
動
な
ど
一
見
呪
術
的
な
祭
儀
が
行
わ
れ
る
鎮
魂

祭
に
つ
い
て
は
、
そ
の
解
釈
や
淵
源
、
霊
魂
観
な
ど
に
つ
い
て
様
々
な
論
者
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
て
き
た）

2
（

。
し
か
し
、
鎮
魂
祭
と
大
嘗
祭

（
新
嘗
祭
）
が
い
か
な
る
理
由
で
連
動
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
文
献
実
証
の
立
場
か
ら
十
分
に
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。 

　
　
鎮
魂
祭
の
成
立
と
大
嘗
祭

塩　

川　

哲　

朗　
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鎮
魂
祭
は
現
在
で
も
大
嘗
祭
・
新
嘗
祭
の
前
日
に
斎
行
さ
れ
て
お
り）

3
（

、
国
家
最
高
の
祭
祀
で
あ
る
大
嘗
祭
の
前
日
に
行
わ
れ
る
鎮
魂
祭
の

位
置
付
け
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
大
嘗
祭
の
意
義
を
論
じ
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
本
稿
は
、
鎮
魂
祭
と
一
代
一
度
大
嘗
祭
・
恒
例
新
嘗

祭
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
そ
の
た
め
に
従
来
の
「
鎮
魂
」
解
釈
を
振
り
返
っ
た
上
で
大
嘗
祭
（
新
嘗
祭
）
を
と

り
ま
く
諸
儀
の
構
成
を
検
討
し
、
鎮
魂
祭
の
初
見
記
事
の
分
析
を
通
し
て
そ
の
背
景
を
考
察
す
る
。
な
お
、
本
稿
に
お
い
て
一
代
一
度
大

嘗
祭
・
恒
例
新
嘗
祭
の
両
者
を
指
す
場
合
、
大
嘗
祭
（
新
嘗
祭
）
と
し
て
表
記
す
る
。
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鎮
魂
祭
は
「
養
老
神
祇
令
」
に
仲
冬
の
寅
日
の
祭
り
と
し
て
規
定
さ
れ
、
ま
た
、「
養
老
職
員
令
」
神
祇
伯
の
職
掌
条
「
神
祇
祭
祀
、
祝

部
神
部
名
籍
、
大
嘗
、
鎮
魂
、
御
巫
、
卜
兆
（
以
下
略
）」
に
も
大
嘗
と
並
ん
で
記
さ
れ
て
い
る
。
四
時
祭
の
う
ち
、「
大
嘗
」（「
律
令
」
で

は
恒
例
の
新
嘗
も
大
嘗
と
表
記
）
と
「
鎮
魂
」
の
み
が
職
員
令
に
特
記
さ
れ
た
の
は
、
両
祭
が
共
に
天
皇
関
係
の
祭
祀
で
あ
る
か
ら
で
あ

ろ
う）

4
（

。「
養
老
神
祇
令
」
に
規
定
さ
れ
た
恒
例
の
神
祇
祭
祀
の
多
く
は
国
家
祭
祀
で
あ
っ
て
、
天
皇
祭
祀
に
関
わ
る
も
の
は
そ
の
う
ち
こ
の

二
祭
の
み
し
か
な
い）

5
（

。「
鎮
魂
」
の
語
は
「
オ
ホ
ム
タ
マ
フ
リ）

6
（

」
な
い
し
「
タ
マ
シ
ツ
メ）

7
（

」
と
訓
ぜ
ら
れ
て
き
て
お
り
、
天
皇
の
御
魂
（
ミ

タ
マ
）
を
「
フ
リ
」
動
か
す
、
ま
た
は
「
シ
ツ
メ
」
る
意
で
あ
ろ
う
。「
タ
マ
シ
ツ
メ
」
は
「
鎮
魂
」
を
そ
の
ま
ま
読
み
下
し
た
訓
で
あ
る

の
に
対
し
、「
オ
ホ
ム
タ
マ
フ
リ
」
は
漢
字
の
直
訳
と
は
離
れ
た
意
味
を
指
し
示
し
て
い
る
。
こ
の
「
鎮
魂
」
の
文
字
に
符
合
し
な
い
「
タ

マ
フ
リ
」
の
訓
こ
そ
そ
の
本
来
の
性
格
を
表
し
て
お
り
、
そ
れ
は
「
生
命
力
を
振
り
お
こ
し
、
力
づ
け
る
意
味
」
と
さ
れ
る）

8
（

。『
延
喜
式
』

の
古
写
本
（
一
條
家
本
）、
室
町
時
代
の
『
延
喜
式
祝
詞
』（
兼
永
・
兼
右
）
か
ら
近
世
の
『
延
喜
式
』
写
本
（
土
御
門
本
な
ど
）
に
至
る
ま

で
「
オ
ホ
ム
タ
マ
フ
リ
」
の
訓
は
伝
来
し
続
け
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
語
義
に
関
す
る
右
の
見
解
は
妥
当
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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し
か
し
「
鎮
魂
」
の
意
味
に
つ
い
て
「
令
釈
」（「
招
二
復
離
遊
之
運
白
一。
令
レ
鎮
二
身
体
之
中
府
一。」）
と
『
令
義
解
』（「
招
二
離
遊
之
運

魂
一。
鎮
二
身
体
之
中
府
一。」）
の
、
身
体
よ
り
遊
離
し
た
魂
を
身
体
に
招
く
も
の
と
す
る
解
釈
が
一
条
兼
良
『
公
事
根
源
』、
伴
信
友
『
鎮

魂
伝
』
に
継
承
さ
れ
、
定
説
と
な
っ
て
い
っ
た
。「
令
釈
」・『
令
義
解
』
は
両
者
と
も
魂
（
運
）
を
陽
、
魄
（
白
）
を
陰
と
し
て
精
神
と

肉
体
を
魂
魄
が
つ
か
さ
ど
る
と
す
る
古
代
中
国
の
霊
魂
観
に
準
じ
て
日
本
の
「
鎮
魂
」
の
語
義
に
あ
て
は
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
宮

地
直
一
は
古
代
日
本
の
和
魂
・
荒
魂
の
作
用
に
基
づ
い
て
鎮
魂
祭
が
成
立
し
た
と
し
、
人
間
の
霊
魂
が
身
体
よ
り
分
離
す
る
と
い
う
発
想

が
古
代
日
本
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
認
め
て
い
る）

9
（

。
つ
ま
り
、
人
間
の
死
や
精
神
の
不
調
な
ど
は
魂
の
離
脱
に
よ
る
も
の
と
す
る
遊
離

魂
の
考
え
に
基
づ
い
て
、
そ
の
魂
を
鎮
め
る
鎮
魂
祭
が
生
ま
れ
た
、
と
す
る
の
で
あ
る
（
ま
た
、「
鎮
魂
」
の
出
典
は
病
と
魂
魄
の
分
離

を
同
一
視
す
る
道
家
・
医
方
の
漢
籍
で
あ
る
と
の
指
摘
も
後
に
な
さ
れ
て
い
る）
10
（

）。
そ
し
て
、
従
来
の
発
想
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
、
外
来

魂
を
迎
え
て
そ
の
魂
を
固
着
す
る
、
天
皇
霊
を
天
皇
の
肉
体
に
入
れ
て
天
皇
と
し
て
の
資
格
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
「
鎮
魂
」（
み
た
ま

ふ
り
）
で
あ
る
と
す
る
折
口
信
夫
の
鎮
魂
論
が
登
場
し
、「
大
嘗
祭
の
本
義
」（『
古
代
研
究
』
民
俗
学
篇
二
、
大
岡
山
書
店
、
昭
和
五
年

六
月
）
の
中
核
に
位
置
付
け
ら
れ
て
大
嘗
祭
研
究
史
上
重
い
位
置
を
占
め
た
。

　

た
だ
し
、
拙
著
旧
稿
で
指
摘
し
た
通
り
、『
儀
式
』・『
延
喜
式
』
な
ど
に
見
え
る
平
安
時
代
の
鎮
魂
祭
式
に
天
皇
の
出
御
は
な
く
、
祭

祀
が
天
皇
の
御
魂
を
対
象
と
し
て
い
た
と
し
て
も
、
あ
く
ま
で
間
接
的
に
そ
の
安
泰
を
祈
る
祭
儀
に
留
ま
っ
て
い
た）
11
（

。
鎮
魂
祭
の
祭
祀
構

造
は
旧
稿
で
詳
述
し
た
た
め
簡
単
に
し
か
繰
り
返
さ
な
い
が
、
平
安
時
代
の
儀
式
次
第
を
『
儀
式
』・『
延
喜
式
』
に
基
づ
い
て
ま
と
め
る

と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
宮
内
省
に
八
神
（
神
祇
官
斎
院
に
坐
す
）
と
大
直
神
の
座
を
設
け
、
大
膳
職
に
よ
る
神
饌
と
、
御
巫
が
炊
飯
し

た
御
飯
（
官
田
の
稲
を
使
用
）
が
供
え
ら
れ
、
神
座
の
前
で
御
巫
が
舞
を
行
い
、
御
巫
が
う
け
槽
を
鉾
で
つ
き
、
十
度
毎
に
神
祇
伯
が
木

綿
を
結
ぶ
。『
西
宮
記
』
以
降
の
儀
式
書
で
は
、
御
巫
が
う
け
槽
を
鉾
で
つ
く
間
、
内
裏
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
御
衣
を
振
動
さ
せ
る
儀
が

加
わ
っ
て
い
る
。
結
ば
れ
た
木
綿
と
内
裏
の
御
衣
は
神
祇
官
の
斎
戸
（
い
わ
い
べ
）
に
天
皇
の
一
年
間
の
安
泰
を
祈
っ
て
鎮
め
ら
れ
る
。
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祭
儀
に
天
皇
の
出
御
は
な
く
、
御
衣
を
天
皇
が
召
す
こ
と
も
な
い
。
鎮
魂
祭
は
天
皇
の
安
泰
を
祈
る
た
め
に
、
天
皇
の
御
魂
を
正
常
に
し

て
守
護
す
る
大
直
神
と
八
神
へ
の
祭
祀
で
あ
っ
た
。
古
代
の
儀
式
次
第
か
ら
は
、
鎮
魂
祭
が
天
皇
の
長
久
を
祈
っ
て
行
わ
れ
る
呪
術
的
祭

儀
（
目
に
は
見
え
な
い
非
物
質
的
な
何
か
〈
魂
〉
を
安
定
・
活
性
化
さ
せ
る
た
め
に
、
神
々
を
祭
っ
て
神
々
の
力
を
受
け
、
目
的
を
象
徴

化
し
た
よ
う
な
物
理
的
行
為
〈
木
綿
結
び
、
御
衣
震
動
〉
を
行
っ
て
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
こ
と
）
で
あ
っ
た
と
し
か
言
え
ず
、
遊

離
し
た
魂
を
鎮
め
る
、
な
い
し
外
来
魂
を
入
れ
る
と
い
っ
た
解
釈
は
、
祭
祀
の
背
景
に
あ
っ
た
古
代
信
仰
に
対
す
る
仮
説
で
し
か
な
く
、

祭
儀
そ
の
も
の
か
ら
論
証
さ
れ
得
る
も
の
で
は
な
い
。

　

ま
た
、
鎮
魂
祭
の
淵
源
を
示
す
と
さ
れ
て
き
た
『
日
本
書
紀
』
巻
一
第
七
段
本
書
や
『
古
事
記
』
上
巻
に
お
け
る
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
ノ
ミ

コ
ト
の
所
作
、『
先
代
旧
事
本
紀
』「
天
神
本
紀
」・「
天
皇
本
紀
」
に
お
け
る
天
神
の
教
え
に
お
い
て
も
、
魂
の
遊
離
・
外
来
魂
の
存
在
は

確
認
で
き
な
い）
12
（

。
宮
地
直
一
は
『
先
代
旧
事
本
紀
』
に
見
え
る
物
部
氏
に
伝
わ
っ
た
鎮
魂
の
方
術
に
つ
い
て
、「
魂
を
鎮
安
し
て
調
和
的

状
態
に
置
く
」
こ
と
で
「
自
ら
疾
病
も
平
癒
し
寿
命
長
久
な
る
べ
し
と
の
信
念
の
上
に
立
て
る
も
の
」
と
解
説
し
て
い
る
が）
13
（

、
魂
の
問
題

は
と
も
か
く
と
し
て
、
病
を
治
し
生
命
を
回
復
さ
せ
る
方
術
が
令
制
以
前
よ
り
列
島
に
存
在
し
て
き
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。『
日
本

書
紀
』
神
武
天
皇
即
位
前
紀
戊
午
年
六
月
で
は
、
武
甕
雷
神
よ
り
授
け
ら
れ
た
韴
霊
（
フ
ツ
ノ
ミ
タ
マ
）
と
い
う
霊
剣
が
、
神
武
天
皇
に

奉
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
天
皇
と
そ
の
配
下
の
者
の
体
調
が
回
復
し
て
い
る
。『
新
撰
姓
氏
録
』「
和
泉
国
神
別
」
巫
部
連
の
項
で
は
、
雄
略

天
皇
の
御
体
不
予
に
「
筑
紫
豊
国
奇
巫
」
が
関
わ
っ
た
伝
承
が
記
さ
れ
、
天
皇
の
病
気
治
療
に
携
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る）
14
（

。
恐
ら
く

右
の
伝
承
に
類
す
る
生
命
回
復
の
方
術
な
い
し
は
生
命
を
回
復
さ
せ
る
霊
力
の
存
在
を
前
提
と
し
て
、
天
皇
の
安
泰
を
祈
る
宮
中
の
鎮
魂

祭
が
新
た
に
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
記
紀
の
天
岩
屋
戸
伝
承
で
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
が
行
っ
た
所
作
（
う
け
槽
を
つ
く
）
を

取
り
込
み
つ
つ
、
神
祇
官
の
御
巫
が
大
直
神
・
神
祇
官
斎
院
の
八
神
（
天
皇
を
守
護
す
る
神
々
）
を
祭
る
祭
儀
と
し
て
編
成
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
の
儀
式
次
第
で
は
魂
の
遊
離
や
附
着
は
問
題
と
さ
れ
ず
、
少
な
く
と
も
宮
中
の
鎮
魂
祭
は
天
皇
の
安
泰
を
間
接
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的
に
祈
る
祭
祀
で
あ
る
と
ま
で
し
か
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
以
上
の
魂
の
信
仰
に
関
す
る
解
釈
・
論
議
は
古
代
信
仰
に
つ
い
て
の

「
仮
説
」
と
し
て
取
り
扱
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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折
口
は
何
故
外
か
ら
寄
り
来
る
魂
（
天
皇
魂
、
天
皇
霊
）
を
体
内
に
い
れ
る
こ
と
が
「
み
た
ま
ふ
り
」
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
折

口
が
古
代
文
献
の
記
述
は
も
ち
ろ
ん
、
近
世
の
伴
信
友
や
、
特
に
鈴
木
重
胤
の
鎮
魂
論
を
見
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
く）
15
（

、
ま
た
、
折
口

が
鎮
魂
祭
だ
け
で
な
く
大
嘗
祭
の
次
第
を
熟
知
し
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。
む
し
ろ
折
口
は
文
献
な
ど
か
ら
復
元
で
き
る
実
際
の
鎮
魂
祭

や
大
嘗
祭
の
次
第
に
拘
泥
し
な
い
方
法
で
、
両
祭
の
本
義
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
折
口
は
「
依
代
か
ら 

「
だ
し
」
へ
」（『
郷
土
研
究
』
第
四
巻
第
九
号
、
大
正
五
年
十
二
月
）
で
す
で
に
こ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
　

 

大
嘗
祭
に
於
け
る
神
と
人
と
の
境
は
、
間
一
髪
を
容い

れ
な
い
程
な
の
に
も
係か
ヽ
は

ら
ず
、
単
に
神
と
神
の
御み
す
ゑ裔
な
る
人
と
が
食
饌
を
共

に
す
る
に
止
ま
る
と
い
ふ
の
は
合が
て
ん点
の
い
か
ぬ
話
で
あ
る
。
こ
の
純
化
し
た
お
祭
を
持
つ
た
迄
に
は
、
語
り
脱お
と

さ
れ
た
長
い
多
く

の
祖お
や

た
ち
の
生
活
の
連
続
が
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
も
つ
と

�

�

�

神
に
近
い
感
情
発
表
の
形
式
を
持
つ
て
ゐ
た
時
代
で
あ
る
。 

今
日
お
慈じ

ひ悲
の
牢
獄
に
押
籠
め
ら
れ
た
神
々
は
、
神
性
を
拡
張
す
る
復
活
の
喜
び
は
失
う
て
了し
ま

は
れ
た
の
で
あ
る
。

　

折
口
は
大
正
初
期
に
お
い
て
、
大
嘗
祭
を
神
と
人
と
が
食
膳
を
共
に
す
る
祭
り
で
あ
る
と
の
理
解
を
承
知
し
つ
つ
、
そ
こ
に
止
ま
ら
な

い
神
と
人
と
の
境
が
間
一
髪
も
容
れ
な
い
関
係
で
あ
る
こ
と
が
、
大
嘗
祭
の
本
質
と
考
え
て
い
た
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
折
口
は

神
々
を
「
今
日
お
慈
悲
」（
＝
近
代
の
神
や
神
社
を
と
り
ま
く
枠
や
制
度
、
思
想
を
指
す
か
）
の
牢
獄
に
押
し
籠
め
ら
れ
て
い
る
と
捉
え
、

神
社
成
立
以
前
の
人
間
と
神
々
と
の
交
渉
の
仕
方
を
発
見
し
よ
う
と
し
て
お
り
、「
神
性
を
拡
張
す
る
復
活
の
喜
び
」
と
い
う
表
現
は
、
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共
同
体
に
根
差
す
伝
統
的
な
神
と
は
異
な
る
新
し
い
時
代
の
神
を
認
識
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る）

16
（

。
折
口
が
大

嘗
祭
を
も
つ
ま
で
に
存
在
す
る
と
し
た
「
も
つ
と
神
に
近
い
感
情
発
表
の
形
式
を
持
つ
て
ゐ
た
」「
語
り
脱
さ
れ
た
長
い
祖
た
ち
の
生
活

の
連
続
」
に
対
す
る
考
え
が
「
大
嘗
祭
の
本
義
」
に
ま
と
め
ら
れ
て
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た）
17
（

。
そ
れ
は
文
献
以
前
の
祭
り
を
考
究
し
た

結
果
と
も
言
え
る
。

　

折
口
が
神
と
食
膳
を
共
に
す
る
と
い
う
理
解
だ
け
で
は
神
性
の
本
義
は
解
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時

代
の
大
嘗
祭
理
解
と
の
齟
齬
も
生
じ
さ
せ
る
。
例
え
ば
「
大
嘗
祭
の
本
義
な
ら
び
に
風
俗
歌
と
真
床
襲
衾
」（『
國
學
院
雜
誌
』
第
三
四
巻

第
一
一
号
、
昭
和
三
年
十
二
月
）
で
は
大
嘗
祭
と
新
嘗
祭
の
関
係
に
つ
い
て
「
先
輩
諸
家
の
考
へ
と
は
全
然
対
蹠
的
な
位
置
に
立
つ
」
と

し
て
大
嘗
祭
が
新
嘗
祭
よ
り
古
い
祭
祀
で
あ
る
と
し
、
昭
和
三
年
「
御
即
位
式
と
大
嘗
祭
と
」（『
歴
史
教
育
』
第
三
巻
第
八
号
、
昭
和
三

年
十
月）
18
（

）
で
は
即
位
式
が
あ
っ
て
後
に
大
嘗
祭
が
あ
る
の
を
、
大
嘗
宮
に
お
け
る
衾
（
真
床
襲
衾
と
同
じ
）
を
被
っ
て
「
日
の
御
子
と
し

て
の
資
格
を
具
備
せ
ら
れ
た
」
後
、
御
産
湯
に
よ
っ
て
禊
を
行
い
、「
高
御
座
に
登
っ
て
宣
詞
を
発
せ
ら
れ
た
」
と
し
て
大
嘗
祭
↓
即
位

式（
実
際
は
即
位
式
の
後
に
大
嘗
祭
が
行
わ
れ
る
）と
順
序
を
実
際
の
時
系
列
と
真
逆
に
捉
え
て
い
る
。「
大
嘗
祭
の
本
義
」に
お
い
て
も
、

大
嘗
祭
の
神
事
の
前
日
に
鎮
魂
祭
が
行
わ
れ
る
実
際
の
祭
儀
次
第
を
分
解
し
、
天
皇
霊
を
入
れ
る
鎮
魂
が
大
嘗
宮
神
殿
内
中
央
の
神
座
で

行
わ
れ
る
も
の
と
し
て
大
嘗
祭
を
論
じ
て
い
る
。
折
口
は
祭
祀
の
理
想
形
を
、大
嘗
祭
を
通
し
て
観
想
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、

そ
の
思
考
の
方
式
は
祭
儀
を
分
解
し
、
自
身
の
理
念
に
合
わ
せ
て
再
構
築
す
る
も
の
で
あ
っ
た）
19
（

。
折
口
は
、
次
第
の
解
説
や
祭
祀
の
沿
革

に
力
点
を
置
い
て
い
た
同
時
代
の
大
嘗
祭
の
概
説
と）
20
（

、
そ
の
発
想
・
観
点
を
異
に
し
て
お
り
、
た
だ
沿
革
や
次
第
を
辿
る
だ
け
で
は
祭
り

の
根
底
に
あ
る
人
々
の
信
仰
や
神
性
の
本
義
は
見
え
て
こ
な
い
、
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

折
口
の
考
え
で
は
、収
穫
祭
と
し
て
の
秋
祭
り（
新
嘗
）↓
魂
を
身
体
に
入
れ
る
冬
祭
り（
鎮
魂
）↓
宣
命
が
下
さ
れ
る
春
祭
り（
即
位
式
・

朝
賀
）、
と
い
う
季
節
の
祭
祀
が
元
来
は
一
続
き
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
春
祭
り
の
即
位
式
で
高
御
座
に
登
っ
た
天
皇
は
遠
来
の 
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「
ま
れ
び
と
神
」＝「
高
天
原
神
」
で
あ
っ
た
と
い
う）

21
（

。
こ
の
祭
祀
論
は
、
折
口
が
そ
れ
ま
で
に
見
聞
し
た
民
俗
事
例
や
、
と
り
わ
け
古
典

の
記
述
か
ら
考
察
を
深
め
て
き
た
あ
り
う
べ
き
「
古
代
」
の
信
仰
が
凝
縮
さ
れ
た
祭
り
論
で
あ
っ
た
。

　

昭
和
初
期
の
段
階
で
折
口
の
発
想
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
は
、
来
訪
す
る
神
と
い
う
「
ま
れ
び
と
」
を
即
位
式
で
高
御
座
に
登
る
天
皇

に
重
ね
合
わ
せ）
22
（

、
そ
の
天
皇
が
天
皇
と
し
て
の
力
を
獲
得
す
る
方
術
と
し
て
外
か
ら
威
力
あ
る
魂
が
寄
り
付
く）

23
（

と
い
う
折
口
鎮
魂
説
が
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
前
掲
「
御
即
位
式
と
大
嘗
祭
と
」
に
よ
る
と
、
天
皇
は
「
最
高
の
神
主
で
あ
つ
て
、
同
時
に
君
主
」

で
あ
り
、
天
津
神
の
み
こ
と
を
伝
達
す
る
「
み
こ
と
も
ち
」
で
あ
り
、
御
代
始
め
の
詔
詞
に
は
「
天
地
を
更
新
さ
せ
る
と
言
ふ
信
仰
」
が 

あ
っ
た
と
す
る
。
ま
た
、「
み
こ
と
も
ち
」
は
神
の
み
こ
と
を
宣
り
伝
え
て
い
る
瞬
間
は
神
と
同
格
で
あ
り
、
天
皇
が
神
の
御
子
と
し
て

復
活
す
る
式
が
大
嘗
祭
と
い
う
。
厳
密
に
言
え
ば
、
天
皇
が
神
と
同
格
に
な
る
の
は
神
の
「
み
こ
と
も
ち
」
と
し
て
神
の
み
こ
と
を
宣
る

時
で
し
か
な
い
、
と
な
る
。
天
皇
と
神
と
の
「
間
一
髪
を
容
れ
な
い
」
関
係
性）
24
（

を
説
明
す
る
語
彙
・
理
論
が
昭
和
初
期
に
「
み
こ
と
も
ち
」

論
と
し
て
発
表
さ
れ）
25
（

、
天
皇
が
永
久
に
神
の
御
子
と
し
て
復
活
し
続
け
る
方
術
を
「
鎮
魂
」、
そ
の
場
を
大
嘗
祭
、
と
発
想
し
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
折
口
が
民
俗
学
の
視
点
も
取
り
込
ん
で
大
嘗
祭
を
考
察
し
、
天
皇
の
聖
性
・
神
性
に
着
目
し
て
大
嘗
祭
を
捉
え
た
点
は
、
特
に 

戦
後
、
神
話
研
究
や
王
権
論
の
高
ま
り
と
と
も
に
大
い
に
注
目
さ
れ
、
大
嘗
祭
研
究
の
フ
レ
ー
ム
を
拡
大
さ
せ
た
も
の
と
評
価
さ
れ
た）

26
（

。

し
か
し
折
口
の
論
考
に
お
い
て
、
大
嘗
宮
内
の
「
真
床
襲
衾
」
を
被
っ
て
天
皇
霊
を
体
内
に
入
れ
て
復
活
す
る
「
鎮
魂
」
の
儀
は
、
あ
く

ま
で
季
節
の
祭
祀
論
の
一
部
で
あ
っ
て
、
天
皇
が
神
に
な
る
儀
礼
と
は
記
し
て
お
ら
ず
、
大
嘗
祭
の
フ
レ
ー
ム
を
王
者
誕
生
儀
礼
と
し
て
確

立
さ
せ
、
天
皇
を
天
皇
た
ら
し
め
、
天
皇
を
神
と
す
る
祭
儀
と
し
た
の
は
む
し
ろ
戦
後
の
神
話
・
王
権
研
究
だ
っ
た）
27
（

。
折
口
大
嘗
祭
論
が

定
説
化
し
て
い
っ
た
背
景
に
は
、
全
集
の
刊
行
や
門
弟
の
評
論
活
動
が
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
松
本
信
広
は
民
族
研
究
で

折
口
・
柳
田
と
つ
な
が
り
、
渡
仏
後
は
折
口
の
外
来
魂
の
発
想
に
影
響
を
与
え
た
「
マ
ナ
」
を
論
じ
た
モ
ー
ス
に
も
指
導
を
受
け
、
折
口
の 
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大
嘗
祭
論
を
比
較
神
話
研
究
に
引
用
、
評
価
し
て
い
る）

28
（

。
折
口
大
嘗
祭
論
が
学
説
史
上
大
き
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、 

國
學
院
や
神
社
界
と
は
全
く
異
な
る
場
所
で
も
折
口
が
読
ま
れ
、
評
価
・
批
判
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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鎮
魂
祭
と
大
嘗
祭
の
関
係
に
つ
い
て
の
折
口
論
は
、
あ
く
ま
で
文
献
以
前
の
「
古
代
」
に
対
す
る
折
口
の
思
想
と
し
て
評
価
す
べ
き
で

あ
り
、
実
際
に
行
わ
れ
て
き
た
、
ま
た
は
行
わ
れ
て
い
る
祭
儀
と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る）
29
（

。
ま
た
、
鎮
魂
祭
を
遊
離

し
た
天
皇
の
御
魂
を
鎮
め
る
祭
儀
と
す
る
見
方
も
、
同
様
に
古
代
信
仰
に
対
す
る
仮
説
と
位
置
付
け
、
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
律
令
制

以
前
の
時
代
に
お
け
る
鎮
魂
祭
の
原
像
と
、
七
世
紀
末
以
降
に
形
成
さ
れ
た
神
祇
令
祭
祀
と
し
て
の
鎮
魂
祭
は
、
分
け
て
考
え
た
ほ
う
が

賢
明
で
あ
り
、
文
献
で
論
証
の
困
難
な
古
代
霊
魂
観
を
論
じ
る
よ
り
も
、
祭
儀
が
ど
の
よ
う
に
成
立
・
機
能
し
て
き
た
か
に
つ
い
て
考
察

を
深
め
る
こ
と
に
よ
り
、
古
代
祭
祀
の
意
義
が
明
確
化
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
節
で
は
大
嘗
祭
と
新
嘗
祭
を
と
り
ま
く
諸
儀
の
構
成
を

検
討
し
、
そ
の
中
で
鎮
魂
祭
が
い
か
な
る
位
置
に
あ
る
の
か
を
考
え
た
い
。

　

大
嘗
祭
と
毎
年
十
一
月
に
行
わ
れ
る
恒
例
の
新
嘗
祭
の
諸
行
事
を
、
平
安
時
代
中
期
成
立
の
『
儀
式
』・『
延
喜
式
』
に
基
づ
い
て
比
較

す
る
と
᚜
ˢ
の
よ
う
に
な
る）
30
（

。

　

新
嘗
祭
と
比
し
て
、
大
嘗
祭
に
し
か
行
わ
れ
な
い
諸
儀
（
下
線
部
）
は
大
嘗
祭
の
特
質
を
示
す
。
神
事
に
用
い
る
稲
を
収
穫
す
る
斎
田

を
畿
外
の
国
郡
に
求
め
る
点
（
畿
外
の
国
郡
卜
定
）
が
最
も
特
徴
的
で
あ
る
が
、
他
に
も
大
嘗
祭
に
し
か
見
ら
れ
な
い
行
事
が
あ
る
。
大

嘗
祭
の
諸
準
備
が
行
わ
れ
る
斎
場
（
北
野
斎
場
）
の
建
設
、
由
加
物
（
雑
器
・
御
贄
）
や
神
服
を
調
達
す
る
使
の
発
遣
、
大
祓
使
発
遣
、

天
神
地
祇
大
奉
幣
、
御
禊
行
幸
、
大
嘗
宮
の
造
営
、
辰
・
巳
日
節
会
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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時
期

大
嘗
祭

新
嘗
祭

八
月
以
前

畿
外
の
国
郡
卜
定

八
月

上
旬

北
野
斎
場
点
定

由
加
物
（
雑
器
）
の
製
作
開
始

大
祓
使
発
遣

下
旬

大
祓
使
発
遣

下
旬
以
降

天
神
地
祇
大
奉
幣

九
月

二
日

酒
稲
を
奉
る

国
郡
を
卜
定

上
旬

由
加
物
使
・
神
服
使
発
遣

十
月

二
日

稲
・
粟
を
奉
る

国
郡
を
卜
定

下
旬

御
禊
行
幸

十
一
月

一
日

忌
火
御
飯

忌
火
御
飯

一
〜
八
日

御
贖
祭

御
贖
祭

祭
日
七
日
前

大
嘗
宮
造
営

大
嘗
宮
完
成
後

大
殿
祭

中
寅
日

鎮
魂
祭

鎮
魂
祭

中
卯
日

神
祇
官
班
幣

神
祇
官
班
幣

小
斎
人
卜
定

小
斎
人
卜
定

大
殿
祭

神
饌
供
進

神
饌
供
進

辰
日

大
殿
祭

大
殿
祭

辰
日
節
会

豊
明
節
会

巳
日

巳
日
節
会

午
日

豊
明
節
会

太
字
は
両
祭
に
共
通
す
る
諸
儀

　

北
野
斎
場
の
建
設
や
、
卯
日
神
事
の
後
に
辰
・
巳
日
と

二
日
間
の
節
会
が
催
さ
れ
る
こ
と
は
、
大
嘗
祭
の
規
模
の

大
き
さ
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
畿
外
の
国
々
か
ら
も
た
ら

さ
れ
る
由
加
物
（
雑
器
・
御
贄
）
は
、
大
嘗
祭
の
た
め
だ

け
の
特
別
な
奉
献
品
で
あ
っ
て
、
大
嘗
祭
が
全
国
規
模
の

天
皇
祭
祀
で
あ
る
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
八
月
上

旬
・
下
旬
に
全
国
に
発
遣
さ
れ
る
大
祓
使
は
、
大
嘗
祭
の

諸
儀
が
本
格
的
に
開
始
さ
れ
る
前
に
、
全
国
の
罪
を
解
除

し
て
清
浄
化
す
る
も
の
で
あ
り）
31
（

、
さ
ら
に
大
嘗
祭
の
散
斎

月
で
あ
る
十
一
月
の
前
月
下
旬
に
は
天
皇
の
御
禊
が
大
規

模
の
鹵
簿
を
伴
っ
て
行
わ
れ
る）
32
（

。
こ
れ
ら
は
大
嘗
祭
を
行

う
に
あ
た
っ
て
罪
・
穢
れ
が
神
事
に
及
ば
な
い
よ
う
重
層

的
に
祓
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
大
嘗
祭
を
無
事
に
行
う
た

め
の
丁
重
な
作
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
儀
式
』
を

見
る
と
、
祓
は
斎
田
で
の
抜
穂
や
、
神
御
物
が
大
嘗
宮
に

入
る
前
な
ど
、
諸
儀
の
折
々
に
も
斎
行
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
解
る
。

　

天
神
地
祇
大
奉
幣
は
、
奉
幣
使
を
全
国
に
発
遣
し
て
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神
々
へ
と
幣
帛
を
奉
り
、
大
嘗
祭
の
斎
行
を
事
前
に
報
告
す
る
も
の
で
あ
り
、
大
嘗
祭
を
行
う
前
に
全
国
の
諸
神
祇
に
対
し
て
丁
重
に
敬

意
を
表
し
て
い
た）
33
（

。
祭
儀
の
丁
重
さ
と
い
う
点
で
は
、
新
嘗
祭
の
神
饌
供
進
が
常
設
の
神
殿
（
神
嘉
殿
）
で
行
う
の
に
対
し
、
大
嘗
祭
が

そ
の
時
の
祭
り
の
た
め
だ
け
の
臨
時
の
神
殿
（
悠
紀
殿
・
主
基
殿
）
を
二
棟
建
て
（
大
嘗
宮
造
営
）、
そ
れ
ぞ
れ
で
全
く
同
一
の
神
事
を

行
う
こ
と
は
、
大
嘗
祭
に
お
け
る
神
事
の
丁
重
さ
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。
大
嘗
祭
後
に
節
会
が
二
日
間
催
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
神
事

が
悠
紀
殿
・
主
基
殿
で
二
度
行
わ
れ
る
こ
と
に
対
応
し
、
大
事
な
こ
と
を
繰
り
返
し
て
行
う
こ
と
で
そ
の
丁
重
さ
を
高
め
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
れ
ら
大
嘗
祭
前
後
に
行
わ
れ
る
特
別
な
諸
儀
は
、
代
始
め
の
皇
祖
神
祭
祀
を
で
き
る
だ
け
丁
重
に
、
十
全
な
準
備
の
下
で
行

う
こ
と
を
主
眼
に
し
て
い
る
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。

　

右
の
よ
う
な
大
嘗
祭
を
特
徴
づ
け
る
諸
儀
の
存
在
に
対
し
、
大
嘗
祭
・
新
嘗
祭
共
に
全
く
共
通
す
る
祭
儀
の
存
在
も
多
い
こ
と
に
気
付

く
。
大
嘗
祭
で
は
畿
外
の
国
郡
を
卜
定
し
、
そ
の
郡
の
斎
田
が
選
定
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
新
嘗
祭
に
お
い
て
も
、
畿
内
の
官
田
（
宮
内
省

営
田
）
か
ら
で
は
あ
る
が
、
祭
祀
の
た
め
の
稲
・
粟
を
供
す
る
国
郡
が
卜
定
さ
れ
て
い
る
。
祭
祀
に
用
い
る
稲
を
収
穫
す
る
斎
田
を
丁
重

に
選
定
す
る
点
に
お
い
て
は
大
嘗
祭
も
新
嘗
祭
も
変
わ
り
な
く
、
む
し
ろ
毎
年
の
新
嘗
祭
に
お
け
る
斎
田
（
畿
内
）
選
定
の
方
式
を
畿
外

の
国
郡
の
卜
定
に
応
用
し
て
大
嘗
祭
の
国
郡
卜
定
が
生
ま
れ
た
、
と
見
た
ほ
う
が
正
し
い
で
あ
ろ
う）
34
（

。

　

大
嘗
祭
・
新
嘗
祭
の
斎
行
月
の
朔
日
に
は
忌
火
で
調
理
し
た
忌
火
御
飯
が
供
さ
れ
、
天
皇
は
潔
斎
生
活
に
入
り
、
八
日
ま
で
身
体
を
清

め
る
御
贖
祭
が
行
わ
れ
る
。
そ
し
て
卯
日
神
事
の
前
日
に
鎮
魂
祭
、
神
事
当
日
平
旦
に
は
神
祇
官
班
幣
、
続
い
て
神
事
に
奉
仕
す
る
小
斎

人
の
卜
定
が
行
わ
れ
、
神
事
を
行
う
神
嘉
殿
を
祭
る
大
殿
祭
（
大
嘗
祭
で
は
大
嘗
宮
建
造
後
に
大
嘗
宮
の
殿
と
門
を
祭
る
）、
そ
し
て
神

饌
供
進
が
天
皇
に
よ
っ
て
斎
行
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
天
皇
の
御
在
所
を
祭
る
大
殿
祭
が
斎
行
さ
れ）
35
（

、
豊
明
節
会
が
催
さ
れ
る
（
大
嘗
祭
で

は
そ
の
前
に
二
日
間
の
節
会
が
あ
る
）。

　

こ
れ
ら
十
一
月
の
諸
儀
は
卯
日
神
事
の
直
前
・
直
後
に
行
わ
れ
、
神
饌
供
進
儀
に
密
接
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
新
嘗
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祭
に
行
わ
れ
る
関
係
諸
儀
は
ほ
ぼ
も
れ
な
く
大
嘗
祭

で
も
行
わ
れ
て
お
り
、
一
代
一
度
の
大
嘗
祭
が
、
毎
年

十
一
月
に
新
穀
を
神
に
供
す
る
新
嘗
祭
の
延
長
線
上
に

あ
る
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
。
こ
の
点
は
神
に
供
す
る

神
饌
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
大
嘗
祭
で
用
い
ら
れ

る
稲
が
畿
外
の
斎
田
か
ら
調
達
さ
れ
る
点
以
外
は
、
ほ

ぼ
大
嘗
祭
と
新
嘗
祭
（
六・
十
二
月
の
神
今
食
も
）
で

神
饌
の
構
成
・
品
目
は
共
通
し
て
い
た
と
想
定
さ
れ

る）
36
（

。
新
嘗
祭
で
供
さ
れ
る
粟
の
御
飯
は
大
嘗
祭
で
も

供
さ
れ
て
い
た）
37
（

。

　

ま
た
、
十
一
月
に
行
わ
れ
る
一
連
の
諸
儀
は
六
・

十
二
月
（
十
一
日
夜
半
か
ら
翌
朝
に
か
け
て
天
皇
親

祭
の
神
今
食
が
斎
行
）
に
も
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ

ら
は
天
皇
親
祭
に
付
随
す
る
行
事
で
あ
っ
た
考
え
ら
れ
て
き
た）
38
（

。
た
だ
し
、
六
・
十
二
月
と
十
一
月
と
で
異
な
る
点
が
存
在
す
る
。
六
・

十
二
月
の
一
〜
十
日
に
行
わ
れ
る
御
体
御
卜
は
大
嘗
祭
・
新
嘗
祭
を
行
う
十
一
月
に
は
存
在
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
新
嘗
祭
の
前
月
に
斎

行
さ
れ
る
鎮
魂
祭
は
、
六
・
十
二
月
の
神
今
食
前
日
に
は
斎
行
さ
れ
ず
、
新
嘗
祭
後
の
豊
明
節
会
は
六
・
十
二
月
に
は
行
わ
れ
な
い
。
六
・

十
二
月
の
御
体
御
卜
が
十
一
月
新
嘗
祭
に
際
し
て
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
し
て
、御
体
御
卜
は
天
皇
親
祭
の
予
備
的
行
事
で
は
な
く
、

半
年
毎
に
天
皇
に
祟
る
神
を
特
定
す
る
行
事
で
あ
っ
た
た
め）
39
（

、
十
一
月
の
新
嘗
祭
斎
行
に
あ
た
っ
て
行
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
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神
今
食

新
嘗
祭

九
月

二
日

酒
稲
を
奉
る

国
郡
を
卜
定

十
月

二
日

稲
・
粟
を
奉
る

国
郡
を
卜
定

六
月
・

十
二
月

一
日

忌
火
御
飯

十
一
月

一
日

忌
火
御
飯

一
〜
八
日

御
贖
祭

一
〜
八
日

御
贖
祭

一
〜
十
日

御
体
御
卜

中
丑
日

御
宅
田
稲
数
の
奏

中
寅
日

鎮
魂
祭

十
一
日

月
次
祭
班
幣

中
卯
日

新
嘗
祭
班
幣

小
斎
人
卜
定

小
斎
人
卜
定

大
殿
祭

大
殿
祭

神
饌
供
進

神
饌
供
進

十
二
日

大
殿
祭

辰
日

大
殿
祭

豊
明
節
会
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の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
豊
明
節
会
と
い
う
臣
下
と
の
直
会
が
新
嘗
祭
の
み
に
あ
る
こ
と
は
、
新
嘗
祭
が
一
年
に
一
度
の
天
皇
祭
祀
で
あ
る

た
め
と
考
え
ら
れ
て
い
る）
40
（

。
ま
た
、
六
・
十
二
月
と
十
一
月
い
ず
れ
に
も
存
在
す
る
神
祇
官
班
幣
に
関
し
て
は
、
十
一
月
の
神
事
当
日
（
中

卯
日
）
平
旦
に
行
わ
れ
る
新
嘗
祭
班
幣
と
、
六
・
十
二
月
十
一
日
に
行
わ
れ
る
月
次
祭
班
幣
と
は
そ
の
位
置
付
け
を
異
に
し
、
大
嘗
祭
・

新
嘗
祭
班
幣
が
天
皇
親
祭
の
前
段
行
事
と
明
確
に
捉
え
ら
れ
る
の
に
対
し
、
月
次
祭
班
幣
は
祈
年
祭
班
幣
に
準
じ
た
国
家
祭
祀
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る）
41
（

。
と
す
る
と
、
十
一
月
の
新
嘗
祭
を
よ
り
規
模
を
縮
小
さ
せ
た
も
の
が
六
・
十
二
月
の
神
今
食
で
あ
り）

42
（

、
一
代
一
度
の
大

嘗
祭
は
、
恒
例
の
十
一
月
新
嘗
祭
を
よ
り
大
規
模
に
、
よ
り
丁
重
に
行
う
も
の
で
あ
っ
た
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

天
皇
の
鎮
魂
祭
が
十
一
月
新
嘗
祭
お
よ
び
一
代
一
度
大
嘗
祭
の
前
日
に
の
み
斎
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
大
嘗
祭
（
新
嘗
祭
）
が
一
年

に
一
度
、
も
し
く
は
一
代
に
一
度
の
大
祭
祀
で
あ
っ
た
こ
と
を
傍
証
す
る
。
新
嘗
祭
は
新
穀
の
収
穫
を
前
提
と
し
て
一
年
に
一
度
行
わ
れ

る
天
皇
祭
祀
で
あ
り
、
鎮
魂
祭
も
一
年
に
一
度
、
天
皇
の
一
年
間
の
安
泰
を
祈
っ
て
行
わ
れ
る）
43
（

。
鎮
魂
祭
の
祈
り
の
対
象
は
一
年
間
で
あ

る
た
め
、
一
年
に
一
度
新
嘗
祭
の
前
日
に
行
え
ば
良
い
の
で
あ
り
、
半
年
毎
に
行
わ
れ
る
神
今
食
に
付
随
し
て
行
う
必
要
は
な
か
っ
た
。

　

大
嘗
祭
（
新
嘗
祭
）
に
関
連
す
る
諸
儀
の
検
討
の
結
果
、
鎮
魂
祭
は
大
嘗
祭
（
新
嘗
祭
）
と
密
接
な
関
係
が
あ
り
、
大
嘗
祭
（
新
嘗
祭
）

の
神
事
の
前
日
に
行
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
確
と
な
っ
た
。
次
節
以
降
で
は
鎮
魂
祭
の
初
見
記
事
を
分
析
し
、
そ
の
成
立
の
背
景
を

検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。
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鎮
魂
祭
の
初
見
は
天
武
紀
十
四
年
十
一
月
丙
寅
（
二
十
四
日
）「
為
二
天
皇
一
招
魂
之）
44
（

。」
の
記
事
と
さ
れ
て
き
た
。「
招
魂
」
と
記
さ

れ
て
「
神
祇
令
」
の
「
鎮
魂
祭
」
と
名
称
が
異
な
っ
て
い
る
が
、「
ミ
タ
マ
フ
リ
ス
」（『
釈
日
本
紀
』
巻
二
十
一
、
秘
訓
六）
45
（

）、「
ミ
タ
マ
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フ
リ
シ
キ
」（
北
野
本
『
日
本
書
紀
』
巻
第
二
十
九）

46
（

）
と
の
訓
が
伝
え
ら
れ
、
令
制
祭
祀
の
鎮
魂
祭
と
同
訓
で
読
ま
れ
て
き
た
。
漢
字
は 

「
招
魂
」（
魂
を
招
く
）
で
あ
っ
て
も
、「
ミ
タ
マ
フ
リ
」（
タ
マ
を
フ
リ
動
か
す
）
の
祭
り
と
認
識
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
解
る
。

　

ま
た
、
鎮
魂
祭
の
祭
日
は
「
養
老
神
祇
令
」
で
仲
冬
（
十
一
月
）
寅
日
、『
延
喜
四
時
祭
式
』
で
は
十
一
月
祭
・
中
寅
日
と
し
、『
延
喜

践
祚
大
嘗
祭
式
』
で
は
大
嘗
祭
卯
日
神
事
の
前
日
「
十
一
月
中
寅
日
〈
卯
在
二
朔
日
一
用
二
上
寅
一、〉」
条
の
割
注
に
「
鎮
二
御
魂
一
一
同
二
尋 

常
一、」
と
あ
っ
て
、
律
令
制
の
下
で
は
十
一
月
の
二
番
目
の
寅
日
、
新
嘗
祭
（
大
嘗
祭
）
の
前
日
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
。
天

武
紀
「
招
魂
」
の
記
事
は
十
一
月
丙
寅
で
あ
り
、
こ
の
年
の
十
一
月
は
朔
日
が
癸
卯
で
寅
日
は
十
二
日
と
二
十
四
日
に
あ
り
、
丙
寅
は
二

度
目
の
寅
日
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
天
武
紀
十
四
年
の
「
招
魂
」
の
記
事
は
令
制
祭
祀
鎮
魂
祭
の
祭
日
と
一
致
し
、
そ
の
初
見
記
事
と
し
て

問
題
は
な
い
。

　

ち
な
み
に
、
鎮
魂
祭
の
祭
日
だ
け
で
な
く
新
嘗
祭
の
祭
日
（「
養
老
神
祇
令
」：
十
一
月
下
卯
日
）
も
天
武
朝
で
確
立
し
て
い
た
こ
と
は
、

天
武
紀
六
年
十
一
月
己
卯
（
二
十
一
日
、
下
卯
日
）
に
「
新
嘗
」
の
記
事
が
あ
る
こ
と
か
ら
推
定
さ
れ
る
。
天
武
紀
十
四
年
十
一
月
の
下

卯
日
で
あ
る
丁
卯
に
新
嘗
の
記
事
は
な
い
が
、
鎮
魂
祭
・
新
嘗
祭
共
に
そ
の
祭
日
が
天
武
朝
に
遡
る
の
で
あ
る
か
ら
、
丙
寅
「
招
魂
」
の

翌
日
に
「
新
嘗
」
が
実
際
に
は
行
わ
れ
て
い
て
、『
日
本
書
紀
』
は
そ
の
記
録
を
省
略
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
仮
に
新
嘗
祭
が

実
際
に
は
行
わ
れ
て
い
な
く
と
も
、
新
嘗
祭
が
斎
行
予
定
で
あ
っ
た
、
も
し
く
は
新
嘗
祭
を
行
っ
て
し
か
る
べ
き
日
程
で
あ
っ
た
こ
と
は

間
違
い
が
な
い
。

　

さ
て
、
鎮
魂
祭
の
初
見
記
事
が
あ
る
天
武
紀
十
四
年
は
天
皇
が
崩
御
す
る
前
年
に
当
た
る
（
次
頁
掲
᚜
˧
参
照
）。
十
四
年
の
九
月
に

は
天
皇
不
予
と
な
り
、
大
官
大
寺
・
川
原
寺
・
飛
鳥
寺
と
い
っ
た
国
大
寺
で
読
経
を
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
翌
月
に
は
百
済
僧
法
蔵
・
優
婆

塞
益
田
直
金
鍾
が
美
濃
に
遣
わ
さ
れ
て
白
朮
（
お
け
ら
）
を
煮
る
記
事
が
あ
り
、
こ
の
白
朮
が
十
一
月
丙
寅
（
二
十
四
日
）
に
天
皇
に
献

じ
ら
れ
た
「
白
朮
煎
」
と
考
え
ら
れ
る
。
天
皇
不
予
の
翌
月
に
美
濃
国
に
ま
で
僧
・
優
婆
塞
を
発
遣
し
て
白
朮
を
煎
じ
さ
せ
た
の
で
あ
る 
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天
武
十
四
年

正
月

戊
申
（
二
日
）

拝
朝
廷

三
月

壬
申
（
二
十
七
日
）
諸
国
の
家
に
仏
舎
を
作
り
仏
像
・
経
を
置
き
礼
拝
・
供
養
せ
よ
と
の
詔

是
月

信
濃
国
に
灰
が
降
り
草
木
が
皆
枯
れ
る

四
月

己
卯
（
四
日
）

牟
婁
温
泉
没
し
て
出
ず

丁
亥
（
十
二
日
）

広
瀬
・
龍
田
の
神
を
祭
る

庚
寅
（
十
五
日
）

宮
中
で
安
居

五
月

庚
戌
（
五
日
）

飛
鳥
寺
行
幸
、
珍
宝
を
仏
に
奉
り
礼
敬
す

七
月

乙
丑
（
二
十
一
日
）
広
瀬
・
龍
田
の
神
を
祭
る

八
月

乙
酉
（
十
二
日
）

浄
土
寺
に
行
幸

丙
戌
（
十
三
日
）

川
原
寺
行
幸
、
稲
を
衆
僧
に
施
す

九
月

丁
卯
（
二
十
四
日
）
天
皇
体
不
予
の
た
め
、
三
日
間
大
官
大
寺
・
川
原
寺
・
飛
鳥
寺
で
誦
経
、
稲
を
三
寺
に
納
め
る

十
月

庚
辰
（
八
日
）

百
済
僧
法
蔵
・
優
婆
塞
益
田
直
金
鍾
が
美
濃
に
遣
わ
さ
れ
て
白
朮
（
お
け
ら
）
を
煮
る

是
月

金
剛
般
若
経
を
宮
中
に
説
く

十
一
月

丙
寅
（
二
十
四
日
）
法
蔵
法
師
・
金
鍾
、
白
朮
（
お
け
ら
）
を
献
ず

是
日
、
天
皇
の
た
め
に
招
魂
（
み
た
ま
ふ
り
し
き
）

十
二
月

辛
巳
（
十
日
）

西
よ
り
地
震
発
生

丁
亥
（
十
六
日
）

大
官
大
寺
の
僧
に
絁
・
綿
・
布
を
施
す

朱
鳥
元
年

（
天
武
十
五
年
）

正
月

乙
卯
（
十
四
日
）

難
波
の
大
蔵
省
に
失
火
、
宮
室
悉
く
焼
失
、
阿
斗
連
薬
の
家
の
失
火
か

庚
申
（
十
九
日
）

地
震

四
月

丙
申
（
二
十
七
日
）
多
紀
皇
女
・
山
背
姫
王
・
石
川
夫
人
を
伊
勢
神
宮
に
遣
わ
す
、
翌
月
戊
申
（
九
日
）
に
帰
京

五
月

癸
丑
（
十
四
日
）

大
官
大
寺
に
七
百
戸
を
封
し
税
三
十
万
束
を
納
め
る

癸
亥
（
二
十
四
日
）
天
皇
始
め
て
体
不
安

川
原
寺
で
薬
師
経
を
説
か
し
め
、
宮
中
に
安
居
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朱
鳥
元
年

（
天
武
十
五
年
）

六
月

戊
寅
（
十
日
）

天
皇
の
病
が
草
薙
剣
の
祟
り
と
判
明
、
剣
を
尾
張
国
熱
田
社
に
送
置

甲
申
（
十
六
日
）

伊
勢
王
と
官
人
を
飛
鳥
寺
に
遣
わ
し
、
三
宝
の
威
に
頼
り
身
体
の
安
和
の
た
め
諸
僧
に
請
願
の
勅

三
宝
に
珍
宝
を
奉
り
、
天
皇
の
御
衣
・
御
衾
を
高
僧
に
施
す

丁
亥
（
十
九
日
）

百
官
人
を
川
原
寺
に
遣
わ
し
燃
灯
供
養
し
、
大
斎
悔
過

庚
寅
（
二
十
二
日
）
名
張
（
伊
賀
国
）
の
厨
司
に
火
災

七
月

庚
子
（
二
日
）

僧
正
・
僧
都
、
宮
中
に
参
り
て
悔
過

辛
丑
（
三
日
）

諸
国
大
解
除

癸
卯
（
五
日
）

紀
伊
国
国
懸
神
・
飛
鳥
四
社
・
住
吉
大
神
に
奉
幣

丙
午
（
八
日
）

百
の
僧
に
金
光
明
経
を
宮
中
に
読
ま
せ
る

戊
申
（
十
日
）

雷
に
よ
り
民
部
省
蔵
庸
舎
屋
に
天
災
、
忍
壁
皇
子
宮
の
失
火
か

癸
丑
（
十
五
日
）

天
下
の
事
を
皇
后
・
皇
太
子
（
草
壁
皇
子
）
に
啓
上
さ
せ
る

甲
寅
（
十
六
日
）

広
瀬
・
龍
田
の
神
を
祭
る

戊
午
（
二
十
日
）

朱
鳥
改
元
、
飛
鳥
浄
御
原
宮
と
名
付
く

丙
寅
（
二
十
八
日
）
浄
行
者
七
十
人
を
選
び
出
家
、
宮
中
の
御
窟
院
に
設
斎

是
月

諸
王
臣
、
天
皇
の
た
め
に
観
世
音
像
を
造
り
観
世
音
経
を
大
官
大
寺
に
説
く

八
月

朔

天
皇
の
た
め
に
八
十
僧
を
得
度

庚
午
（
二
日
）

僧
尼
百
人
を
得
度
、
百
の
菩
薩
を
宮
中
に
据
え
観
世
音
経
二
百
巻
読
経

丁
丑
（
九
日
）

天
皇
体
不
予
、
神
祇
に
祈
る

辛
巳
（
十
三
日
）

秦
忌
寸
石
勝
を
し
て
土
左
大
神
に
奉
幣

己
丑
（
二
十
一
日
）
檜
隈
寺
・
軽
寺
・
大
窪
寺
に
三
十
年
に
限
り
百
戸
を
封
す

辛
卯
（
二
十
三
日
）
巨
勢
寺
に
二
百
戸
を
封
す

九
月

辛
丑
（
四
日
）

親
王
以
下
諸
臣
ま
で
悉
く
川
原
寺
に
集
い
天
皇
の
病
の
た
め
に
請
願

丙
子
（
九
日
）

病
癒
え
ず
正
宮
に
崩
御
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か
ら
、
白
朮
が
天
皇
の
体
調
を
回
復
さ
せ
る
た
め
に
特
別
に
制
作
さ
れ
た
薬
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
。
さ
ら
に
、
そ
の
白
朮
が 

「
招
魂
」
が
行
わ
れ
た
日
に
献
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、「
招
魂
」
の
性
質
・
目
的
が
何
で
あ
る
の
か
を
傍
証

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
天
武
紀
十
四
年
、
恐
ら
く
新
嘗
祭
の
前
日
に
行
わ
れ
た
「
招
魂
」
は
、
天
皇
の
不
予
か
ら
の
回
復
を
目
的
と
し
て

行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
な
祭
儀
・
方
法
は
不
明
で
あ
る
が
、
天
皇
の
心
身
を
正
常
な
状
態
と
し
、
活
力
を
増
進
し
た
状
態

で
新
嘗
祭
を
迎
え
る
た
め
に
行
わ
れ
た
儀
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
天
皇
不
予
を
前
提
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
神
事
の
前
日

に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
体
調
の
回
復
、
及
び
神
事
を
行
う
に
足
る
状
態
へ
至
ら
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
こ
と
は
間
違
い
が

な
い
だ
ろ
う）
47
（

。「
招
魂
」
の
翌
日
に
新
嘗
祭
が
行
わ
れ
て
い
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
が
天
武
天
皇
最
後
の
新
嘗
祭
と
な
っ
た
。

ǽ
ǽ
̡
ᶫ
ۿ
ᄓ
Ɂ
ဝ
Ͷ
Ȼ
ད

ᴬ
ۿ
˩
Ɂ
ާ
ี

　

天
武
天
皇
は
朱
鳥
元
年
五
月
に
も
天
皇
不
予
と
な
り
、
翌
月
に
は
そ
の
病
が
草
薙
剣
の
祟
り
と
判
明
し
て
い
る
。
こ
の
時
の
天
皇
不
予

は
「
天
皇
始�

体
不
安
」
と
あ
り
、
前
年
の
不
予
か
ら
は
一
時
回
復
し
て
い
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
が
、
こ
の
時
か
ら
の
不
予
は
崩
御
ま
で

継
続
し
て
い
く
。
朱
鳥
元
年
五
月
の
天
皇
不
予
か
ら
仏
教
儀
礼
が
九
件
、
神
事
が
五
件
存
在
し
、
い
ず
れ
も
天
皇
不
予
か
ら
の
回
復
祈
願

に
関
係
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
天
武
朝
で
は
国
家
的
祈
願
に
際
し
、
神
事
・
仏
事
い
ず
れ
の
方
策
も
重
視
し
て
い
た
こ
と
は
、
天
武

紀
五
年
六
月
是
夏
条
で
旱
へ
の
対
策
に
諸
神
祇
へ
幣
帛
を
奉
納
す
る
だ
け
で
な
く
僧
尼
を
し
て
三
宝
に
祈
ら
せ
て
い
た
事
か
ら
も
明
白
な

こ
と
で
あ
る
が
、
天
皇
自
身
の
重
病
に
対
し
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
朱
鳥
元
年
六
月
甲
申
（
十
六
日
）
条
に
は
、
身
体
の
安
和
の
た
め
三

宝
の
力
に
頼
る
旨
の
勅
願
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　

朱
鳥
元
年
五
月
以
降
の
仏
事
の
う
ち
、
川
原
寺
に
お
け
る
も
の
が
三
件
存
在
す
る
（
他
は
宮
中
が
三
件
、
飛
鳥
寺
一
件
、
大
官
大
寺
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一
件
）。
川
原
寺
は
、
斉
明
天
皇
即
位
元
年
冬
に
火
災
の
あ
っ
た
飛
鳥
板
蓋
宮
か
ら
遷
居
し
た
川
原
宮
の
跡
地
（
斉
明
紀
七
年
十
一
月
に 

飛
鳥
川
原
で
斉
明
天
皇
の
殯
を
行
っ
て
い
る
）
に
、
天
智
天
皇
が
建
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り）

48
（

、
皇
室
に
と
っ
て
崇
敬
厚
い
寺
で

あ
っ
た
。
天
武
紀
九
年
四
月
に
見
え
る
「
国
大
寺
」
に
大
官
大
寺
・
飛
鳥
寺
と
あ
わ
せ
て
選
ば
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
天
武
紀

十
四
年
九
月
・
朱
鳥
元
年
五
月
の
不
予
の
際
ど
ち
ら
も
川
原
寺
に
お
い
て
読
経
が
な
さ
れ
て
い
る
。
斉
明
天
皇
は
斉
明
紀
七
年
五
月
、
朝

倉
橘
広
庭
宮
を
作
る
た
め
に
朝
倉
社
の
木
を
伐
っ
た
た
め
に
神
の
怒
り
に
触
れ
、
宮
殿
は
破
壊
さ
れ
、
宮
中
に
鬼
火
と
い
う
怪
異
が
発
生
、

天
皇
に
近
侍
す
る
人
々
が
病
に
か
か
り
、
あ
る
い
は
死
ん
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
。
斉
明
天
皇
は
そ
の
二
か
月
後
に
朝
倉
宮
で
崩
御
し
た
。

神
の
祟
り
が
天
皇
に
波
及
し
て
崩
御
す
る
と
い
う
事
態
を
恐
ら
く
間
近
に
見
て
い
た
天
武
天
皇
は
、
自
身
の
不
予
に
際
し
て
母
と
縁
の
深

い
川
原
寺
で
の
仏
事
を
真
先
に
行
わ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
天
皇
の
病
が
草
薙
剣
の
祟
り
と
判
明
し
て
以
後
、
川
原
寺
で
六
月
丁
亥

（
十
九
日
）
に
燃
灯
供
養
・
大
斎
悔
過
、
崩
御
の
直
前
に
は
親
王
以
下
が
悉
く
参
集
し
て
天
皇
の
た
め
に
請
願
を
行
っ
て
い
る
。

　

天
皇
不
予
を
受
け
て
行
わ
れ
た
神
事
に
は
、
七
月
辛
丑
（
三
日
）
に
諸
国
大
解
除
、
そ
の
二
日
後
の
癸
卯
（
五
日
）
に
紀
伊
国
国
懸
神
・

飛
鳥
四
社
・
住
吉
大
神
へ
の
奉
幣
、
同
月
甲
寅
（
十
六
日
）
広
瀬
・
龍
田
祭
、
八
月
丁
丑
（
九
日
）
の
神
祇
へ
の
祈
念
、
同
月
辛
巳
（
十
三

日
）
土
左
大
神
へ
の
奉
幣
が
あ
る
。
諸
国
大
解
除
は
全
国
の
罪
を
祓
う
た
め
の
も
の
で
あ
り
、『
古
事
記
』
中
巻
で
仲
哀
天
皇
が
神
の
怒

り
に
触
れ
て
崩
御
し
た
際
に
は
「
国
之
大
祓
」
が
斎
行
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
全
国
を
清
浄
化
し
、
罪
に
よ
る
祟
り
が
天
皇
に
波
及
す
る

の
を
防
ぐ
こ
と
を
目
的
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
紀
伊
国
国
懸
神
・
飛
鳥
四
社
・
住
吉
大
神
へ
の
奉
幣
は
、
宮
都
近
く
に
坐
す
飛
鳥
の
神
々
、 

西
方
の
海
上
に
つ
な
が
る
紀
伊
・
住
吉
の
神
祇
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
災
い
が
宮
都
に
及
ぶ
の
を
防
止
す
る
た
め
の
奉
幣
で
あ
ろ
う
。 

七
月
甲
寅
に
行
わ
れ
た
広
瀬
龍
田
祭
は
恒
例
の
祭
り
で
あ
る
が
、
天
武
紀
四
年
の
初
見
記
事
の
翌
年
か
ら
は
毎
年
四・七
月
に
斎
行
記
事
が

記
さ
れ
て
い
る
の
に
朱
鳥
元
年
四
月
に
は
そ
の
斎
行
が
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
天
皇
不
予
を
受
け
て
再
度
広
瀬
龍
田
祭
の
執
行
が
期
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。
土
左
大
神
へ
の
奉
幣
は
、
天
皇
不
予
の
二
年
前
に
起
き
た
大
地
震
（
天
武
紀
十
三
年
十
月
壬
辰
〈
十
四
日
〉、
南
海
ト
ラ
フ 
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沿
い
、
土
佐
の
田
苑
一
二
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
が
海
に
埋
没
す
る
な
ど
の
甚
大
な
被
災
）
を
土
左
大
神
の
祟
り
と
認
識
、
そ
の
祟
り
を
鎮

め
て
病
気
平
癒
を
祈
る
た
め
の
も
の
と
推
測
さ
れ
て
い
る）
49
（

。
天
武
紀
四
年
三
月
丙
午
（
二
日
）
に
は
土
左
大
神
か
ら
神
刀
一
口
が
天
皇
に

進
上
さ
れ
、
土
左
に
葛
城
の
神
（
高
鴨
神
）
が
遷
座
し
た
と
す
る
伝
承
も
あ
り）
50
（

、
土
左
大
神
は
天
皇
、
大
和
国
家
と
由
縁
の
あ
る
神
祇
で

あ
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
諸
神
事
は
、
大
祓
・
奉
幣
を
行
う
こ
と
で
災
い
を
鎮
め
、
災
い
が
天
皇
に
及
ぶ
こ
と
を
防
ぎ
、
玉
体
の
回
復
を
神
祇
に
祈
る

も
の
で
あ
っ
た
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
背
景
に
は
諸
神
祇
の
祟
り
と
そ
れ
に
起
因
す
る
災
い
が
天
皇
の
身
体
に
波
及
す
る
と

の
認
識
が
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。

　

天
武
紀
十
四
年
九
月
以
降
、
地
震
が
二
件
（
十
四
年
十
二
月
辛
巳
、
朱
鳥
元
年
正
月
庚
申
）、
火
災
が
三
件
発
生
し
て
い
る
。
特
に
朱

鳥
元
年
七
月
戊
申
（
十
日
）
に
は
南
方
に
光
っ
た
雷
に
よ
り
民
部
省
の
蔵
庸
舎
屋
と
い
う
全
国
の
庸
を
収
納
す
る
殿
舎
が
火
災
に
遭
い
、

『
日
本
書
紀
』
は
「
天
災
」
と
表
記
し
て
い
る
。
古
代
に
お
い
て
火
災
が
神
の
祟
り
と
も
認
識
さ
れ
た
こ
と
は
、『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字

七
年
九
月
朔
日
の
勅
で
官
物
を
損
な
う
火
災
を
「
神
火
」
と
表
記
し
、
そ
の
原
因
を
国
郡
司
の
神
々
に
対
す
る
不
恭
の
咎
と
し
た
こ
と
か

ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
朱
鳥
元
年
七
月
で
は
律
令
国
家
運
営
の
重
要
な
基
盤
の
一
つ
で
あ
る
庸
が
火
災
に
あ
っ
て
お
り
、
国
家
を
揺
る

が
し
か
ね
な
い
「
天
災
」
と
認
識
さ
れ
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
天
智
天
皇
が
崩
御
す
る
一
ヶ
月
前
の
天
智
紀
十
年
十
一
月
丁
巳 

（
二
十
四
日
）
に
も
大
蔵
省
よ
り
出
火
し
て
近
江
宮
が
火
災
に
遭
っ
て
い
る
。
斉
明
・
天
智
・
天
武
天
皇
の
崩
御
の
直
前
に
は
必
ず
宮
殿
・

官
衙
の
破
壊
・
火
災
が
発
生
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
国
家
の
中
枢
部
が
火
災
に
遭
う
こ
と
は
国
家
運
営
上
相
当
大
き
な
危
機
で
あ
る
が
、

斉
明
・
天
智
・
天
武
天
皇
に
お
い
て
は
建
物
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
天
皇
本
人
の
崩
御
に
ま
で
連
動
し
て
い
た
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

古
代
で
は
災
害
は
神
の
祟
り
と
認
識
さ
れ
、
そ
の
祟
り
を
鎮
め
、
豊
穣
を
も
た
ら
す
た
め
に
祭
り
が
行
わ
れ
た）
51
（

。
記
紀
に
記
さ
れ
た
崇

神
朝
の
三
輪
山
祭
祀
伝
承
は
、
全
国
の
災
害
に
天
皇
が
責
任
を
負
い
、
適
任
者
を
選
ん
で
祭
祀
を
行
わ
せ
る
こ
と
で
豊
穣
を
導
く
と
い
う
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国
家
祭
祀
の
理
念
が
記
さ
れ
て
い
る）

52
（

。
ま
た
、
神
々
の
祟
り
は
天
皇
の
身
体
に
直
接
波
及
す
る
と
考
え
ら
れ
、
六
月
・
十
二
月
の
御
体
御

卜
は
神
々
の
祟
り
を
占
い
で
予
知
し
て
災
い
を
未
然
に
防
ご
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る）
53
（

。
御
体
御
卜
は
『
古
語
拾
遺
』

の
記
事
か
ら
孝
徳
朝
に
そ
の
淵
源
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ）
54
（

、
全
国
を
統
治
し
、
全
国
の
安
寧
に
責
任
を
負
う
天
皇
観
の
成
立
と
表
裏
を
な

す
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る）
55
（

。
天
武
四
年
に
開
始
さ
れ
た
広
瀬
・
龍
田
祭
の
龍
田
風
神
祭
祝
詞
（『
延
喜
祝
詞
式
』）
に
お
い
て
も
、
天
皇 

（
崇
神
天
皇
）
の
夢
見
に
よ
っ
て
天
下
に
災
害
を
も
た
ら
す
神
が
特
定
さ
れ
て
宮
殿
の
創
建
と
幣
帛
の
奉
納
が
な
さ
れ
て
お
り
、
天
武
朝

に
お
い
て
天
下
の
災
害
に
天
皇
が
責
任
を
持
つ
こ
と
、
そ
の
解
決
手
段
に
神
事
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う）
56
（

。
そ
し
て
前
述
し

た
通
り
天
武
朝
で
は
災
害
の
解
決
に
神
事
だ
け
で
な
く
仏
事
も
用
い
ら
れ
、「
僧
尼
令
」
に
至
る
制
度
化
も
進
ん
だ
の
で
あ
っ
た）
57
（

。

　

以
上
の
点
を
踏
ま
え
る
と
、
天
武
天
皇
の
不
予
を
受
け
た
多
く
の
仏
事
・
神
事
は
、
天
武
朝
の
末
年
に
お
け
る
天
皇
の
身
体
の
不
調
や

火
災
、
災
害
を
神
々
の
祟
り
に
よ
る
も
の
と
認
識
し
、
神
々
へ
幣
帛
を
奉
納
し
て
祟
り
を
鎮
め
る
と
同
時
に
、
天
武
天
皇
と
同
じ
く
神
の

祟
り
に
遭
遇
し
た
斉
明
天
皇
を
弔
う
川
原
寺
を
始
め
と
し
た
国
大
寺
で
、
種
々
の
仏
事
を
行
わ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

し
て
そ
の
背
景
に
は
、
天
皇
の
玉
体
が
全
国
の
災
害
と
連
動
し
、
天
皇
が
天
下
の
安
寧
に
責
任
を
負
う
と
い
う
観
念
が
あ
っ
た
。
天
武
天

皇
の
末
年
に
行
わ
れ
た
数
々
の
宗
教
儀
礼
は
、
単
に
最
高
権
力
者
で
あ
る
自
身
の
延
命
を
目
的
と
し
て
の
み
実
行
さ
せ
た
の
で
は
な
く
、

天
下
の
安
寧
・
国
家
の
安
泰
を
考
え
て
の
措
置
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
点
を
踏
ま
え
て
、
再
度
鎮
魂
祭
の
初
見
記
事
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
天
武
朝
で
制
度
化
さ
れ
た
数
あ
る
神
祇
祭
祀
・
神
祇
制
度

の
う
ち
、
鎮
魂
祭
の
み
が
天
武
天
皇
の
晩
年
に
初
見
さ
れ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
（
᚜
ه
参
照
）。
天
武
朝
で
は
即
位
年
（
天
武
紀
二
年
）

に
斎
王
制
度
の
開
始
、
そ
し
て
「
大
嘗
」
が
行
わ
れ
て
い
る
。
壬
申
の
乱
の
際
に
伊
勢
神
宮
を
遥
拝
し
た
天
武
天
皇
は）
58
（

、
皇
祖
神
（
天
照

大
神
）
祭
祀
を
国
家
規
模
で
丁
重
に
行
う
こ
と
を
真
先
に
目
指
し
た
。
そ
の
後
、
諸
神
祇
へ
の
国
家
祭
祀
を
確
立
し
て
い
き
、
神
戸
・
神

税
制
度
、
全
国
の
官
社
制
度
を
整
備
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
大
嘗
祭
（
新
嘗
祭
）
に
連
動
す
る
鎮
魂
祭
の
成
立
が
遅
れ
た
の
は
何
故
で
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あ
ろ
う
か
。
前
節
で
考
察
し
た
通
り
、
鎮
魂
祭
の
初
見
記
事
は
翌
日
の
新
嘗
祭
を
控
え
た
天
皇
の
身
体
を
健
常
な
状
態
に
さ
せ
る
も
の
で

あ
っ
た
と
分
析
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
天
武
天
皇
の
晩
年
の
不
予
と
そ
こ
か
ら
の
回
復
を
目
指
し
た
種
々
の
仏
事
・
神
事
の
先
駆
け
に

当
た
る
。
つ
ま
り
、
自
身
の
不
予
に
直
面
し
た
天
武
天
皇
が
、
病
に
よ
り
新
嘗
祭
を
十
全
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
へ
の
不
安
に
よ

り
、
状
態
を
回
復
・
活
性
化
さ
せ
る
た
め
に
考
案
し
た
の
が
後
の
鎮
魂
祭
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
天
武
朝
で
記
紀
の
編
纂
が
開
始
さ

れ
た
こ
と
、
皇
祖
神
祭
祀
が
大
き
く
整
備
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、『
儀
式
』
な
ど
平
安
時
代
の
諸
儀
式
書
に
見
え
る
う
け
槽
を
突

く
祭
儀
は
、
記
紀
に
お
け
る
天
照
大
神
の
岩
屋
戸
隠
れ
の
説
話
で
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
ノ
ミ
コ
ト
が
行
っ
た
所
作
に
由
来
し
、
そ
の
祭
儀
の
基

᚜
ه
ᶱ
ۿ
ණ
గ
ᩒ
ܿ
ᇘ
祇
ᇞ
ᇌ
ˁ
Ҥ
࣊
ˢ
ᜄ
ᷡ
˿
ᛵ
Ƚ
ɕ
Ɂ
ᷢɸ

年
月
日

記
事

令
制
祭
祀
・
制
度

二
年
四
月
己
巳
（
十
四
日
）

大
来
皇
女
、
天
照
大
神
宮
に
遣
侍
の
た
め
泊
瀬
斎
宮
で
潔
斎

斎
王
制
度

三
年
十
月
乙
酉
（
九
日
）

大
来
皇
女
、
伊
勢
神
宮
に
発
遣

二
年
十
二
月
丙
戌
（
五
日
）

大
嘗
奉
仕
の
中
臣
・
忌
部
、
神
官
人
、
播
磨
・
丹
波
二
国
郡
司
以
下

の
人
夫
に
禄
を
賜
う

畿
外
郡
の
斎
田
卜
定
に
よ
る
大
嘗
祭
（
新
嘗
祭
）

（
一
代
一
度
大
嘗
祭
の
方
式
成
立
）

四
年
正
月
戊
辰
（
二
十
三
日
）

幣
を
諸
社
に
祭
る

祈
年
祭
班
幣
か

四
年
四
月
癸
未
（
十
日
）

小
紫
美
濃
王
・
小
錦
下
佐
伯
連
広
足
を
遣
わ
し
て
風
神
を
竜
田
立
野

に
祭
る

小
錦
中
間
人
連
大
蓋
・
大
山
中
曽
禰
連
韓
犬
を
遣
わ
し
て
大
忌
神
を

広
瀬
河
曲
に
祭
る

四
・
七
月
広
瀬
・
龍
田
祭

五
年
八
月
辛
亥
（
十
六
日
）

四
方
に
大
解
除
す
る
た
め
国
造
・
郡
司
や
戸
毎
に
祓
柱
を
出
さ
せ
る

諸
国
臨
時
大
祓

五
年
十
月
丁
酉
（
三
日
）

幣
帛
を
相
新
嘗
の
諸
神
祇
に
祭
る

相
嘗
祭

六
年
五
月
己
丑
（
二
十
八
日
）

天
社
・
地
社
の
神
税
は
三
分
の
一
を
供
神
、
三
分
の
二
を
神
主
に
給
う

神
戸
・
神
税
制
度

十
年
正
月
己
丑
（
十
九
日
）

畿
内
及
び
諸
国
に
天
社
・
地
社
の
神
宮
を
修
理

全
国
官
社
制
度

十
四
年
十
一
月
丙
寅
（
二
十
四
日
）
天
皇
の
た
め
に
招
魂

十
一
月
寅
日
鎮
魂
祭
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本
は
天
武
朝
の
「
招
魂
」
に
ま
で
遡
る
可
能
性
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　

鎮
魂
祭
よ
り
も
十
二
年
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
天
武
朝
の
大
嘗
祭
（
新
嘗
祭
）
は
、
畿
外
の
郡
に
あ
る
田
を
卜
定
し
、
そ
の
斎
田
で
収

穫
し
た
稲
を
用
い
て
行
わ
れ
る
天
皇
祭
祀
で
あ
っ
た
。『
儀
式
』
に
よ
る
と
、
斎
田
で
の
抜
穂
の
奉
仕
か
ら
大
嘗
宮
内
で
の
脱
穀
精
米
に

至
る
ま
で
、
新
穀
の
管
理
・
奉
仕
は
在
地
郡
よ
り
卜
定
さ
れ
た
在
地
奉
仕
者
で
あ
っ
た）
59
（

。
天
武
紀
二
年
の
「
大
嘗
」
に
お
い
て
国
郡
司
以

下
、
人
夫
ま
で
が
賜
録
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
天
武
朝
の
時
点
で
既
に
在
地
郡
の
奉
仕
者
が
重
要
な
諸
役
を
担
っ
て

い
た
事
が
推
察
さ
れ
る
。
天
武
朝
に
お
い
て
、
畿
外
の
郡
よ
り
収
穫
さ
れ
た
新
穀
を
用
い
る
大
嘗
祭
の
方
式
が
形
成
さ
れ
た
の
は
、
全
国

土
を
天
皇
が
統
治
す
る
律
令
国
家
の
形
成
を
背
景
に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
全
国
の
郡
を
悠
紀
・
主
基
両
郡
に
象
徴
さ
せ
、
全
国
の
豊

穣
・
安
寧
を
祈
り
感
謝
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る）
60
（

。
そ
の
大
嘗
祭
の
前
日
に
行
わ
れ
る
鎮
魂
祭
が
、
天
武
天
皇
の
晩
年
、
天
皇

不
予
が
あ
っ
た
二
ヶ
月
後
に
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
天
武
朝
で
は
一
代
一
度
の
代
初
め
の
大
嘗
祭
と
、
恒
例
の
新
嘗
祭
と
で

そ
の
方
式
に
区
別
が
な
く
、
天
武
朝
で
の
嘗
祭
は
全
て
畿
外
の
郡
を
卜
定
し
て
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
天
皇
が
心
身
共
に

万
全
な
状
態
で
新
嘗
祭
を
迎
え
、
神
事
を
十
全
に
行
う
た
め
に
斎
行
さ
れ
た
の
が
天
武
紀
十
四
年
の
「
招
魂
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
新
嘗
祭

が
全
国
の
安
寧
を
祈
っ
て
行
わ
れ
る
そ
の
重
大
性
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

天
武
紀
十
四
年
の
「
招
魂
」
が
鎮
魂
祭
と
し
て
後
の
「
神
祇
令
」
に
規
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
天
皇
の
行
う
嘗
祭
の
重
大
性
に
起
因
し
、

そ
の
神
事
を
行
う
天
皇
の
状
態
を
万
全
に
し
て
お
く
必
要
性
の
認
識
が
持
統
天
皇
以
後
も
継
承
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
令
制
祭
祀
で

あ
る
鎮
魂
祭
は
、
大
直
神
・
神
祇
官
斎
院
の
八
神
を
宮
内
省
正
庁
に
祭
り
、
天
皇
の
安
泰
を
祈
念
す
る
祭
祀
で
あ
る
が
、
一
代
一
度
の
大

嘗
祭
・
恒
例
の
新
嘗
祭
共
に
そ
の
神
事
を
成
功
さ
せ
る
た
め
の
前
段
行
事
と
位
置
付
け
ら
れ
、
令
制
当
初
よ
り
斎
行
さ
れ
続
け
て
来
た
も

の
と
想
定
さ
れ
る）
61
（

。
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大
嘗
宮
悠
紀
・
主
基
神
殿
内
（
室
：
内
陣
）
の
中
央
に
は
「
神
座
」
が
敷
か
れ
、
御
衾
・
御
単
・
坂
枕
・
御
沓
な
ど
が
供
え
ら
れ
、「
神
座
」

の
左
右
に
は
繒
服
・
麁
服
が
奉
安
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
神
の
た
め
の
寝
具
と
考
え
ら
れ
、こ
こ
に
神
が
坐
す
も
の
と
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

平
安
時
代
後
期
・
鎌
倉
時
代
の
史
料
か
ら
、
天
皇
の
御
座
は
こ
の
「
神
座
」
に
向
い
て
で
は
な
く
、
南
東
を
向
き
、
御
座
の
前
に
敷
か
れ
た 

「
短
帖
」
の
上
に
神
御
薦
を
敷
き
、
そ
こ
に
神
へ
の
御
膳
を
供
し
て
い
た
こ
と
が
解
る
。
中
央
の
「
神
座
」
は
あ
く
ま
で
神
が
坐
す
と
見

立
て
た
「
神
座
」
で
あ
り
、
神
は
大
嘗
宮
に
は
来
臨
せ
ず
、
実
際
に
は
伊
勢
に
坐
す
天
照
大
神
に
対
し
て
御
膳
を
供
す
る
「
遥
拝
供
膳
」

祭
祀
で
あ
っ
た）
62
（

。
そ
れ
で
も
神
殿
内
（
室
：
内
陣
）
中
央
に
「
神
座
」
が
敷
か
れ
続
け
た
の
は
、
本
来
天
皇
は
「
同
床
共
殿
」
で
天
照
大

神
を
祭
る
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
天
武
朝
で
編
纂
が
開
始
さ
れ
た
『
日
本
書
紀
』
は
、
天
皇
と
同

じ
宮
殿
に
坐
す
天
照
大
神
の
勢
い
を
畏
れ
、
崇
神
朝
で
殿
外
に
遷
座
し
、
垂
仁
朝
で
伊
勢
に
鎮
座
し
た
と
の
伝
承
を
持
つ
。
天
照
大
神
は

天
皇
が
畏
れ
る
ほ
ど
そ
の
神
威
が
強
大
で
あ
り
、
そ
の
祭
祀
は
朝
夕
の
日
が
来
て
浪
・
風
・
弓
矢
の
鞆
の
音
も
聞
こ
え
ず
大
御
意
が
鎮
ま

る
伊
勢
の
地
（『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』）
で
丁
重
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
天
武
朝
で
は
斎
内
親
王
の
伊
勢
へ
の
発
遣
、
畿
外
郡

卜
定
を
伴
う
天
皇
「
大
嘗
」
が
真
先
に
行
わ
れ
て
、
伊
勢
及
び
宮
中
で
の
天
照
大
神
へ
の
祭
祀
が
整
備
さ
れ
た
。
さ
ら
に
は
諸
神
へ
の
幣

帛
奉
納
、
畿
内
有
力
古
社
へ
の
相
嘗
祭
が
行
わ
れ
、
官
社
制
の
整
備
も
な
さ
れ
て
全
国
規
模
の
国
家
祭
祀
が
形
成
さ
れ
て
い
く
。
天
武
朝

の
末
年
に
は
大
嘗
祭
（
新
嘗
祭
）
を
無
事
成
功
さ
せ
る
た
め
に
天
皇
の
安
泰
を
祈
念
す
る
鎮
魂
祭
が
開
始
さ
れ
た
。
鎮
魂
祭
の
成
立
は
天

皇
不
予
に
起
因
し
て
そ
の
心
身
を
回
復
、
神
事
を
行
う
に
足
る
状
態
に
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

そ
の
前
提
に
は
天
皇
が
供
膳
を
行
う
対
象
の
天
照
大
神
が
強
大
な
神
威
を
持
っ
て
い
る
と
の
認
識
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
延
喜
式
』
で
は
大
嘗
祭
・
新
嘗
祭
共
に
卯
日
の
朝
、
畿
内
を
中
心
と
す
る
全
国
の
神
祇
に
幣
帛
が
頒
布
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
天
皇
が
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大
嘗
祭
（
新
嘗
祭
）
を
行
う
に
当
た
っ
て
そ
の
成
功
と
御
代
の
繁
栄
を
祈
る
班
幣
で
あ
っ
た
。
鎌
倉
時
代
の
史
料
で
は
あ
る
が
、
天
皇
は

伊
勢
に
坐
す
天
照
大
神
及
び
天
神
地
祇
に
対
し
て
諸
民
救
済
・
全
国
の
豊
穣
を
祈
念
し
て
い
る
（『
後
鳥
羽
院
宸
記
』）。
こ
の
祈
請
詞
は

御
膳
供
進
の
作
法
と
は
別
に
記
さ
れ
、
御
膳
供
進
が
南
東
を
向
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
あ
く
ま
で
天
皇
が
祈
る
対
象
が
伊
勢
に
坐
す

天
照
大
神
及
び
天
神
地
祇
で
あ
っ
て
、
御
膳
供
進
は
天
照
大
神
一
神
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
諸
民
救

済
・
全
国
の
豊
穣
が
祈
念
さ
れ
る
対
象
が
天
照
大
神
だ
け
で
な
く
天
神
地
祇
も
含
む
と
い
う
こ
と
は
、
天
下
に
災
い
が
無
く
安
泰
で
あ
る

た
め
に
は
全
国
の
諸
神
祇
の
力
が
必
要
で
あ
っ
た
と
の
認
識
を
示
す
。
卯
日
の
朝
に
全
国
の
諸
神
祇
に
班
幣
が
な
さ
れ
る
の
は
、
一
代
一

度
の
大
嘗
祭
お
よ
び
一
年
に
一
度
の
新
嘗
祭
が
当
代
・
当
年
に
お
い
て
最
も
重
要
な
祭
祀
で
あ
り
、
そ
の
成
功
が
御
代
の
安
泰
だ
け
で
な

く
全
国
の
安
寧
に
直
結
す
る
と
の
認
識
が
古
代
よ
り
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
神
事
の
前
日
に
は
そ
の
無
事
成
功
の
た
め
に

鎮
魂
祭
が
斎
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

一
代
一
度
の
大
嘗
祭
・
恒
例
の
新
嘗
祭
に
共
通
し
て
行
わ
れ
る
十
一
月
の
一
連
の
祭
儀
は
、
天
皇
潔
斎
開
始
、
天
皇
の
清
浄
性
の
確
保
、

天
皇
の
御
魂
の
安
泰
、
諸
神
祇
へ
の
班
幣
、
神
殿
お
よ
び
天
皇
の
居
所
の
安
泰
、
で
構
成
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
卯
日
に
伊
勢
に
坐
す
天
照

大
神
を
祭
る
神
事
の
た
め
に
構
成
さ
れ
た
諸
儀
で
あ
っ
た
。
天
皇
が
天
照
大
神
を
祭
り
、
全
国
の
安
泰
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
祭
祀
の

た
め
に
身
体
・
御
殿
を
清
浄
化
し
、
十
全
な
状
態
で
祭
祀
に
臨
み
、
か
つ
全
国
の
神
々
を
祭
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
天
照
大

神
の
神
威
の
強
大
さ
、
全
国
の
神
々
の
祟
り
が
天
皇
に
波
及
す
る
と
の
認
識
が
あ
り
、
天
皇
の
身
体
の
保
全
を
確
保
し
て
十
全
に
天
照
大

神
を
祭
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
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ᜲ

　
（
1 
）
岡
田
莊
司
「
大
嘗
祭
」『
古
代
の
祭
祀
と
年
中
行
事
』
吉
川
弘
文
館
、
平
成
三
十
一
年
二
月
。

　
（
2 
）
肥
後
和
男
「
鎮
魂
の
儀
に
つ
い
て
」『
千
家
尊
宣
先
生
還
暦
記
念
神
道
論
文
集
』
神
道
學
會
、昭
和
三
十
三
年
九
月
、柳
井
己
酉
朔 

「
天
岩
戸
神
話
の
鎮
魂
的
要
素
」『
天
岩
戸
神
話
の
研
究
』
桜
楓
社
、
昭
和
五
十
二
年
四
月
（
初
出
は
昭
和
三
十
六
年
十
月
）、
上
田

正
昭
「
神
楽
の
命
脈
」『
日
本
の
古
典
芸
能
』
第
一
巻 

神
楽
、
平
凡
社
、
昭
和
四
十
四
年
十
一
月
、
松
前
健
「
鎮
魂
祭
の
原
像
と 

形
成
」『
王
権
祭
祀
論
』（『
松
前
健
著
作
集
』
第
六
巻
）
お
う
ふ
う
、
平
成
十
年
三
月
（
初
出
は
昭
和
四
十
八
年
三
月
）、
谷
省
吾 

「
鎮
御
魂
斎
戸
祭
に
関
す
る
一
考
察
―
斎
戸
は
イ
ハ
ヒ
ベ
で
あ
ら
う
―
」『
神
道
史
研
究
』
第
二
八
巻
第
一
号
、
昭
和
五
十
五
年
一
月
、

倉
林
正
次
「
鎮
魂
祭
儀
の
本
縁
」『
饗
宴
の
研
究
（
祭
祀
編
）』
桜
楓
社
、
昭
和
六
十
二
年
六
月
（
初
出
は
昭
和
五
十
九
年
五
月
）、

岩
田
勝
「
天
石
窟
の
前
に
お
け
る
鎮
魂
の
祭
儀
」・「
鎮
魂
」『
神
楽
新
考
』
名
著
出
版
、平
成
四
年
九
月
（
初
出
は
平
成
二
年
九
月
・

十
月
）、
義
江
明
子
「「
女
巫
」
と
御
巫
・
宮
人
―
鎮
魂
儀
礼
を
め
ぐ
っ
て
―
」
櫻
井
徳
太
郎
編
『
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
そ
の
周
辺
』

第
一
書
房
、
平
成
十
二
年
十
二
月
、
新
谷
尚
紀
「
大
和
王
権
と
鎮
魂
祭　

民
俗
学
の
王
権
論
：
折
口
鎮
魂
論
と
文
献
史
学
と
の
接

点
を
求
め
て
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
五
二
集
、
平
成
二
十
一
年
三
月
、
な
ど
。

　
　

 　

祭
儀
次
第
の
研
究
に
関
し
て
は
、
八
束
清
貫
「
鎮
魂
祭
に
つ
い
て
（
一
）」・「
鎮
魂
祭
に
つ
い
て
（
承
前
）」・「
鎮
魂
祭
に
つ
い
て 

（
承
前
・
完
）」『
神
道
学
』
第
一
二
号
・
一
四
号
・
一
六
号
、
昭
和
三
十
二
年
二
月
・
八
月
・
昭
和
三
十
三
年
二
月
、
川
出
清
彦
「
鎮

魂
祭
古
儀
考
」『
大
嘗
祭
と
宮
中
の
祭
り
』
名
著
出
版
、
平
成
二
年
六
月
（
初
出
は
昭
和
五
十
四
年
四
月
）、
安
江
和
宣
「
鎮
魂
祭
の

儀
―
特
に
木
綿
結
び
に
つ
い
て
―
」
皇
学
館
大
学
神
道
研
究
所
編
『
大
嘗
祭
の
研
究
』
皇
学
館
大
学
出
版
部
、昭
和
五
十
三
年
四
月
。

　
　

 　

近
世
白
川
家
の
鎮
魂
祭
な
ど
に
関
し
て
は
、
山
口
剛
史
「
鎮
魂
祭
御
祈
祷
に
関
す
る
一
考
察
」『
神
道
史
研
究
』
第
五
七
巻
第
一
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号　

平
成
二
十
一
年
四
月
、同
「
鎮
魂
祭
と
白
川
家
に
関
す
る
一
考
察
」『
神
道
史
研
究
』
第
五
七
巻
第
二
号　

平
成
二
十
一
年
十
月
、

同
「
明
治
維
新
期
の
鎮
魂
祭
」『
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
』
復
刊
第
四
七
号
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月
。

　
（
3 
）「
皇
室
祭
祀
令
」（
明
治
四
十
一
年
制
定
）
で
は
大
祭
で
あ
る
新
嘗
祭
に
従
属
す
る
祭
儀
に
位
置
付
け
ら
れ
、「
登
極
令
」（
明
治

四
十
二
年
公
布
）
で
は
そ
の
第
十
三
条
に
「
大
嘗
祭
を
行
ふ
前
一
日
、
鎮
魂
の
式
を
行
ふ
。」
と
あ
る
。
平
成
度
の
大
嘗
祭
で
も
大

嘗
祭
前
日
に
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
時
の
斎
場
は
恒
例
の
鎮
魂
祭
と
同
じ
く
賢
所
の
綾
綺
殿
を
斎
場
と
し
た
。
近
代
に
お
い
て
、
大

嘗
祭
前
日
鎮
魂
祭
に
は
大
礼
高
等
官
（「
登
極
令
」）、大
礼
委
員
（
平
成
度
）
の
参
列
が
あ
る
点
、恒
例
の
鎮
魂
祭
と
異
な
っ
て
い
る
。

　
（
4 

）『
令
集
解
』（
新
訂
増
補
『
国
史
大
系
』
昭
和
五
十
三
年
十
一
月
）
に
は
、「
職
員
令
」
と
「
神
祇
令
」
に
「
大
嘗
」
と
「
鎮
魂
」

が
重
ね
て
記
さ
れ
た
理
由
の
問
い
に
対
し
、「
是
殊
為
二
人
主
一。
不
レ
及
二
群
庶
一。
既
為
二
有
司
之
慇
慎
一。
故
別
起
レ
之
。」
と
し
て
君

主
の
儀
で
あ
る
た
め
と
す
る
答
え
が
所
引
さ
れ
て
い
る
。
他
に
、
祭
祀
の
う
ち
こ
の
二
祭
が
最
も
重
い
か
ら
で
あ
る
と
す
る
説
も

所
引
さ
れ
て
い
る
が
、
神
祇
官
に
と
っ
て
は
全
官
社
に
幣
帛
を
頒
布
す
る
祈
年
祭
が
最
も
大
き
い
祭
り
な
の
で
あ
り
、
や
は
り
天

皇
の
た
め
の
祭
り
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
「
大
嘗
」
と
「
鎮
魂
」
が
重
視
さ
れ
て
特
記
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
（
5 

）「
季
夏
」（
六
月
）
の
月
次
祭
は
、
祈
年
祭
を
縮
小
し
た
尋
常
の
班
幣
祭
祀
（
国
家
祭
祀
）
で
あ
り
、
六
月
神
今
食
（
天
皇
祭
祀
）

と
は
別
構
造
と
考
え
ら
れ
る
（
拙
稿
「
月
次
祭
・
新
嘗
祭
班
幣
の
構
造
」『
古
代
の
祭
祀
構
造
と
伊
勢
神
宮
』
吉
川
弘
文
館
、
平
成

三
十
年
十
二
月
）。

　
（
6 

）『
延
喜
式
』
一
條
家
本
（
皇
典
講
究
所
・
全
国
神
職
会
校
訂
『
校
訂　

延
喜
式
』〈
大
岡
山
書
店
、
昭
和
四
年
〉
の
傍
訓
に
よ

る
）、『
延
喜
式
祝
詞
』
兼
永
本
（
國
學
院
大
學
図
書
館
所
蔵
）、『
同
』
兼
右
本
（
同
図
書
館
所
蔵
）、『
延
喜
式
』
土
御
門
本 

（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
）、
な
ど
。

　
（
7 

）『
名
目
抄
』、『
公
事
根
源
』
な
ど
。
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（
8 

）
土
橋
寛
「
採
物
の
タ
マ
フ
リ
的
意
義
」『
古
代
歌
謡
と
儀
礼
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
年
十
二
月
。

　
（
9 

）
宮
地
直
一
『
神
祇
史
』
皇
典
講
究
所 

國
學
院
大
學
出
版
部
、
明
治
四
十
三
年
十
二
月
、
同
『
神
道
史
』
上
巻
（
宮
地
直
一
先
生

遺
著
刊
行
会
編
『
遺
稿
集
』
第
四
巻
、
理
想
社
、
昭
和
三
十
三
年
）。

　
（
10 
）
藤
野
岩
友
「「
鎮
魂
」
の
語
義
と
そ
の
出
典
と
」『
中
国
の
文
学
と
礼
俗
』
角
川
書
店
、
昭
和
五
十
一
年
十
二
月
（
初
出
は
昭
和

四
十
三
年
十
一
月
）。
指
摘
さ
れ
た
出
典
に
は
「
鎮
レ
心
安
二
魂
魄
一
」（『
本
草
綱
目
』）、「
鎮
魂
固
魄
」（『
霊
笈
七
籖
』）
と
あ
り
、

藤
野
は
折
口
信
夫
の
説
を
引
用
し
、
病
を
治
す
た
め
に
魂
の
随
意
頻
出
を
防
ご
う
と
す
る
古
代
の
宗
教
観
を
傍
証
す
る
。

　
（
11 

）
拙
稿
「
鎮
魂
祭
の
祭
祀
構
造
に
関
す
る
一
考
察
」『
神
道
研
究
集
録
』
第
三
十
二
輯
、平
成
三
十
年
二
月
。
本
論
に
お
け
る
『
儀
式
』

は
『
神
道
大
系　

朝
儀
祭
祀
編
一　

儀
式
・
内
裏
式
』（
昭
和
五
十
五
年
十
二
月
）
及
び
皇
學
館
大
学
神
道
研
究
所
編
『
訓
註
釋　

儀
式　

踐
祚
大
嘗
祭
儀
』（
思
文
閣
出
版
、
平
成
二
十
四
年
）
を
用
い
、『
延
喜
式
』
は
虎
尾
俊
哉
編
『
訳
注
日
本
史
料　

延
喜
式
』

（
集
英
社
、
平
成
十
二
〜
二
十
九
年
）
を
用
い
た
。

　
（
12 

）
渡
辺
勝
義
「「
魂
」
と
い
う
概
念
に
関
す
る
考
察
」『
鎮
魂
祭
の
研
究
』
名
著
出
版
、
平
成
六
年
十
一
月
。
た
だ
し
渡
辺
は
鎮
魂

祭
の
原
像
を
、
天
皇
家
と
諸
豪
族
集
団
と
の
支
配
・
被
支
配
の
場
に
お
け
る
祭
祀
、
と
捉
え
て
い
る
が
、『
儀
式
』・『
延
喜
式
』
な

ど
に
見
え
る
儀
式
次
第
に
お
い
て
、
そ
う
い
っ
た
要
素
が
中
心
に
あ
る
と
は
言
い
難
い
。

　
（
13 

）
宮
地
・
前
掲
註
九
（『
神
道
史
』
上
巻
、
第
一
篇
第
一
章
「
上
代
の
国
民
思
想
と
神
社
の
成
立
」）。

　
（
14 

）
西
宮
秀
紀
「
日
本
古
代
「
巫
覡
」
論
―
そ
の
実
態
を
中
心
に
―
」
直
木
孝
次
郎
先
生
古
稀
記
念
会
『
古
代
史
論
集
』
下
、塙
書
房
、

平
成
元
年
一
月
。

　
　

 　

な
お
、『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
十
四
年
二
月
庚
戌
（
十
日
）
条
に
は
、
石
上
神
宮
の
神
宝
を
山
城
国
に
遷
す
に
当
た
り
聖
体
不
予

が
お
き
た
た
め
、
神
祇
官
に
御
魂
を
鎮
め
さ
せ
た
記
事
が
存
在
し
、
西
宮
秀
紀
は
右
論
文
で
こ
の
鎮
魂
を
天
皇
へ
の
病
気
治
療
に
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位
置
付
け
、
義
江
明
子
は
さ
ら
に
宮
中
鎮
魂
祭
と
の
共
通
性
を
論
じ
て
い
る
（
義
江
・
前
掲
註
二
）。
し
か
し
、
渡
辺
勝
義
は
鎮
魂

祭
そ
の
も
の
を
荒
ぶ
る
神
々
の
魂
を
鎮
め
る
神
祭
と
論
じ
、
右
記
事
は
そ
の
証
左
で
あ
る
と
す
る
（
渡
辺
・
前
掲
註
一
二
）。

　
　

 　

ま
ず
、
延
暦
二
十
四
年
の
記
事
に
お
い
て
神
祇
官
が
行
っ
た
「
鎮
御
魂
」
は
、
天
皇
不
予
の
原
因
を
石
上
神
宮
の
神
宝
（
兵
杖
、 

器
杖
）
遷
座
と
し
、
神
の
祟
り
を
鎮
め
る
た
め
に
石
上
神
宮
に
お
い
て
行
わ
れ
た
祭
儀
で
あ
り
、
そ
の
対
象
は
石
上
の
神
と
考
え
る

の
が
妥
当
で
あ
っ
て
、天
皇
の
御
魂
を
鎮
め
て
病
気
治
療
を
行
っ
た
事
例
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
同
条
で
は
即
神
宝
を
返
還
し
、使
（
王・

中
臣
・
葛
井
氏
）
を
遣
わ
し
て
幣
帛
を
奉
り
、
天
皇
守
護
の
祝
詞
を
奏
上
し
て
い
る
。
当
該
記
事
は
石
上
の
神
の
祟
り
が
天
皇
に
波

及
し
、
そ
れ
を
解
除
す
る
た
め
に
神
を
祭
っ
た
臨
時
の
事
例
と
捉
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
当
該
記
事
の
祭
儀
は
大
嘗
祭
（
新
嘗
祭
）
の

前
日
に
宮
中
で
恒
例
的
に
行
わ
れ
る
鎮
魂
祭
と
場
所
・
目
的
・
対
象
が
異
な
り
、
両
者
を
同
列
に
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
（
15 

）
津
城
寛
文
『
折
口
信
夫
の
鎮
魂
論　

研
究
史
的
位
相
と
歌
人
の
身
体
感
覚
』
春
秋
社
、
平
成
二
年
九
月
。

　
（
16 

）
斎
藤
英
吾
喜
「「
よ
り
し
ろ
」
論
と
大
正
期
の
神
道
、
神
社
界
」『
折
口
信
夫
―
神
性
を
拡
張
す
る
復
活
の
喜
び
―
』（
ミ
ネ
ル 

ヴ
ァ
日
本
評
伝
選
）
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
平
成
三
十
一
年
一
月
。

　
（
17 

）
大
東
敬
明
「
折
口
信
夫
「
大
嘗
祭
の
本
義
」
と
四
季
の
ま
つ
り
」（「
折
口
信
夫
「
大
嘗
祭
の
本
義
」」①
②
『
國
學
院
大
學
学
報
』

六
七
三
号
・
六
七
四
号
を
改
稿
）
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
機
構
学
術
資
料
セ
ン
タ
ー
編
『
大
嘗
祭
』（
國
學
院
大
學
博
物
館
企

画
展
示
図
録
）
令
和
元
年
十
一
月
。

　
（
18 

）『
折
口
信
夫
全
集
』
一
八
、
中
央
公
論
社
、
平
成
九
年
十
一
月
。
全
集
の
解
題
は
折
口
の
原
稿
を
講
演
か
談
話
の
筆
記
で
あ
ろ

う
と
推
察
し
、
か
つ
御
大
礼
後
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
折
口
の
原
稿
が
掲
載
さ
れ
た
『
歴
史
教
育
』
第
三
巻
第
八
号
は
御

大
礼
の
特
集
号
で
あ
っ
た
。
な
お
、
こ
の
論
文
を
含
む
折
口
が
昭
和
三
年
頃
に
発
表
な
い
し
講
演
し
た
異
な
る
論
考
が
総
合
さ
れ

て
述
作
さ
れ
た
の
が
「
大
嘗
祭
の
本
義
」
で
あ
る
と
い
う
（
加
藤
守
雄
「
解
説　

折
口
信
夫
研
究
」『
古
代
研
究
』
民
俗
学
篇
三 
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〈
角
川
文
庫
〉
昭
和
五
十
四
年
四
月
）。

　
（
19 

）
拙
稿
「「
真
床
襲
衾
」
を
め
ぐ
る
折
口
信
夫
大
嘗
祭
論
と
そ
の
受
容
に
関
す
る
諸
問
題
」『
校
史
・
学
術
資
産
研
究
』
一
一
号
、

平
成
三
十
一
年
三
月
。

　
（
20 
）
例
え
ば
『
國
學
院
雜
誌
』
昭
和
三
年
十
・
十
一
月
号
（
第
三
四
巻
第
一
〇
号
・
第
一
一
号
）
は
「
御
大
礼
奉
祝
号
」
上
・
下
篇
と

し
て
特
輯
し
、
植
木
直
一
郎
、
八
束
清
貫
を
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
頭
論
文
と
し
て
御
大
礼
の
沿
革
・
次
第
を
概
観
し
て
い
る
。

　
（
21 

）
折
口
信
夫
「
ほ
う
と
す
る
話　

祭
り
の
発
生 

そ
の
一
」『
古
代
研
究
』
民
俗
学
篇
一
、
大
岡
山
書
店
、
昭
和
四
年
四
月
（
昭
和

二
年
六
月
草
稿
）。

　
（
22 

）
つ
ま
り
、
折
口
の
大
嘗
祭
論
は
「
即
位
式
で
高
御
座
に
登
っ
た
天
皇
が
「
神
と
し
て
」
言
葉
を
発
す
る
こ
と
を
前
提
に
想
定
さ

れ
て
い
る
」
と
考
え
ら
れ
る
（
大
東
・
前
掲
註
一
七
）。

　
（
23 

）
折
口
の
「
魂
」（
タ
マ
）
理
解
は
、「
年
の
暮
の
物
忌
み
の
時
期
に
魂
の
入
れ
替
へ
が
あ
る
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
。（
中
略
）
新
し

い
偉
大
な
る
魂
が
体
に
這
入
る
と
、
こ
の
世
の
春
が
始
ま
り
、
又
一
年
間
冬
ま
で
幸
福
な
年
が
続
く
（
中
略
）
そ
の
霊
魂
の
中
に

も
、
駄
目
な
霊
魂
と
優
れ
た
霊
魂
と
が
あ
る
（
中
略
）
人
間
の
体
は
霊
魂
の
容
れ
物
で
、
内
在
物
は
霊
魂
の
力
に
よ
る
も
の
（
中

略
）
こ
れ
は
昔
の
根
本
の
信
仰
で
あ
る
。（
中
略
）
一
番
根
本
だ
と
思
は
れ
る
の
は
宮
廷
の
御
信
仰
で
、
天
皇
の
御
体
に
這
入
る
御

魂
が
非
常
に
威
力
あ
る
御
魂
で
、
こ
れ
は
恐
ら
く
御
先
祖
か
ら
伝
へ
ら
れ
て
ゐ
る
御
魂
で
あ
る
と
思
は
れ
る
。
そ
れ
が
這
入
つ
て

ゐ
る
御
方
が
即
ち
天
皇
で
あ
る
と
昔
は
考
へ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
（「
古
代
人
の
信
仰
」『
惟
神
道
』
第
二

巻
第
二
・
三
・
四
・
五
冊
、
昭
和
十
七
年
二
・
三
・
四
・
五
月
〈『
折
口
信
夫
全
集
』
二
〇
、
平
成
八
年
十
月
〉
な
お
、
こ
の
論
考
は
記
者

に
よ
る
講
演
筆
記
）。
折
口
の
鎮
魂
論
、な
い
し
大
嘗
祭
論
は
こ
の
肉
体
を
強
化
す
る
外
来
の
魂
と
い
う
発
想
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

天
皇
が
神
と
な
る
と
す
る
神
性
獲
得
、
な
い
し
受
神
霊
論
と
し
て
折
口
論
を
位
置
付
け
る
理
解
は
「
大
嘗
祭
の
本
義
」
の
一
部
分 
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（「
天
皇
霊
が
這
入
る
」）
を
拡
大
解
釈
し
た
理
解
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
（
24 
）
折
口
は
天
皇
が
神
と
な
る
儀
式
と
し
て
大
嘗
祭
及
び
鎮
魂
祭
を
捉
え
て
い
る
と
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
あ
く
ま
で
春
祭
り
（
即

位
式
）
で
神
の
詞
を
宣
る
こ
と
に
向
け
て
の
祭
り
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
天
皇
は
あ
く
ま
で
神
の
「
み
こ
と
も
ち
」
で

あ
り
、
神
の
み
こ
と
を
宣
る
時
が
神
と
同
格
で
あ
る
と
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
折
口
の
祭
祀
論
に
お
い
て
天
皇
が
即
神
で
あ

る
と
一
義
的
に
認
識
さ
れ
て
は
い
な
い
こ
と
が
解
る
。
斎
藤
英
喜
は
「
天
子
即
神
と
天
子
非
即
神
の
状
態
は
、
け
っ
し
て
ど
ち

ら
か
と
い
う
固
定
し
た
関
係
に
は
な
い
。
そ
れ
を
見
極
め
な
け
れ
ば
、
折
口
の
学
説
は
、
ほ
ん
と
う
の
意
味
で
は
理
解
で
き
な
い 

の
だ
。」
と
指
摘
す
る
（「
神
話
学
者
に
し
て
神
話
作
者
、
折
口
信
夫
」『
異
貌
の
古
事
記
』
青
土
社
、
平
成
二
十
六
年
四
月
）。

　
（
25 

）「
み
こ
と
も
ち
」
の
思
想
は
昭
和
二
年
前
後
に
構
想
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
（
加
藤
・
前
掲
註
一
八
）、「
国
文
学
の
発
生

（
第
四
稿
）」（『
日
本
文
学
講
座
』
第
三
、四
、十
二
巻
、
昭
和
二
年
二
、四
、十
二
月
）、「
ほ
う
と
す
る
話　

祭
り
の
発
生 

そ
の
一
」 

（
前
掲
註
二
一
）、「
神
道
に
現
れ
た
る
民
族
論
理
」（『
神
道
学
雑
誌
』
第
五
号
、
昭
和
三
年
十
月
〈
昭
和
二
年
十
一
月
講
演
〉）
な

ど
に
語
ら
れ
る
。

　
（
26 

）
岡
田
精
司
「
解
説
」『
大
嘗
祭
と
新
嘗
』
学
生
社
、
昭
和
五
十
四
年
四
月
。

　
（
27 

）
拙
稿
・
前
掲
註
一
九
。

　
（
28 

）
拙
稿
・
前
掲
註
一
九
。
折
口
大
嘗
祭
論
の
比
較
神
話
研
究
史
に
お
け
る
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
、
平
藤
喜
久
子
「
神
話
学
と
大

嘗
祭
―
神
話
儀
礼
論
の
系
譜
―
」（『
神
道
宗
教
』
第
二
五
四
・
二
五
五
号
、
令
和
元
年
七
月
）
に
詳
し
い
。

　
（
29 

）
西
村
享
・
保
坂
達
雄
「
折
口
信
夫
」
綾
部
恒
雄
編
『
文
化
人
類
学
群
像
』
三
〈
日
本
編
〉
昭
和
六
十
三
年
十
二
月
、
お
よ
び 

大
東
・
前
掲
註
一
七
、
斎
藤
・
前
掲
註
二
四
。

　
（
30 

）「
古
代
大
嘗
祭
の
流
れ
」
に
つ
い
て
は
前
掲
註
一
、
及
び
「
資
料
か
ら
見
る
大
嘗
祭
」（
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
機
構
学
術
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資
料
セ
ン
タ
ー
編
『
大
嘗
祭
』〈
國
學
院
大
學
博
物
館
企
画
展
示
図
録
〉
令
和
元
年
十
一
月
）、「
古
代
新
嘗
祭
の
流
れ
」
に
つ
い
て

は
木
村
大
樹
「
月
次
祭
・
神
今
食
」・「
新
嘗
祭
」（『
古
代
の
祭
祀
と
年
中
行
事
』
吉
川
弘
文
館
、
平
成
三
十
一
年
二
月
）
を
参
照
。

な
お
、
古
代
大
嘗
祭
に
お
い
て
、
粟
が
供
え
ら
れ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
が
、
そ
の
供
出
元
で
あ
る
国
郡
が
卜
定
さ
れ
て
い
た
か

ど
う
か
は
史
料
に
見
え
な
い
。

　
（
31 

）
大
嘗
祭
前
の
諸
国
大
祓
は
『
続
日
本
紀
』
文
武
二
年
十
一
月
癸
亥
（
七
日
、
大
嘗
祭
の
十
六
日
前
）
の
「
遣
二
使
諸
国
一
大
祓
。」

を
初
見
と
し
、『
令
集
解
』
所
引
「
古
記
」
に
「
天
皇
即
位
。
惣
祭
二
天
神
地
祇
一。
必
須
二
天
下
大
祓
一。
以
外
臨
時
在
耳
。」（「
神
祇
令
」

諸
国
大
祓
条
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
令
制
当
初
よ
り
行
わ
れ
て
き
た
可
能
性
が
高
い
。

　
（
32 

）
御
禊
行
幸
は
『
類
聚
国
史
』
大
同
二
年
十
月
壬
午
（
二
十
九
日
）
お
よ
び
『
日
本
後
紀
』
大
同
三
年
十
月
乙
亥
（
二
十
七
日
）

を
初
見
と
し
、平
城
天
皇
大
嘗
祭
か
ら
始
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
中
嶋
宏
子
「
大
嘗
祭
に
お
け
る
御
禊
行
幸
の
成
立
と
特
徴
」

『
國
學
院
大
學
大
学
院
紀
要
―
文
学
研
究
科
―
』
第
二
一
輯
、
平
成
元
年
三
月
）。
行
幸
は
留
守
役
以
外
の
ほ
ぼ
全
官
人
が
参
列
す

る
盛
大
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
（
33 

）
大
嘗
祭
前
の
天
神
地
祇
大
奉
幣
は
、
即
位
前
の
天
神
地
祇
奉
幣
と
共
に
平
城
天
皇
大
嘗
祭
よ
り
創
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る
（
高
森
明
勅
「
大
祀
と
大
嘗
祭
に
つ
い
て
」『
神
道
宗
教
』
第
一
二
五
号
、昭
和
六
十
一
年
十
二
月
、同
「
神
祇
令
即
位
条
の
成
立
」 

『
神
道
宗
教
』
第
一
四
〇
・
一
四
一
号
、
平
成
二
年
十
月
、
岡
田
莊
司
「
即
位
奉
幣
と
大
神
宝
使
」『
平
安
時
代
の
国
家
と
祭
祀
』
続

群
書
類
従
完
成
会
、
平
成
六
年
一
月
〈
初
出
は
平
成
二
年
一
月
〉）。
即
位
を
伊
勢
神
宮
に
奉
告
す
る
即
位
由
奉
幣
は
桓
武
天
皇
、

大
嘗
祭
斎
行
を
伊
勢
神
宮
に
奉
告
す
る
大
嘗
祭
由
奉
幣
は
平
城
天
皇
の
時
よ
り
始
ま
っ
て
お
り
、
中
臣
氏
に
よ
る
天
神
寿
詞
奏

上
儀
な
ど
が
桓
武
天
皇
大
嘗
祭
で
大
嘗
祭
辰
日
に
移
行
し
た
と
さ
れ
る
よ
う
に
（
加
茂
正
典
「
大
嘗
祭
〝
辰
日
前
段
行
事
〞
考
」 

『
日
本
古
代
即
位
儀
礼
史
の
研
究
』
思
文
閣
出
版
、
平
成
十
一
年
二
月
〈
初
出
は
昭
和
五
十
八
年
十
一
月
〉）、
大
嘗
祭
に
関
連
す
る
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諸
儀
が
桓
武
天
皇
以
降
に
大
き
く
整
備
・
重
層
化
し
て
い
っ
た
こ
と
が
解
る
。

　
（
34 
）
官
田
は
天
皇
の
御
田
（『
日
本
書
紀
』
仁
徳
天
皇
即
位
前
紀
「
倭
屯
田
」）
に
由
来
す
る
と
さ
れ
、
天
照
大
神
が
直
轄
す
る
天
上

の
御
田
（『
日
本
書
紀
』
神
代
上
第
六
段
本
書
「
天
狭
田
・
長
田
」）
の
反
映
で
あ
り
（
岡
田
莊
司
「
大
嘗
・
新
嘗
の
祖
型
―
倭
の

屯
田
を
訪
ね
て
―
」『
大
嘗
祭
と
古
代
の
祭
祀
』
吉
川
弘
文
館
、
平
成
三
十
一
年
三
月
〈
初
出
は
平
成
元
年
七
月
〉）、
大
嘗
祭
で
選

定
さ
れ
た
畿
外
の
斎
田
は
、
大
嘗
祭
の
た
め
に
畿
外
に
臨
時
に
設
定
し
た
天
皇
の
御
田
と
考
え
ら
れ
よ
う
（
拙
著
「
大
嘗
祭
に
み

る
古
代
の
祭
り
―
稲
の
準
備
と
奉
仕
の
構
造
―
」『
大
美
和
』
第
一
三
七
号
、
令
和
元
年
七
月
）。

　
　

 　

新
嘗
祭
卯
日
神
事
の
前
々
日
に
は
官
田
で
収
穫
さ
れ
た
稲
数
を
宮
内
省
が
天
皇
に
奏
す
る
儀
（『
内
裏
式
』）
が
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
儀
は
恐
ら
く
大
嘗
祭
の
斎
行
年
で
も
行
わ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
（
35 

）
神
事
を
行
う
前
に
神
事
の
場
に
て
行
わ
れ
る
大
殿
祭
は
、
神
事
の
場
を
言
祝
い
で
清
め
る
も
の
と
考
え
ら
れ
（
中
村
英
重
「
月

次
祭
論
」『
古
代
祭
祀
論
』
吉
川
弘
文
館
、
平
成
十
一
年
八
月
）、
神
事
後
に
天
皇
の
御
在
所
を
祭
る
大
殿
祭
は
天
皇
の
御
殿
を
言

祝
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
岡
田
莊
司
「
大
殿
祭
と
忌
部
氏
」『
神
道
宗
教
』
第
一
〇
〇
号
、
昭
和
五
十
五
年
十
月
）。

い
ず
れ
も
神
事
の
場
を
新
造
の
御
殿
に
見
立
て
て
い
る
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
神
饌
供
進
を
終
え
た
後
、
天
皇
御
在
所
の

大
殿
祭
を
行
う
前
に
、
神
事
の
場
（
大
嘗
宮
、
神
嘉
殿
）
に
て
再
び
大
殿
祭
が
行
わ
れ
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
。
大
嘗
祭
に
お
い

て
は
『
儀
式
』
に
明
確
に
記
さ
れ
て
お
り
、
新
嘗
祭
で
も
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
大
殿
祭
は
神
事
に
用
い
ら
れ
た

聖
な
る
場
を
鎮
め
、
常
態
に
戻
す
意
味
合
い
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
大
嘗
祭
で
は
こ
の
大
殿
祭
を
終
え
た
後
に
大
嘗
宮
が
破
却

さ
れ
、
そ
の
地
も
鎮
祭
さ
れ
て
い
る
。

　
（
36 

）
拙
稿
「
大
嘗
祭
に
お
け
る
御
饌
・
御
贄
に
関
す
る
一
考
察
」、
木
村
大
樹
「
大
嘗
祭
の
神
饌
に
関
す
る
一
考
察
―
神
今
食
・
新
嘗

祭
と
の
比
較
か
ら
―
」（
令
和
元
年
六
月
二
日
神
道
史
学
会
大
会
研
究
発
表
〈
於
皇
學
館
大
学
〉
レ
ジ
ュ
メ
）。
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（
37 

）
岡
田
莊
司
「
稲
と
粟
の
祭
り
―
大
嘗
祭
と
新
嘗
―
」『
大
嘗
祭
と
古
代
の
祭
祀
』
吉
川
弘
文
館
、
平
成
三
十
一
年
三
月
（
初
出
は

平
成
三
十
年
十
二
月
）。

　
（
38 
）
早
川
庄
八
「
律
令
制
と
天
皇
」『
日
本
古
代
官
僚
制
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
昭
和
六
十
一
年
十
一
月
（
初
出
は
昭
和
五
十
一
年 

三
月
）、
中
村
・
前
掲
註
三
五
、
藤
森
馨
「
神
宮
祭
祀
と
天
皇
祭
祀
―
神
宮
三
節
祭
由
貴
大
御
饌
神
事
と
神
今
食
・
新
嘗
祭
の
祭

祀
構
造
―
」『
古
代
の
天
皇
祭
祀
と
神
宮
祭
祀
』
吉
川
弘
文
館
、
平
成
二
十
九
年
十
二
月
（
初
出
は
平
成
二
年
七
月
）、
岡
田
莊
司 

「
天
皇
祭
祀
と
国
制
機
構
―
神
今
食
と
新
嘗
祭
・
大
嘗
祭
―
」『
平
安
時
代
の
国
家
と
祭
祀
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
平
成
六
年 

一
月
（
初
出
は
平
成
二
年
七
月
）、
な
ど
。

　
（
39 

）
木
村
大
樹
「
御
体
御
卜
の
成
立
と
変
遷
に
関
す
る
一
考
察
」『
國
學
院
大
學
大
学
院
紀
要
―
文
学
研
究
科
―
』
第
四
七
輯
、
平
成

二
十
八
年
三
月
、
同
「
神
今
食
を
中
心
と
し
た
祭
儀
体
系
へ
の
一
試
論
―
御
体
御
卜
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
神
道
宗
教
』
第

二
四
三
号
、
平
成
二
十
八
年
七
月
。

　
（
40 

）
藤
森
・
前
掲
註
三
八
。

　
（
41 

）
拙
稿
・
前
掲
註
五
。

　
（
42 

）
十
一
月
の
新
嘗
祭
に
比
し
て
六
・
十
二
月
の
神
今
食
は
神
饌
を
盛
る
枚
手
の
数
が
半
分
と
な
っ
て
お
り
、
新
嘗
祭
の
祈
り
が
一
年

間
を
対
象
と
す
る
の
に
対
し
、
神
今
食
は
半
年
を
対
象
と
す
る
天
皇
祭
祀
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
神
今
食
は
新
嘗
祭
に

比
し
て
よ
り
内
々
の
祭
祀
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
（
木
村
大
樹
「
神
今
食
の
神
饌
供
進
儀
に
関
す
る
考
察
―
大
嘗
祭
卯
日

神
事
と
関
連
し
て
―
」『
神
道
研
究
集
録
』
第
三
二
輯
、
平
成
二
十
九
年
三
月
）。

　
（
43 

）
鎮
魂
祭
で
用
い
ら
れ
た
御
衣
と
木
綿
を
神
祇
官
の
斎
戸
に
鎮
め
る
際
に
は
、
天
皇
の
一
年
間
の
安
泰
が
祈
願
さ
れ
て
い
る
（『
延

喜
祝
詞
式
』「
鎮
御
魂
斎
戸
祭
」）。



61 鎮魂祭の成立と大嘗祭

　
（
44 

）
本
論
に
お
け
る
『
日
本
書
紀
』
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
四
『
日
本
書
紀
』（
小
学
館
、
平
成
六
〜
十
年
）
を
用
い
た
。

　
（
45 
）
新
訂
増
補
『
国
史
大
系
』
第
八
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
平
成
十
一
年
七
月
。

　
（
46 
）『
日
本
書
紀　

国
宝
・
北
野
本
』
巻
第
二
九
、
貴
重
図
書
複
製
会
、
昭
和
十
六
年
十
二
月
。

　
（
47 

）
谷
川
士
清
は
、
白
朮
（
ヲ
ケ
ラ
）
は
招
祷
（
ヲ
キ
）
の
義
で
あ
り
、
そ
の
故
に
招
魂
の
日
に
献
じ
た
の
だ
と
し
、
追
儺
の
夜
に

朮
餅
な
ど
を
奉
っ
て
物
怪
・
疫
病
を
払
っ
た
と
い
う
『
四
季
物
語
』
の
記
事
な
ど
を
引
証
し
て
い
る
（『
日
本
書
紀
通
証
』
巻
三
四 

〈『
日
本
書
紀
通
証
』
三
、
臨
川
書
店
、
昭
和
五
十
三
年
十
一
月
〉）。
し
か
し
、
飯
田
武
郷
は
白
朮
を
献
じ
た
記
事
と
招
魂
の
記
事

と
は
同
日
で
あ
り
な
が
ら
相
関
わ
ら
な
い
も
の
だ
と
し
、
招
魂
の
儀
に
僧
が
作
成
し
た
薬
を
奉
る
こ
と
は
な
く
、
白
朮
は
あ
く
ま

で
天
皇
の
御
服
薬
の
た
め
で
あ
っ
た
と
す
る
（『
日
本
書
紀
通
釈
』
巻
六
八
〈『
日
本
書
紀
通
釈
』
五
、
畝
傍
書
房
、
昭
和
十
七
年

十
月
〉）。
白
朮
の
献
上
と
招
魂
儀
が
天
皇
不
予
を
前
提
に
玉
体
の
回
復
・
安
寧
を
目
的
と
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
が
、

後
代
の
鎮
魂
祭
儀
に
薬
草
な
ど
の
供
進
は
見
ら
れ
ず
、
両
者
が
直
接
関
連
し
て
い
な
い
と
す
る
飯
田
の
指
摘
は
正
し
い
。
新
嘗
祭

を
前
日
に
控
え
た
玉
体
の
安
寧
の
た
め
に
、
薬
草
の
供
進
と
、
祭
儀
（
神
祭
）
に
よ
る
御
魂
の
回
復
・
活
性
化
と
い
っ
た
二
つ
の

異
な
る
手
段
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　

 　

な
お
、
岩
田
勝
（
前
掲
註
一
）
は
白
朮
の
飲
用
に
邪
気
を
払
う
効
果
が
あ
る
こ
と
も
踏
ま
え
、
自
身
の
神
楽
研
究
の
成
果
か

ら
、
鎮
魂
の
目
的
は
天
皇
の
御
魂
を
鎮
め
る
こ
と
で
は
な
く
、
祭
庭
に
祟
り
を
顕
さ
な
い
よ
う
に
地
霊
を
鎮
め
て
悪
霊
を
は
ら
う 

「
悪
霊
強
制
」
で
あ
る
と
考
察
し
て
い
る
。
鎮
魂
祭
が
災
い
の
除
去
、
な
い
し
災
い
や
祟
り
か
ら
防
御
す
る
要
素
が
あ
る
こ
と
は
確

か
で
あ
ろ
う
が
、
鎮
魂
祭
は
大
直
神
・
八
神
を
祭
る
こ
と
で
天
皇
の
安
泰
を
祈
る
祭
祀
で
あ
り
、
目
的
が
天
皇
の
安
泰
、
天
皇
の

御
魂
の
守
護
で
あ
る
こ
と
も
間
違
い
が
な
く
、「
悪
霊
強
制
」
の
概
念
だ
け
で
全
て
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
大
直
神
・
八

神
の
座
に
は
天
皇
常
食
の
官
田
の
稲
が
炊
飯
さ
れ
て
供
進
さ
れ
て
お
り
（『
延
喜
大
炊
寮
式
』）、
鎮
魂
祭
が
玉
体
に
密
接
に
関
わ
る 
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祭
祀
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。

　
（
48 

）
福
山
敏
男
「
川
原
寺
（
弘
福
寺
）」『
奈
良
朝
寺
院
の
研
究
』
高
桐
書
院
、
昭
和
二
十
三
年
二
月
。

　
（
49 
）
日
本
古
典
文
学
大
系
六
八
『
日
本
書
紀
』
下
（
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
年
七
月
）、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
四
『
日
本
書
紀
』

③
（
小
学
館
、
平
成
十
八
年
八
月
）
の
頭
註
。

　
（
50 

）『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
八
年
十
一
月
庚
子
（
七
日
）
に
は
、
高
鴨
神
を
奉
斎
す
る
賀
茂
氏
の
言
と
し
て
、
雄
略
天
皇
の
怒
り
に

触
れ
た
老
人
（
高
鴨
神
が
化
し
た
老
夫
、
天
皇
と
獲
物
を
争
っ
て
い
た
）
が
土
左
国
に
流
さ
れ
た
と
す
る
伝
承
を
載
せ
、
天
皇
が

そ
の
賀
茂
氏
を
遣
わ
し
て
高
鴨
神
の
本
処
で
あ
る
葛
上
郡
に
祠
ら
せ
た
と
す
る
。『
延
喜
神
名
式
』「
葛
上
郡
十
七
座
」
に
見
え
る 

「
高
鴨
阿
治
須
岐
託
彦
根
命
神
社
四
座
」
の
う
ち
の
一
座
で
あ
ろ
う
か
（
西
宮
秀
紀
「
葛
木
鴨
（
神
社
）
の
名
称
に
つ
い
て
」『
律

令
国
家
と
神
祇
祭
祀
制
度
の
研
究
』
塙
書
房
、
平
成
十
六
年
十
一
月
〈
初
出
、
平
成
三
年
十
一
月
〉
を
参
照
）。『
釈
日
本
紀
』
所

引
「
土
左
国
風
土
記
逸
文
」
で
は
郡
家
の
西
四
里
に
「
土
左
高
賀
茂
大
社
」
が
あ
り
、
そ
の
神
名
は
「
一
言
主
尊
」
と
し
て
い
る
。

葛
上
郡
の
式
内
社
に
は
「
葛
木
坐
一
言
主
神
社
」
も
あ
り
、
雄
略
記
に
は
天
皇
が
葛
城
山
に
登
っ
た
時
に
、
行
列
の
装
束
や
数
が

天
皇
と
同
じ
で
あ
る
一
言
主
神
と
出
逢
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
続
日
本
紀
』
に
記
す
賀
茂
氏
の
言
は
こ
の
伝
承
が
変
型
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
土
左
大
神
が
天
皇
と
由
縁
の
あ
る
葛
城
の
神
で
あ
る
と
想
定
し
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

　
（
51 

）
岡
田
莊
司
「
天
皇
と
神
々
の
循
環
型
祭
祀
体
系
」『
神
道
宗
教
』
第
一
九
九・二
〇
〇
号
、
平
成
十
七
年
十
月
、
同
「
古
代
の
天
皇

祭
祀
と
災
い
」『
國
學
院
雜
誌
』
第
一
一
二
巻
第
九
号
、
平
成
二
十
三
年
九
月
、
同
「
神
道
祭
祀
考
―
新
・
神
道
論
―
」『
國
學
院
雜

誌
』
第
一
一
三
巻
第
一
一
号
、
平
成
二
十
四
年
十
一
月
、
同
「
古
代
神
祇
祭
祀
体
系
の
基
本
構
想
―「
天
社・国
（
地
）
社
祭
祀
制
」―
」

『
神
道
宗
教
』
第
二
四
三
号
、
平
成
二
十
八
年
七
月
、
同
「
神
道
と
祭
祀
」『
現
代
思
想
』（
特
集 

神
道
を
考
え
る
）
青
土
社
、
平
成

二
十
九
年
二
月
、
同
「
は
じ
め
に
―
神
祇
信
仰
と
祭
祀
・
災
異
―
」『
古
代
の
信
仰
・
祭
祀
』
竹
林
舎
、
平
成
三
十
年
八
月
。
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（
52  

）
岡
田
・
前
掲
註
五
一
。
災
害
に
対
す
る
律
令
国
家
の
行
政
手
段
と
し
て
卜
占
・
祭
祀
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
は
、
小
林

宣
彦
『
律
令
国
家
の
祭
祀
と
災
異
』（
吉
川
弘
文
館
、
平
成
三
十
一
年
二
月
）
に
詳
し
い
。

　
（
53 
）
岡
田
・
前
掲
註
五
一
。

　
（
54 

）『
本
朝
月
令
』
六
月
十
日
奏
御
卜
事
「
古
語
拾
遺
云
。
至
二
于
難
波
長
柄
豊
前
朝
一。
白
鳳
四
年
。
以
二
小
花
下
諱
部
首
作
斯
一
拝
二

祠
官
頭
一。
令
レ
掌
二
叙
王
族
宮
内
礼
儀
婚
姻
卜
筮
之
事
一。
夏
冬
二
季
御
卜
之
式
。
始
起
二
此
時
一。」（
清
水
潔
編
『
新
校　

本
朝
月
令
』

皇
學
館
大
學
神
道
研
究
所
、
平
成
十
四
年
三
月
）

　
（
55 

）
小
倉
慈
司「
律
令
制
成
立
期
の
神
社
政
策
―
神
郡（
評
）を
中
心
に
―
」『
古
代
文
化
』第
六
五
巻
第
三
号
、平
成
二
十
五
年
十
二
月
。

　
（
56 

）
拙
稿
「
広
瀬
龍
田
祭
の
祭
祀
構
造
」『
古
代
の
祭
祀
構
造
と
伊
勢
神
宮
』
吉
川
弘
文
館
、
平
成
三
十
年
十
二
月
。

　
（
57 

）
井
上
光
貞
『
日
本
古
代
の
国
家
と
仏
教
』（『
井
上
光
貞
著
作
集
』
第
八
巻
）
岩
波
書
店
、
昭
和
六
十
一
年
一
月
（
初
出
、
昭
和

四
十
六
年
）、
鈴
木
景
二
「
律
令
国
家
と
神
祇
・
仏
教
」『
岩
波
講
座　

日
本
歴
史
』
第
三
巻
、
岩
波
書
店
、
平
成
二
十
六
年
九
月
、

な
ど
。

　
（
58 

）『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
元
年
六
月
丙
戌
（
二
十
六
日
）「
旦
於
二
朝
明
郡
迹
太
川
辺
一、
望
二
拝
天
照
太
神
一。」

　
（
59 

）
拙
稿
・
前
掲
註
三
四
。

　
（
60 

）
拙
稿
・
前
掲
註
三
四
。

　
（
61 

）
な
お
、
鎮
魂
祭
は
中
宮
・
東
宮
に
対
し
て
も
行
わ
れ
て
お
り
、
中
宮
の
鎮
魂
祭
は
天
皇
の
鎮
魂
祭
と
同
時
に
、
東
宮
の
鎮
魂
祭

は
新
嘗
祭
終
了
後
の
巳
日
に
、
天
皇
の
鎮
魂
祭
と
同
様
の
作
法
で
斎
行
さ
れ
て
い
る
（『
延
喜
四
時
祭
式
』、『
延
喜
春
宮
坊
式
』）。

こ
れ
は
、
御
贖
祭
（
六
・
十
一
・
十
二
月
一
〜
八
日
）
と
御
贖
（
六
・
十
二
月
晦
日
）
が
天
皇
だ
け
で
な
く
中
宮
・
東
宮
に
対
し
て
も

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
同
じ
で
、
天
皇
に
准
じ
、
中
宮
と
皇
太
子
の
身
体
の
清
浄
化
・
安
泰
の
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
御
贖
祭
・
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御
贖
と
同
じ
く
、
中
宮
・
東
宮
の
鎮
魂
祭
は
遅
く
と
も
平
安
時
代
初
期
（「
弘
仁
式
」
成
立
頃
）
ま
で
に
は
成
立
し
て
い
た
も
の
と

想
定
さ
れ
る
（『
本
朝
月
令
』
所
引
「
弘
仁
神
祇
式
」
逸
文
に
御
贖
の
規
定
が
存
在
）。
東
宮
の
鎮
魂
祭
だ
け
が
日
程
を
新
嘗
祭
後

と
し
て
い
る
の
は
、
本
来
鎮
魂
祭
が
大
嘗
祭
（
新
嘗
祭
）
を
前
に
し
た
天
皇
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
り
、
皇
太
子
の

み
敢
え
て
神
事
終
了
後
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
院
政
期
に
は
、
鎮
魂
祭
が
心
身
の
安
泰
に
特
別
な
効
果
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
た

め
か
、
天
皇
の
鎮
魂
祭
に
准
じ
た
「
院
鎮
魂
」（『
江
家
次
第
』）
も
斎
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
鎮
魂
祭
は
あ
く
ま

で
天
皇
が
大
嘗
祭
（
新
嘗
祭
）
を
行
う
た
め
の
祭
儀
で
あ
っ
て
、
対
象
と
な
る
の
は
天
皇
の
后
と
継
嗣
ま
で
で
あ
り
、
上
皇
に
鎮

魂
祭
を
行
う
の
は
例
外
中
の
例
外
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
（
62 

）
岡
田
莊
司
「
大
嘗
祭
祭
祀
論
の
真
義
―
遥
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
。


