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《
発
題
二
》「
古
文
書
学
か
ら
み
た
伊
勢
神
宮
の
中
世
的
変
容

　
　
　
　
　
　�

─
祭
主
下
文
・
宮
司
符
・
宮
司
庁
宣
を
め
ぐ
っ
て
─
」

�

國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
機
構
　
助
教
　
比
企
　
貴
之

【
比
企
】
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
機
構
の
比
企
で
す
。
本
日
は
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

私
の
話
は
、伊
勢
神
宮
の
古
代
か
ら
中
世
の
歴
史
的
な
変
容
に
つ
い
て
、こ
れ
を
今
日
に
伝
存
す
る
発
給
文
書
か
ら
見
て
い
っ
た
と
き
、

そ
の
境
目
と
い
う
も
の
は
ど
の
よ
う
に
読
み
取
れ
る
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
話
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
「
伊
勢
」
の
古
代
か
ら
中
世
の
歴
史
的
な
変
化
─
時
代
変
化
─
と
い
っ
た
と
き
に
は
、
幾
つ
か
の
捉
え
方
が
あ
ろ
う
か
と
思

い
ま
す
。
ま
ず
一
は
、
伊
勢
神
宮
そ
の
も
の
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
か
と
い
う
神
宮
祭
祀
組
織
そ
の
も
の
の
時
代
移
行
の
問
題
で
す
。

　

第
二
に
は
、
伊
勢
神
宮
を
核
と
し
て
周
辺
の
エ
リ
ア
ま
で
含
む
、
例
え
ば
宇
治
だ
と
か
山
田
で
あ
る
と
か
、
そ
う
い
う
膝
下
の
地
域
ま

で
を
視
野
に
お
さ
め
た
変
容
と
い
う
も
の
を
捉
え
る
見
方
で
す
。
な
お
、
伊
勢
神
宮
に
は
遠
隔
別
宮
と
い
う
、
遠
く
に
も
別
宮
は
あ
り
ま

す
か
ら
、
そ
う
し
た
伊
勢
神
宮
の
神
社
体
系
の
末
端
に
連
な
る
エ
リ
ア
ま
で
も
含
め
た
一
帯
と
捉
え
て
も
よ
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
は
、伊
勢
国
そ
の
も
の
で
す
ね
。伊
勢
と
い
っ
た
と
き
に
イ
メ
ー
ジ
す
る
伊
勢
国
そ
の
も
の
の
変
化
を
追
う
追
い
方
。

こ
う
し
た
三
つ
の
見
方
が
、
お
も
な
も
の
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
は
そ
の
う
ち
の
伊
勢
神
宮
そ
の
も
の
、
神
社
そ
の
も
の
が
ど
の

よ
う
に
変
わ
っ
た
の
か
と
い
う
関
心
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
古
文
書
か
ら
考
え
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
本
日
の
話
で
す
。

　

本
日
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ
で
あ
る
「
伊
勢
神
宮　

古
代
・
中
世
移
行
期
論
の
射
程
」
に
か
か
わ
っ
て
、
ま
ず
は
ふ
だ
ん
私
の
主
た
る
フ
ィ
ー
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ル
ド
と
し
て
い
る
歴
史
学
の
方
面
で
、こ
の
あ
た
り
が
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
き
た
か
と
い
う
の
を
戦
後
歴
史
学
を
中
心
と
し
て
、ざ
っ

と
皆
さ
ん
と
議
論
の
共
有
を
す
る
た
め
に
も
振
り
返
っ
て
お
き
た
く
存
じ
ま
す
。

　

伊
勢
神
宮
の
古
代
か
ら
中
世
へ
の
移
行
期
に
関
す
る
研
究
は
、
早
く
一
九
五
〇
年
代
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
例
え
ば
、
萩
原
龍
夫

氏
や
西
垣
晴
次
氏
、
あ
る
い
は
河
合
正
治
氏
ら
に
よ
っ
て
で
す
。
彼
ら
の
議
論
で
共
通
し
て
い
た
の
は
、
当
時
の
歴
史
学
に
お
け
る
主
流

的
態
度
か
ら
の
影
響
も
多
分
に
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
が
、禰
宜
・
権
禰
宜
層
が
社
会
的
に
台
頭
し
て
い
く
と
い
う
の
を
議
論
の
前
提
と
し
、

例
え
ば
萩
原
氏
は
、
御
厨
・
御
園
の
形
成
に
つ
い
て
注
目
し
、
河
合
氏
は
東
国
に
展
開
し
て
い
た
彼
ら
の
活
動
と
神
宮
領
設
立
と
開
発
領

主
と
の
有
機
的
な
関
係
、
ま
た
地
域
と
の
関
係
に
つ
い
て
視
点
を
置
い
た
研
究
、
さ
ら
に
禰
宜
・
権
禰
宜
層
そ
の
も
の
に
注
目
し
た
西
垣

氏
の
研
究
な
ど
が
あ
り
、
神
人
強
訴
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
態
度
を
示
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
研
究
が
、
い
わ
ゆ
る
古
代
・
中
世
移
行
期
の
研
究
の
出
発
点
的
な
位
置
づ
け
と
し
て
評
価
し
て
よ
い
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
上

で
、
そ
の
後
の
研
究
は
、
一
つ
は
、
彼
ら
が
社
会
的
に
台
頭
し
て
い
っ
た
、
そ
の
背
景
と
な
っ
た
基
盤
そ
の
も
の
に
目
を
向
け
る
研
究
が

進
み
ま
し
た
。
例
え
ば
、
棚
橋
光
男
氏
に
よ
る
十
一
世
紀
中
葉
の
禰
宜
・
権
禰
宜
層
の
台
頭
を
前
提
と
し
た
上
で
の
、
そ
れ
以
降
、
中
後

期
に
か
け
て
の
祭
祀
料
田
や
職
掌
人
給
田
と
い
う
も
の
が
再
編
さ
れ
て
い
く
、戸
田
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
流
れ
に
つ
い
て
の
研
究
で
す
。

さ
ら
に
、
そ
れ
は
歴
史
学
で
も
と
く
に
荘
園
史
の
研
究
の
ほ
う
で
継
承
さ
れ
ま
し
て
、
九
〇
年
代
に
い
た
る
ま
で
、
例
え
ば
鎌
倉
佐
保
氏

に
よ
る
戸
田
の
所
領
的
な
保
有
の
研
究
が
だ
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

一
方
で
禰
宜
・
権
禰
宜
層
の
そ
う
し
た
必
ず
し
も
社
会
経
済
的
で
は
な
い
側
面
に
注
目
す
る
研
究
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
や
は
り
棚
橋

光
男
氏
の
研
究
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
独
自
権
力
機
構
と
し
て
の
「
禰
宜
庁
」
と
い
う
も
の
が
登
場
し
た
ん
だ
と
い
う
見
方
を
重
視
す
る

研
究
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
さ
ら
に
神
人
強
訴
関
連
で
あ
る
と
か
、
禰
宜
の
社
会
的
な
活
動
と
い
う
も
の
を
重
視
す
る
研
究
が
棚
橋
あ
る
い
は
村
岡
薫
氏
に
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よ
っ
て
出
さ
れ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
う
し
た
な
か
西
山
克
氏
は
、
郡
政
所
と
い
う
、
地
域
行
政
を
末
端
で
担
う
組
織
が
存
在
し
た
こ
と
、

実
は
こ
れ
は
禰
宜
で
は
な
く
て
、
祭
主
の
権
力
機
構
の
末
端
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
り
、
鎌
倉
・
南
北
朝
期
に
か
け
て
祭
主
の
権
力
と
い

う
も
の
は
一
定
て
い
ど
存
在
し
た
ん
だ
と
い
う
事
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
た
諸
研
究
が
出
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

　

さ
ら
に
西
山
氏
以
後
、
佐
藤
泰
弘
氏
が
、
地
域
の
問
題
を
解
決
す
る
権
力
と
し
て
神
宮
検
非
違
使
に
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

佐
藤
氏
は
審
理
実
権
の
所
在
か
ら
、
十
一
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
に
か
け
て
裁
定
を
お
こ
な
う
権
利
は
事
実
上
、
検
非
違
使
の
下
に
あ
っ
た

の
が
、
名
実
と
も
に
祭
主
裁
判
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
成
立
し
て
く
る
の
は
、
十
三
世
紀
に
入
る
ま
で
下
る
ん
だ
と
い
う
見
解
を
示
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
点
に
同
じ
く
注
目
を
さ
れ
た
の
が
勝
山
清
次
氏
で
し
て
、
平
安
後
期
か
ら
南
北
朝
期
に
い
た
る
ま
で
の
祭
主
裁
判
、
つ
ま

り
領
主
裁
判
権
の
問
題
に
注
目
し
た
成
果
が
だ
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
ほ
か
、
古
代
と
中
世
の
時
代
移
行
期
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
取
り
組
み
の
な
か
で
は
、
先
ほ
ど
い
っ
た
佐
藤
氏
は

別
の
論
文
に
お
い
て
、
祭
主
が
伊
勢
の
地
名
を
冠
称
す
る
─
例
え
ば
箕
曲
祭
主
永
頼
で
す
と
か
、
岩
出
祭
主
輔す
け

親ち
か

と
い
う
人
物
で
す
け
れ

ど
も
─
こ
う
し
た
地
域
の
地
名
を
名
前
に
冠
す
る
祭
主
が
出
て
く
る
の
は
、
つ
ま
り
地
域
（
伊
勢
）
に
大
き
な
基
盤
を
持
っ
て
い
た
ん
だ
、

だ
か
ら
祭
主
の
権
力
は
地
域
に
浸
透
し
た
ん
だ
と
い
う
理
解
を
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
に
共
通
し
て
い
え
る
の
は
、
比
重
の
置
き
方
は
区
々
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
も
古
代
・
中
世
の
伊
勢
神
宮
の
時
代
移
行
と

い
う
も
の
は
、だ
い
た
い
十
一
世
紀
を
通
じ
て
進
ん
だ
ん
だ
と
い
う
理
解
で
、こ
の
よ
う
に
歴
史
学
か
ら
は
論
じ
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
す
。

　

こ
れ
ら
以
外
に
も
時
代
移
行
期
そ
の
も
の
に
フ
ォ
ー
カ
ス
を
し
た
研
究
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
が
注
目
し
て
い
る
の
は
、
藤
森
馨
氏

の
大
中
臣
氏
族
三
門
間
の
相
克
に
か
ん
す
る
研
究
で
す
と
か
、
あ
る
い
は
、
近
年
、
林
美
佑
氏
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
『
祭
主
補
任
』
の

史
料
論
的
な
研
究
と
、
そ
の
な
か
で
も
大
中
臣
一
、二
、三
門
あ
り
ま
す
が
、
二
門
の
台
頭
と
い
う
も
の
に
注
目
す
る
、
つ
ま
り
、
大
中
臣
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氏
族
そ
の
も
の
に
注
目
し
た
研
究
と
い
う
も
の
、
私
は
こ
れ
ら
の
知
見
を
反
映
す
べ
き
だ
と
個
人
的
に
は
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
研
究
状
況
下
、
勝
山
清
次
氏
は
総
花
的
な
総
括
で
す
が
、
こ
の
辺
り
の
議
論
の
交
通
整
理
を
さ
れ
ま
し
た
。
そ

の
な
か
で
勝
山
氏
は
、
中
世
的
な
伊
勢
神
宮
の
特
徴
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
祭
祀
組
織
体
系
の
頂
点
に
、
古
代
と
は
異
な
っ
て
祭
主
が
君

臨
す
る
在
り
方
を
と
る
よ
う
に
な
る
、
こ
の
点
が
明
徴
な
の
だ
と
い
う
主
旨
の
こ
と
を
仰
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
あ
く
ま
で
総
花
的
な
一
節

で
す
か
ら
、
こ
こ
で
こ
れ
が
足
り
な
い
、
あ
れ
が
足
り
な
い
と
い
う
こ
と
は
い
さ
さ
か
意
地
悪
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
が
本
日
の
直

接
的
出
発
点
に
な
り
ま
す
。
古
代
伊
勢
神
宮
と
中
世
伊
勢
神
宮
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
的
な
相
違
は
、
中
世
に
は
祭
主
の
権
力
が
強
化
さ
れ
て

そ
の
地
位
が
向
上
し
、
権
門
と
し
て
の
神
宮
を
代
表
す
る
存
在
と
し
て
、
祭
主
が
位
置
す
る
よ
う
に
な
る
と
述
べ
ら
れ
た
勝
山
氏
は
、
そ

の
際
、
以
下
の
五
点
を
傍
証
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　

一
つ
は
、
伊
勢
神
宮
に
対
す
る
祭
主
・
宮
司
の
指
示
・
命
令
・
伝
達
の
在
り
方
。
こ
れ
は
古
文
書
の
問
題
で
あ
り
ま
す
が
、
ど
の
よ
う

な
発
給
文
書
で
ど
の
よ
う
に
伝
達
し
て
い
る
か
と
い
う
の
を
論
じ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
二
つ
目
に
、
人
事
処
理
上
の
祭
主
の
存
在
感
の

増
大
で
す
。
先
ほ
ど
の
塩
川
先
生
の
お
話
の
後
半
で
も
あ
り
ま
し
た
が
、
だ
ん
だ
ん
禰
宜
の
補
任
の
枠
が
広
が
っ
て
い
っ
た
と
き
に
、
禰

宜
に
就
任
す
る
候
補
者
は
た
く
さ
ん
い
る
わ
け
で
す
が
、
時
代
が
下
り
祭
主
の
影
響
力
が
大
き
く
な
る
と
、
祭
主
の
許
状
つ
ま
り
推
薦
書

で
す
ね
。
こ
れ
が
必
要
に
な
る
と
い
う
の
を
、
一
つ
の
人
事
介
入
と
い
う
こ
と
で
重
要
視
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
三
点
目
は
、
歴
代
祭
主

の
在
国
拠
点
、
こ
れ
は
先
ほ
ど
い
っ
た
地
名
冠
称
を
も
つ
祭
主
の
問
題
で
す
が
、
在
国
拠
点
が
形
成
さ
れ
て
、
神
宮
行
政
に
介
入
す
る
と

い
う
論
点
で
す
。
そ
し
て
、
祭
主
─
宮
司
間
の
対
立
が
厳
し
く
な
っ
て
く
る
。
そ
の
よ
う
に
祭
主
が
在
地
に
介
入
し
て
く
る
か
ら
、
当
然
、

既
存
の
宮
司
権
力
と
対
立
す
る
と
い
う
点
が
一
つ
。
そ
う
し
て
最
後
に
、
つ
い
に
そ
れ
を
克
服
し
た
祭
主
は
、
郡
政
所
を
設
置
す
る
こ
と

に
よ
り
、
在
地
へ
の
影
響
力
行
使
を
機
構
的
に
整
え
る
。

　

こ
れ
ら
五
点
を
主
な
要
素
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
例
え
ば
一
点
目
、
伊
勢
神
宮
へ
の
指
示
・
命
令
・
伝
達
の
在
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り
方
と
い
う
も
の
は
、
こ
れ
は
本
日
取
り
上
げ
る
メ
イ
ン
の
と
こ
ろ
に
当
た
り
ま
す
が
、
祭
主
下
文
の
登
場
と
き
び
す
を
接
す
る
よ
う
に

し
て
、
実
は
宮
司
の
下
達
文
書
に
お
い
て
も
、
新
た
な
新
様
式
の
文
書
と
し
て
宮
司
庁
宣
と
い
う
も
の
が
登
場
す
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ

が
こ
れ
に
関
し
て
は
、
一
切
言
及
を
な
さ
っ
て
お
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

二
番
は
ち
ょ
っ
と
飛
ば
し
ま
し
て
、
三
番
目
の
と
こ
ろ
、
地
名
冠
称
の
問
題
で
す
。
地
名
冠
称
は
確
か
に
在
地
に
進
出
し
た
と
い
う
非

常
に
分
か
り
や
す
い
物
差
し
か
と
思
う
ん
で
す
が
、
私
は
こ
れ
を
確
認
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
永
頼
や
輔
親
の
活
動
の
よ
う
す
に
つ
い
て
の

記
録
は
基
本
的
に
『
小
右
記
』
や
『
権
記
』『
御
堂
関
白
記
』
と
い
っ
た
日
記
に
し
か
出
て
こ
な
い
。
地
名
冠
称
を
も
っ
た
と
い
う
点
で
は
、

確
か
に
菩
提
寺
を
構
え
た
り
と
か
、
拠
点
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
彼
ら
の
活
動
の
基
盤
は
依
然
京
都
に
置
か
れ
て
い
た
。
地
名
冠

称
の
有
無
を
も
っ
て
在
国
比
重
が
高
ま
っ
た
と
ま
で
は
い
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
わ
け
で
す
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
、
こ
れ
は
先
ほ
ど
の
大
中
臣
氏
そ
の
も
の
の
研
究
を
フ
ォ
ー
カ
ス
と
い
う
の
が
大
事
だ
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
す
が
、

こ
れ
ま
で
十
一
世
紀
の
後
半
を
通
じ
て
祭
主
と
宮
司
が
厳
し
く
対
立
す
る
と
い
う
こ
と
が
、『
太
神
宮
諸
雑
事
記
』で
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
、
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
に
進
展
し
た
大
中
臣
氏
族
の
系
譜
や
門
流
間
の
相
克
に
関
す
る
研
究
成
果
や
知
見
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、

今
ま
で
の
よ
う
に
祭
主
・
宮
司
と
い
う
役
職
者
の
み
、
あ
る
い
は
役
職
同
士
の
相
克
と
し
て
表
面
的
に
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
大
中
臣
の

二
門
出
身
の
祭
主
対
大
中
臣
一
門
出
身
の
宮
司
と
い
う
新
た
な
シ
ェ
ー
マ
の
な
か
で
、
関
連
史
料
を
読
み
直
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
。
こ
う
考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
の
際
、
今
回
私
が
注
目
し
た
い
の
は
、
下
達
文
書
、
命
令
下
達
の
文
書
そ
の
も
の
で
す
。
命
令
下
達
の
文
書
の
様
式
や
そ
の
機
能
と

い
う
も
の
は
、
要
す
る
に
、
文
書
と
い
う
の
は
そ
の
発
給
主
体
が
相
手
に
対
し
て
、
相
互
の
関
係
下
に
お
い
て
だ
さ
れ
る
わ
け
で
す
か
ら
、

相
手
と
の
関
係
に
お
い
て
自
ら
を
ど
の
よ
う
に
権
力
体
と
し
て
規
定
し
よ
う
と
し
た
か
、
そ
の
重
要
な
物
差
し
に
な
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
な
の
で
、
こ
こ
で
十
一
世
紀
半
ば
に
宮
司
や
祭
主
の
使
用
す
る
下
達
文
書
に
変
容
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
こ
と
は
、
非
常
に
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意
義
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。

　

一
応
こ
の
話
に
関
し
て
は
、
私
は
も
う
少
し
長
目
の
ス
パ
ン
で
そ
の
ほ
か
の
部
分
も
見
通
し
た
上
で
、
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
は
今
の
と
こ

ろ
四
点
を
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

ま
ず
一
つ
は
、
本
来
、
符
だ
け
を
用
い
て
い
た
は
ず
の
宮
司
の
下
達
文
書
に
十
一
世
紀
の
半
ば
か
ら
十
二
世
紀
の
末
に
だ
け
庁
宣
が
併

用
さ
れ
る
。二
つ
の
下
達
文
書
を
持
っ
た
こ
の
異
常
な
事
態
の
意
味
す
る
も
の
と
は
何
な
の
か
、使
い
分
け
は
何
な
の
か
と
い
う
話
で
す
。

　

二
つ
目
は
、
十
一
世
紀
の
半
ば
に
き
び
す
を
接
し
て
祭
主
下
文
の
使
用
が
本
格
化
し
ま
す
。
取
り
扱
う
内
容
も
神
宮
行
政
を
差
配
す
る

非
常
に
深
入
り
し
た
も
の
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
が
、
こ
う
し
た
文
書
が
登
場
す
る
こ
と
の
背
景
に
は
何
が
あ
る
の
か
。
つ
ま
り
、
歴

代
祭
主
中
、
な
ぜ
十
一
世
紀
半
ば
の
祭
主
の
と
き
に
こ
れ
が
起
こ
っ
た
の
か
と
い
う
、
時
代
的
な
問
題
で
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
既
存
の

宮
司
を
頂
点
と
し
た
命
令
の
下
達
体
系
、
つ
ま
り
宮
司
の
下
達
文
書
と
の
軋
轢
は
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
話
で
す
。

　

こ
こ
ま
で
の
と
こ
ろ
が
今
日
の
話
の
メ
イ
ン
に
な
る
わ
け
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
さ
ら
に
論
証
す
る
上
で
は
、
祭
主
下
文
と
い

う
の
は
結
局
、古
代
的
な
文
書
な
の
？　

中
世
的
な
文
書
な
の
？　

と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
解
明
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
今
い
っ
た
と
こ
ろ
は
あ
く
ま
で
伊
勢
神
宮
の
ロ
ー
カ
ル
な
話
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
当
然
、
伊
勢
神
宮
と
い
う
の
は
国

家
の
な
か
で
も
非
常
に
重
く
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
だ
け
の
大
き
な
変
化
を
考
え
る
た
め
に
は
、
伊
勢
神
宮
の
ロ
ー

カ
ル
な
問
題
と
し
て
話
を
す
ぼ
ま
せ
る
わ
け
に
は
ま
い
り
ま
せ
ん
。
や
は
り
中
央
で
何
が
起
こ
っ
て
い
た
か
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
を
見
な

け
れ
ば
い
け
な
い
わ
け
で
す
が
、
今
日
は
そ
こ
ま
で
お
話
し
で
き
ま
せ
ん
。
な
の
で
、
本
日
は
、
こ
の
一
つ
目
と
二
つ
目
に
焦
点
を
絞
っ

て
お
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
ま
ず
本
日
の
話
の
最
初
に
取
り
上
げ
る
の
が
宮
司
の
文
書
で
す
。
冒
頭
で
も
軽
く
触
れ
た
と
お
り
宮
司
の
用
い
る
べ
き
文
書

と
は
、
本
来
は
公
式
様
の
系
譜
に
位
置
す
る
符
が
あ
り
ま
し
た
。
今
、
表
を
御
覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
丸
ａ
か
ら
ｏ
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ま
で
掲
げ
て
あ
り
ま
す
。○
と
つ
い
て
い
る
の
が
庁
宣
、そ
し
て
裸
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ

ト
が
符
で
す
。

　

こ
こ
に
は
（
平
安
後
期
か
ら
院
政
期
、
鎌
倉
前
中
期
に
か
け
て
の
）
宮
司
庁
宣
と

宮
司
符
を
案
文
な
り
正
文
と
し
て
確
認
で
き
た
も
の
を
す
べ
て
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た

わ
け
で
、
こ
の
表
を
一
見
す
る
限
り
庁
宣
の
ほ
う
が
（
そ
の
登
場
は
）
早
い
じ
ゃ
な

い
か
と
、あ
と
か
ら
宮
司
符
が
出
て
き
た
ん
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

が
、
こ
れ
は
発
給
実
例
残
存
の
状
況
を
示
す
に
す
ぎ
ま
せ
ん
で
、
こ
れ
以
前
の
古
い

時
代
の
太
政
官
符
な
ん
か
の
本
文
を
見
て
い
く
と
宮
司
が
提
出
し
た
文
書
や
発
給
し

た
文
書
と
し
て
符
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
間
違
い
な
く
古
代
の
古
い
時

代
以
来
、
宮
司
が
そ
の
下
達
文
書
と
し
て
使
っ
て
い
た
の
は
符
で
あ
る
と
、
こ
れ
は

動
か
な
い
事
実
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
、の
ち
に（
表
が
示
す
よ
う
に
）十
一
世
紀
の
半
ば
頃
か
ら
庁
宣
が
備
わ
っ

て
き
て
、
こ
こ
に
宮
司
は
二
つ
の
下
達
文
書
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
一

方
、
ず
っ
と
下
の
ほ
う
（
時
代
が
く
だ
る
と
）
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
平
安
院

政
期
の
末
か
ら
鎌
倉
期
に
か
け
て
は
宮
司
庁
宣
の
実
例
が
残
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
つ

ま
り
消
え
て
し
ま
う
ん
で
す
。再
び
符
だ
け
を
用
い
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
、

宮
司
庁
宣
は
じ
つ
に
一
過
的
な
文
書
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
う

す
る
と
、
い
よ
い
よ
も
っ
て
、
何
で
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
こ
ん
な
も
の
が
出
さ
れ
た
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の
か
、
な
ぜ
併
用
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
り
ま
す
。

　

念
の
た
め
宮
司
符
と
宮
司
庁
宣
の
各
様
式
に
つ
い
て
確
認
を
し
て
お
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
両
様
式
を
例
示
し
た
部
分
に
レ
ジ
ュ
メ
で
は
注
目
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
が
、
パ
ー
ツ
ご
と
に
分
け
て
見
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

　

ま
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
書
き
出
し
は
「
司
符
」
あ
る
い
は
「
庁
宣
」
と
書
か
れ
ま
す
。

こ
れ
は
、
こ
の
文
書
を
受
け
取
る
相
手
が
被
官
で
あ
る
つ
ま
り
所
管
で
あ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
受
け
取
り
手
に
は
そ
の
差
出
者
は
明
確
で
あ
る
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
「
宮
司

符
す
」
だ
と
か
、「
宮
司
庁
宣
す
」
な
ん
て
い
う
ふ
う
に
は
書
か
れ
な
い
わ
け
で
す
。

た
だ
「
符
」
あ
る
い
は
「
庁
宣
」
と
書
か
れ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
①
の
部
位
で
す

ね
。

　

そ
し
て
②
、
そ
の
直
下
に
書
か
れ
る
の
が
宛
所
に
な
り
ま
す
。
表
と
見
比
べ
て
い

た
だ
き
た
い
ん
で
す
が
、
宮
司
符
の
場
合
は
、
郷
あ
る
い
は
神
主
に
宛
て
て
出
さ
れ

ま
す
。
一
方
、
庁
宣
は
検
非
違
使
、
こ
れ
は
神
宮
検
非
違
使
の
こ
と
で
す
ね
。
神
宮

検
非
違
使
か
郡
司
、
刀
禰
の
い
ず
れ
か
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
複
数
を
併
記
す
る

よ
う
な
形
で
宛
所
が
書
か
れ
る
わ
け
で
す
。

　

次
に
③
、
一
字
頭
下
げ
で
「
〇
〇
〇
事
」
で
終
わ
っ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
は
い
わ

ゆ
る
古
文
書
学
で
い
う
と
こ
ろ
の
事
書
に
相
当
す
る
と
こ
ろ
、
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
の
部

分
で
す
。
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そ
し
て
④
、「
右
～
」
以
下
は
本
文
、
す
な
わ
ち
内
容
に
な
る
わ
け
で
す
。

　

⑤
は
、
書
止
文
言
。
宮
司
符
の
ほ
う
は
「
以
符
」、
庁
宣
で
は
「
故
宣
」
と
記
さ
れ
、
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
宮
司
符
で
あ
る
こ
と
、
宮

司
庁
宣
で
あ
る
こ
と
に
ち
な
ん
で
書
き
換
え
ら
れ
た
表
記
の
違
い
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

　

そ
の
後
に
⑥
と
し
て
、
和
暦
年
月
日
が
記
さ
れ
て
、
そ
の
後
さ
ら
に
位
署
書
、
こ
の
発
給
者
の
名
前
が
連
署
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

　

そ
う
す
る
と
、
両
文
書
を
構
成
し
て
い
る
パ
ー
ツ
と
し
て
は
大
差
が
な
い
、
そ
う
い
う
関
係
と
い
え
る
か
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、

明
ら
か
に
両
様
式
間
で
書
き
方
が
違
う
の
は
、
宮
司
符
の
場
合
は
本
文
を
書
き
終
わ
っ
た
後
に
位
署
書
が
据
え
ら
れ
て
、
そ
の
後
に
和
暦

年
月
日
が
位
置
し
ま
す
。
一
方
、
宮
司
庁
宣
の
場
合
は
よ
く
あ
る
書
状
な
ど
と
同
じ
形
で
す
。
つ
ま
り
、
い
っ
て
み
れ
ば
宮
司
符
は
ち
ょ
っ

と
異
様
な
書
き
方
な
ん
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
宮
司
符
の
和
暦
年
月
日
の
書
き
方
は
、
実
は
国
司
が
発
給
す
る
文
書
の
う
ち
の
国
司
の
符
（
国
符
）
と
一
致
し
、
両

様
の
存
在
は
国
符
と
国
司
庁
宣
と
の
間
に
お
け
る
様
式
上
の
相
違
点
と
ま
っ
た
く
合
致
す
る
も
の
な
の
で
す
。
国
符
の
書
式
は
、
公
式
様

文
書
の
符
に
由
来
し
た
様
式
的
な
特
徴
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、こ
こ
で
我
わ
れ
が
取
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
宮
司
符
も
ま
た
、

や
は
り
公
式
様
文
書
の
系
譜
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
符
は
宮
司
の
下
達
文
書
で
、
公
式
様
（
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
）
の
系
譜
下
の
文
書
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
た
う
え
で
、
で

は
庁
宣
と
い
う
の
は
一
体
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
今
、
庁
宣
と
宮
司
符
を
二
つ
並
べ
ま
し
た
。
実
は
こ

の
庁
宣
が
非
常
に
面
白
い
。
片
方
の
宮
司
庁
宣
は
大
治
五
年
の
九
月
二
十
日
に
出
さ
れ
た
も
の
で
、
も
う
一
方
の
宮
司
符
に
関
し
て
は
、

翌
年
の
天
承
元
年
の
九
月
二
十
日
付
、
ち
ょ
う
ど
一
年
違
い
で
出
さ
れ
た
文
書
で
す
。

　

内
容
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
宮
司
庁
宣
の
ほ
う
は
、
大
治
三
年
（
一
一
二
八
）
の
七
月
か
十
二
月
頃
の
怪
異
に
よ
っ

て
仮
殿
遷
宮
が
必
要
に
な
っ
た
こ
と
、そ
し
て
、そ
の
翌
年
の
大
治
四
年
に
内
宮
の
御
扉
を
修
理
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
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そ
の
料
物
を
差
配
す
る
た
め
、
ま
た
そ
の
徴
収
の
命
令
を
す
る
た
め
に
出
し
た
庁
宣

で
す
。

　

一
方
の
宮
司
符
は
、
こ
れ
と
は
ま
っ
た
く
別
の
出
来
事
に
起
因
し
て
、
や
は
り
建

て
替
え
が
翌
年
、
必
要
に
な
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
と
き
に
出
さ
れ
た
も
の
な
の
で
、

案
件
と
し
て
は
全
く
違
う
も
の
な
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
書
い
て
あ
る
文
章
と
し
て

は
ほ
と
ん
ど
一
緒
。
御
覧
い
た
だ
い
て
分
か
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
一
緒

の
内
容
。
な
ん
だ
け
れ
ど
も
、
片
方
は
宮
司
庁
宣
で
出
さ
れ
て
い
て
、
片
方
は
、
宮

司
符
を
使
っ
て
い
る
。
明
ら
か
に
使
い
分
け
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
様
式

の
相
違
は
そ
れ
ぞ
れ
の
様
式
の
特
徴
に
由
来
し
た
違
い
に
す
ぎ
ま
せ
ん
で
、
宮
司
符

と
宮
司
庁
宣
と
の
使
い
分
け
は
、
取
り
扱
う
内
容
の
如
何
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
を
、
こ
れ
ら
の
文
書
が
明
瞭
に
示
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

さ
ら
に
両
文
書
の
違
い
は
い
っ
た
い
な
ん
な
の
か
を
、
改
め
て
目
を
凝
ら
し
て
見

て
ま
い
り
ま
す
と
、
実
は
宮
司
庁
宣
の
場
合
は
、
必
ず
宛
所
に
神
宮
検
非
違
使
が
記

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
き
ま
す
。
こ
の
文
書
は
、「
井
出
郷
村
々
刀
祢
等
」
と

書
い
て
る
ん
で
す
が
、
表
の
ほ
う
に
戻
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
他
の
宮
司
庁
宣
は

全
て
神
宮
検
非
違
使
が
宛
所
に
含
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
た
だ
し
、
こ
の
刀
祢
と

い
う
の
も
神
宮
検
非
違
使
の
下
働
機
関
と
し
て
現
地
に
発
遣
さ
れ
る
人
々
、
い
っ
て

み
れ
ば
神
宮
検
非
違
使
の
所
管
下
に
あ
る
人
び
と
で
す
。
か
か
る
意
味
で
は
、
こ
の
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文
書
に
つ
い
て
も
、「
神
宮
検
非
違
使
」
と
こ
そ
書
い
て
は
い
な
い
も
の
の
、
同
じ
く
神
宮
検
非
違
使
に
宛
て
た
宮
司
庁
宣
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。

　

そ
の
際
、
国
司
庁
宣
の
研
究
の
第
一
人
者
の
富
田
正
弘
氏
が
次
の
よ
う
な
指
摘
を
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
庁
宣
様
式
の
完
成
と
は
十
一
世

紀
の
半
ば
頃
な
の
で
す
が
、
そ
れ
以
前
に
お
い
て
は
、
国
司
受
領
の
国
務
遂
行
上
の
命
令
は
口
頭
で
指
令
す
る
。
つ
ま
り
宣
で
す
。
口
頭

宣
で
指
示
す
る
の
が
本
来
的
な
在
り
方
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
や
が
て
十
一
世
紀
に
、
国
務
を
執
る
関
係
か
ら
文
書
化
す
る
必
要
が
出
て
く

る
な
か
か
ら
、
そ
れ
を
紙
面
に
整
え
た
の
が
国
司
庁
宣
な
ん
だ
と
仰
っ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

　

こ
の
考
え
方
を
踏
襲
す
れ
ば
、
九
世
紀
末
に
神
宮
検
非
違
使
が
設
置
さ
れ
て
か
ら
、
宮
司
庁
宣
の
登
場
は
十
一
世
紀
半
ば
に
な
り
ま
す

の
で
、
一
五
〇
年
間
ぐ
ら
い
何
を
し
て
い
る
の
か
よ
く
分
か
ら
な
い
、
ど
ん
な
文
書
を
使
っ
て
い
た
の
か
判
然
と
し
な
い
状
況
な
ん
で
す

が
、
神
宮
検
非
違
使
の
命
令
伝
達
も
宮
司
の
口
頭
宣
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
か
。
宮
司
符
は
あ
く
ま
で
組
織
と

し
て
の
大
神
宮
司
と
い
う
機
関
が
公
的
に
発
給
す
る
公
文
書
で
あ
り
ま
し
た
が
、
宮
司
庁
宣
は
大
神
宮
司
の
機
関
と
し
て
の
文
書
で
は
な

く
、
三
員
宮
司
（
大
宮
司
・
権
大
宮
司
・
少
宮
司
）
の
長
官
で
あ
る
と
こ
ろ
の
大
宮
司
の
個
人
的
な
文
書
と
し
て
、
そ
の
庁
か
ら
出
さ
れ

る
口
頭
宣
を
紙
面
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
私
は
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
宮
司
庁
宣
と
い
う
文
書
が
な
ぜ
成
立
し
て
き
た
の
か
が
次
の
問
題
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
際
、
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な

る
の
は
、
祭
主
下
文
で
す
。

　

祭
主
の
下
文
は
、
先
ほ
ど
か
ら
申
し
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
十
一
世
紀
の
半
ば
の
宮
司
庁
宣
の
登
場
と
軌
を
一
に
し
て
現
れ
る
不
思
議

な
文
書
で
す
。
こ
れ
ま
で
祭
主
下
文
が
、
研
究
史
上
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
か
簡
単
に
申
し
ま
す
と
、
従
来
、
先
述
の
勝
山
清

次
氏
や
佐
藤
泰
弘
氏
に
よ
っ
て
、
祭
主
裁
判
権
と
呼
ば
れ
る
祭
主
の
領
主
裁
判
権
の
問
題
を
考
え
る
と
き
の
素
材
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ

る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
先
学
で
は
鎌
倉
時
代
の
実
例
し
か
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
ん
で
す
。
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と
こ
ろ
が
で
す
。
祭
主
下
文
と
い
う
も
の
は
、
十
一
世
紀
の
半
ば
、
治
暦
四
年

（
一
〇
六
八
）
三
月
十
日
の
こ
の
祭
主
下
文
が
、
発
給
実
例
と
し
て
は
初
見
に
な
り

ま
す
。
こ
れ
は
正
文
で
す
。『
教
王
護
国
寺
文
書
』
の
う
ち
に
あ
る
も
の
で
す
。

　

発
給
実
例
と
し
て
は
十
一
世
紀
の
半
ば
、
治
暦
四
年
な
の
で
す
が
、「
下
文
」
と

い
う
文
言
に
こ
だ
わ
っ
て
〝
祭
主
が
「
下
文
」
を
発
給
し
た
〟
と
い
う
記
述
だ
け
を

追
っ
て
ま
い
り
ま
す
と
、
実
は
『
諸
雑
事
記
』
の
な
か
に
さ
ら
に
遡
っ
て
見
る
こ
と

が
で
き
る
ん
で
す
。
例
え
ば
、
長
元
元
年
（
一
〇
二
八
）、
祭
主
大
中
臣
輔
親
が
「
下

文
」
を
用
い
て
、
臨
時
に
人
事
を
差
配
し
て
便
宜
的
に
職
掌
人
た
ち
の
祭
主
へ
の
供

奉
を
認
め
た
と
い
う
例
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
次
で
す
。
や
は
り
こ
れ
も

大
中
臣
輔
親
の
事
例
に
な
り
ま
す
が
、
長
元
四
年
の
長
元
託
宣
事
件
に
さ
い
し
、
そ

の
事
後
処
理
を
す
る
な
か
で
、
大
中
臣
輔
親
が
「
下
文
」
を
用
い
て
淫
祠
破
却
を
指

令
し
た
と
い
う
、
こ
う
い
う
記
述
が
読
み
取
れ
る
わ
け
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、「
下
文
」
と
い
う
文
言
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
と
き
に
は
、
一
つ
注

意
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
点
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
古
文
書
学
の
知
見
で
す
が
、
こ

う
し
た
古
記
録
や
記
録
の
な
か
に
見
え
る
「
下
文
」
と
い
う
文
言
は
、
必
ず
し
も
様

式
と
し
て
の
「
〇
〇
下　

△
△
…
…
以
下
、（
故
下
、）」
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
下
文

の
特
徴
的
な
文
言
を
と
も
な
っ
た
文
書
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
上
位
の
者
が
下
位
の

者
に
対
し
て
命
令
一
般
を
お
こ
な
う
こ
と
、
そ
れ
自
体
を
「
下
文
」
と
い
っ
て
い
る
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ん
だ
と
い
う
指
摘
が
、
古
文
書
学
の
ほ
う
で
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
現
に
発
給
実
例
を
と
も
な
わ
な
い
輔
親
の
た
っ
た
二
例
に
す
ぎ
な
い
「
下
文
」
文
言
は
、
ち
ょ
っ
と

慎
重
に
判
断
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
一
方
の
祭
主
永
輔
の
下
文
は
実
例
が
残
り
、
彼
が
下
文
を
発
給
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い

わ
け
で
す
。
実
際
、『
太
神
宮
諸
雑
事
記
』
を
見
て
い
き
ま
す
と
、
永
輔
が
下
文
を
使
っ
た
と
い
う
記
事
は
、
こ
れ
以
降
た
く
さ
ん
検
出

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
『
諸
雑
事
記
』
を
離
れ
て
、
永
輔
以
降
の
歴
代
祭
主
も
ま
た
下
文
を
頻
発
し
て
い
る
ん
で
す
。
こ
の
よ

う
な
状
況
を
客
観
的
に
捉
え
る
な
ら
ば
、
今
の
時
点
で
は
祭
主
下
文
の
初
見
は
、
や
は
り
永
輔
に
求
め
て
お
く
の
が
妥
当
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

　

で
は
、
十
一
世
紀
半
ば
に
祭
主
下
文
、
宮
司
庁
宣
、
宮
司
符
な
ど
と
い
う
、
三
つ
の
伊
勢
神
宮
に
対
す
る
命
令
文
書
が
登
場
し
た
こ
と

の
背
景
に
は
、
い
っ
た
い
な
に
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
際
、
着
目
し
た
い
の
は
、
宮
司
庁
宣
が
い
ず
れ
も
神
宮
検
非
違
使
を
宛
所
に
し
て
い
た
と
い
う
点
で
す
。
そ
こ
で
十
一
世
紀
半
ば

前
後
に
お
け
る
神
宮
検
非
違
使
の
所
管
、
つ
ま
り
ど
の
よ
う
に
神
宮
検
非
違
使
が
発
遣
さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
の
所
管
関
係
に
ま
つ
わ
る

史
料
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
の
が
、
次
の
表
で
す
。

　

ま
ず
⑴
、
こ
れ
は
『
太
神
宮
諸
雑
事
記
』
の
永
承
六
年
（
一
〇
五
一
）
の
記
述
で
す
が
、
大
宮
司
大
中
臣
義
任
が
内
宮
に
た
い
し
宮
域

で
穢
物
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
ど
う
対
応
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
諮
問
を
お
こ
な
い
、
そ
の
返
事
を
勅
使
に
も
た
ら
し
た
の
が

神
宮
検
非
違
使
だ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
こ
こ
で
は
「
司
目
代
検
非
違
使
」
と
記
す
の
で
す
。〝
大
神
宮
司
の
目
代
で
あ
る

と
こ
ろ
の
神
宮
検
非
違
使
〟
と
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

一
方
、
次
（
⑵
）
は
『
東
大
寺
文
書
』
中
に
残
っ
て
い
る
断
簡
史
料
で
す
が
、
あ
る
女
性
が
誘
拐
さ
れ
て
し
ま
っ
て
、
そ
の
親
が
あ
い

つ
が
犯
人
だ
か
ら
捕
ら
え
て
く
れ
と
い
う
こ
と
を
訴
え
出
る
わ
け
で
す
。
そ
の
訴
え
出
た
先
が
、
な
ぜ
な
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
祭
主
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に
た
い
し
て
で
し
た
。
そ
の
さ
い
、
祭
主
に
訴
え
た
そ
の
文
言
が
問
題
で
し
て
、「
請

太
神
宮
司
検
非
違
使
宗
任
」
と
書
い
て
あ
る
ん
で
す
。
や
は
り
こ
こ
で
も
、
太
神
宮

司
の
所
管
に
検
非
違
使
が
位
置
し
て
い
る
と
い
う
の
が
確
認
で
き
る
わ
け
で
す
。

　

次
の
⑶
は
ち
ょ
っ
と
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
事
例
で
す
が
、
実
は
こ
の
⑶
の
事
例
の
と

き
は
、
宮
司
は
祭
主
と
い
ざ
こ
ざ
を
起
こ
し
て
京
都
に
召
喚
さ
れ
て
、（
伊
勢
）
現

地
で
実
務
を
執
れ
な
い
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。そ
う
し
た
さ
な
か
、本
来
、

宮
司
符
の
発
給
に
基
づ
い
て
徴
収
さ
れ
る
べ
き
斎
宮
の
料
物
が
、
大
宮
司
の
不
在
つ

ま
り
符
が
発
給
で
き
な
い
と
い
う
状
況
の
も
と
、
祭
主
の
私
的
下
達
文
書
に
よ
っ
て

祭
主
使
と
と
も
に
神
宮
検
非
違
使
が
徴
収
に
い
く
こ
と
が
指
令
さ
れ
て
い
る
と
い
う

事
例
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
さ
ら
に
こ
の
の
ち
の
⑷
を
見
ま
す
と
、
天
平
賀
造
料
物
を
汚
穢
し
た

清
原
秀
延
の
捜
査
の
た
め
に
、
大
神
宮
司
が
神
宮
検
非
違
使
を
発
遣
し
て
い
る
。
や

は
り
宮
司
の
権
限
の
下
に
神
宮
検
非
違
使
が
発
遣
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
例
で
す
。

　

し
た
が
い
ま
し
て
、
い
ま
挙
げ
ま
し
た
⑴
～
⑷
の
事
例
に
か
ん
し
て
は
、
お
お
む

ね
一
〇
五
一
年
か
ら
五
七
年
に
か
け
て
の
も
の
で
す
が
、
こ
れ
ら
は
神
宮
検
非
違
使

が
大
宮
司
の
所
管
機
関
で
あ
る
こ
と
及
び
そ
の
よ
う
に
周
囲
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
た

と
い
う
こ
と
を
非
常
に
明
瞭
に
物
語
っ
て
い
る
記
述
で
あ
ろ
う
と
私
は
読
む
わ
け
で

す
。
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と
こ
ろ
が
こ
の
後
、
康
平
二
年
（
一
〇
五
九
）
の
事
例
⑸
で
す
。
度
会
宮
時
と
い
う
人
物
を
追
捕
す
る
た
め
、「
祭
主
目
代
兼
祭
主
宅

別
当
」
の
大
中
臣
頼
経
に
よ
っ
て
神
宮
検
非
違
使
が
発
遣
さ
れ
る
と
い
う
事
例
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
明
確
に
神
宮
検
非
違
使
が
祭
主

の
権
限
の
も
と
に
発
遣
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、
そ
れ
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
事
例
だ
と
思
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
一
〇
五
七
年
か
ら

一
〇
五
九
年
の
わ
ず
か
二
年
の
間
に
な
ぜ
か
神
宮
検
非
違
使
の
所
管
が
、
宮
司
の
も
と
か
ら
祭
主
の
も
と
へ
と
移
動
し
て
い
る
と
い
う
明

ら
か
な
変
化
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。

　

す
る
と
、
こ
の
わ
ず
か
二
年
の
あ
い
だ
に
祭
主
と
宮
司
の
関
係
に
な
に
が
あ
っ
た
か
、
を
読
み
解
い
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

実
は
こ
れ
は
、
従
来
の
神
宮
研
究
の
な
か
で
は
、
単
純
に
祭
主
対
宮
司
と
い
う
構
図
で
理
解
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
こ
こ
で
大
中
臣

氏
に
か
ん
す
る
二
〇
〇
〇
年
以
降
の
知
見
と
い
う
も
の
が
、
私
は
有
用
な
ん
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
祭
主
対
宮
司

と
い
う
単
純
な
構
図
の
問
題
な
の
で
は
な
く
て
、
大
中
臣
二
門
出
身
の
祭
主
対
大
中
臣
一
門
出
身
の
宮
司
が
対
立
し
た
こ
と
に
よ
る
影
響

な
の
だ
ろ
う
と
考
え
る
わ
け
で
す
。

　

事
の
発
端
は
、
一
年
前
の
天
喜
四
年
（
一
〇
五
六
）
の
九
月
、
神
嘗
祭
の
祭
場
で
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
大
中
臣
永
輔
、
こ
れ
が
二

門
出
身
で
す
け
れ
ど
も
、
か
れ
と
当
時
の
大
宮
司
大
中
臣
兼
任
（
一
門
出
身
）、
と
が
、
す
さ
ま
じ
い
口
論
を
し
て
し
ま
う
ん
で
す
。『
諸

雑
事
記
』
な
ん
か
を
見
る
と
、
周
り
が
引
い
て
し
ま
う
ぐ
ら
い
の
口
論
だ
っ
た
と
書
い
て
あ
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
ぐ
ら
い
の
激
し
い
口
論
。

結
局
、
出
る
と
こ
ろ
へ
出
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
朝
廷
に
そ
の
相
論
は
持
ち
込
ま
れ
ま
す
。

　

こ
う
し
て
祭
主
と
宮
司
は
京
都
に
向
か
う
の
で
す
が
、こ
の
と
き
祭
主
永
輔
は
も
う
一
手
打
ち
ま
す
。同
じ
く
天
喜
四
年
九
月
晦
日
に
、

に
わ
か
に
祭
主
永
輔
は
、
こ
の
神
嘗
祭
と
同
じ
と
き
に
お
こ
な
わ
れ
ま
す
神
御
衣
祭
で
、
神
御
衣
奉
献
の
儀
礼
が
大
雨
洪
水
に
よ
っ
て
当

初
予
定
し
て
い
た
式
日
の
と
お
り
で
き
な
か
っ
た
ん
だ
と
。
こ
れ
は
ど
う
考
え
て
も
し
よ
う
が
な
い
で
す
ね
。
け
れ
ど
も
永
輔
は
、
こ
の

式
日
違
例
は
大
宮
司
兼
任
の
責
任
な
ん
だ
と
い
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
。
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こ
れ
に
よ
っ
て
問
題
が
ど
の
よ
う
に
転
ん
だ
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
結
果
と
し
て
は
、
こ
の
た
め
に
宮
司
兼
任
は
造
宮
使
を
解
任
さ
れ

て
し
ま
っ
て
、
そ
の
釐
務
つ
ま
り
宮
司
と
し
て
の
職
務
も
停
止
さ
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
京
都
に
い
っ
て
し
ま
っ
た
う
え
に
、
宮
司
と

し
て
の
執
務
も
取
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
、
非
常
に
危
機
的
な
状
況
に
兼
任
は
置
か
れ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
あ
い
だ
に
一
体
何
が
起
こ
っ
た
の
か
。
そ
れ
こ
そ
先
ほ
ど
列
記
し
た
史
料
の
う
ち
の
⑶
に
な
り
ま
す
が
、
天
喜
五
年
二
月
、
祭
主

永
輔
は
下
文
を
用
い
て
、
本
来
は
宮
司
符
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
徴
納
、
そ
し
て
分
配
・
支
給
と
い
う
、
国
司
の
権
限
と
ま
っ
た
く
同

じ
こ
と
を
、
永
輔
は
下
文
を
も
っ
て
差
配
し
て
し
ま
う
。
挙
げ
句
、
神
宮
検
非
違
使
そ
の
も
の
も
駆
使
す
る
挙
に
で
る
わ
け
で
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
前
掲
の
史
料
が
意
味
す
る
の
は
、
ま
ず
一
つ
は
祭
主
永
輔
に
よ
る
宮
司
の
行
政
権
が
代
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
と
く
に

今
回
の
報
告
─
古
文
書
学
的
な
観
点
─
か
ら
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
宮
司
符
に
代
わ
っ
て
祭
主
の
下
文
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
非
常
に

重
大
な
出
来
事
と
い
え
ま
す
。

　

一
方
、
宮
司
は
そ
の
か
ん
ど
う
な
っ
て
い
た
か
と
い
う
と
、
京
都
に
と
ど
め
お
か
れ
た
状
態
（
留
京
措
置
下
）
の
宮
司
兼
任
は
、
宮
司

が
執
務
を
取
る
た
め
の
離
宮
院
─
伊
勢
神
宮
の
ほ
ど
近
く
に
あ
り
ま
す
ね
─
こ
の
い
わ
ば
政
庁
に
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
宮
司
符
を
発

給
す
る
と
き
に
宮
司
の
印
を
捺
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
こ
れ
を
捺
せ
な
い
わ
け
で
す
。
な
の
で
、
宮
司
符
そ
の
も
の
を
発
給

す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。

　

そ
の
後
ど
う
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
ど
う
も
康
平
二
年
十
月
頃
の
記
述
を
見
る
と
、
今
度
は
祭
主
永
輔
が
あ
ま
り
に
恣
意
的
行
動
が
過

ぎ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
、
京
都
に
呼
び
出
さ
れ
と
ど
め
お
か
れ
て
、
宮
司
兼
任
が
今
度
は
逆
に
在
国
す
る
と
い
う
状
況
に
な
り
ま
す
。
こ
の

あ
い
だ
も
祭
主
下
文
が
発
給
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、要
す
る
に
天
喜
五
年
以
降
康
平
二
年
に
至
る
ま
で
の
あ
い
だ
に
、既
に
祭
主
永
輔
は
、

祭
主
・
宮
司
の
所
在
や
状
況
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
祭
主
が
伊
勢
現
地
に
命
令
を
下
す
た
め
の
文
書
と
し
て
下
文
を
使
う
こ
と
を
常
識

（
常
態
）
化
し
て
い
る
状
況
を
読
み
取
っ
て
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。
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つ
ま
り
、
こ
こ
で
祭
主
永
輔
と
い
う
人
物
は
、
大
宮
司
兼
任
（
一
門
出
身
）
の
伊
勢
の
地
か
ら
隔
離
さ
れ
た
と
い
う
状
況
、
物
理
的
な

隔
離
と
い
う
状
況
を
、
こ
れ
は
長
い
伊
勢
神
宮
の
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
て
も
、
宮
司
が
伊
勢
か
ら
長
期
間
隔
離
さ
れ
る
と
い
う
の
は
な

か
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
考
え
て
も
、
歴
史
的
な
異
常
事
態
と
い
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
た
状
況
を
見
事
に
捉
え
て
、
そ
の

権
限
を
代
行
す
る
文
書
と
し
て
、
祭
主
下
文
の
存
在
を
既
成
事
実
化
し
て
し
ま
っ
た
と
私
は
考
え
る
わ
け
で
す
。

　

今
日
の
お
話
、
大
分
か
い
つ
ま
ん
で
の
お
話
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
分
か
り
づ
ら
い
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
十
一
世

紀
の
半
ば
に
祭
主
大
中
臣
二
門
の
永
輔
と
、
大
宮
司
大
中
臣
一
門
の
兼
任
と
が
対
立
し
て
、
大
宮
司
は
伊
勢
に
不
在
と
い
う
状
況
が
現
出

し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
の
か
ん
、
大
宮
司
兼
任
は
、
離
宮
院
か
ら
物
理
的
な
距
離
に
置
か
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
宮
司
符
の
発
給

が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
本
来
、
神
宮
検
非
違
使
に
対
し
て
は
口
頭
宣
、
音
声
の
世
界
で
命
令
・
指
示
を
し
て
い
た
が
、
や
は
り

そ
れ
も
物
理
的
な
距
離
が
生
じ
た
こ
と
で
肉
体
的
な
音
声
を
伝
え
る
の
が
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。

　

で
は
、
ど
う
す
る
か
、
対
応
を
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
か
ん
に
祭
主
永
輔
は
着
実
に
、
祭
主
下
文
を
用
い
て

宮
司
権
限
を
代
行
し
て
い
き
、
さ
ら
に
は
伊
勢
神
宮
行
政
、
分
配
や
差
配
と
い
っ
た
と
こ
ろ
に
介
入
を
強
化
す
る
わ
け
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
神
宮
検
非
違
使
は
ま
だ
一
定
程
度
、
宮
司
の
指
揮
系
統
下
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
な
の
で
、
そ
の
神
宮
検
非
違
使
を

駆
使
す
る
た
め
に
は
、
宣
を
文
書
化
し
た
宮
司
庁
宣
、
口
頭
宣
を
紙
面
化
し
た
ん
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
命
令
を
伝
達
す
る
必
要
が
出
て

き
た
。
こ
こ
に
、
本
来
宮
司
が
古
代
以
来
備
え
て
い
た
宮
司
符
と
、
口
頭
宣
の
系
譜
を
引
く
宮
司
庁
宣
と
、
そ
し
て
伊
勢
神
宮
行
政
に
介

入
し
て
き
た
祭
主
の
下
文
と
い
う
、
下
達
文
書
が
乱
立
す
る
、
複
雑
な
状
況
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。

　

し
か
し
、
単
純
に
祭
主
下
文
を
宮
司
の
文
書
の
代
替
、
互
換
的
な
存
在
と
し
て
考
え
て
よ
い
か
と
い
う
と
、
そ
う
い
う
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
祭
主
下
文
は
宮
司
符
の
単
な
る
準
用
あ
る
い
は
互
換
的
な
文
書
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
よ
り
高
次
の
、
つ
ま
り
上
位
者
の
下
達

文
書
と
し
て
機
能
し
た
と
い
う
の
が
、
次
の
記
述
か
ら
判
明
し
ま
す
。
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『
太
神
宮
諸
雑
事
記
』康
平
二
年
九
月
条
の
記
事
に
よ
る
と
、外
宮
の
遷
御
の
儀
を
控
え
る
な
か
で
六
禰
宜
渡
会
頼
元
が
六
位
で
あ
っ
た
。

な
の
で
昇
殿
供
奉
を
さ
せ
た
い
と
い
う
祭
主
永
輔
は
、
位
袍
を
帯
び
て
頼
元
が
遷
御
に
供
奉
で
き
る
よ
う
に
、
か
れ
の
位
階
を
朝
廷
に
申

請
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
遷
御
の
儀
そ
の
も
の
が
差
し
迫
っ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
位
記
が
到
着
す
る
の
は
間
に
合
わ
な
い
。
そ
こ
で
祭

主
永
輔
は
ど
う
し
た
か
と
い
う
と
、
大
宮
司
に
下
文
を
与
え
て
、
そ
れ
を
大
宮
司
に
奉
行
さ
せ
て
頼
元
の
昇
殿
供
奉
を
か
な
え
た
。
つ
ま

り
、
宮
司
の
文
書
の
さ
ら
に
上
位
に
、
祭
主
の
文
書
と
い
う
も
の
は
位
置
し
て
い
る
。
か
か
る
意
味
で
は
、
宮
司
庁
宣
や
宮
司
符
と
（
祭

主
下
文
は
）
互
換
的
な
文
書
で
は
必
ず
し
も
な
い
と
い
っ
て
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
こ
こ
に
、
祭
主
が
権
門
と
し
て
の
伊
勢
神
宮
を
代
表
す
る
存
在
と
し
て
君
臨
す
る
、
中
世
的
な
伊
勢
神
宮
祭
祀
組
織
の
体
系
と

い
う
も
の
が
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
の
で
、
先
行
研
究
を
振
り
返
る
な
か
で
、
時
代
変
容
の
節
目
と
い
う
も
の
が
ど
の
時
点
だ
っ
た

の
か
が
、
い
ま
だ
に
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
と
い
い
ま
し
た
が
、
今
日
お
話
を
し
て
き
た
組
織
─
命
令
下
達
の
文
書
─
か
ら
申
し
ま
す

と
、
そ
れ
は
祭
主
永
輔
の
タ
イ
ミ
ン
グ
だ
っ
た
、
つ
ま
り
十
一
世
紀
の
半
ば
に
大
き
な
節
目
が
あ
っ
た
と
私
は
見
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
祭
主
の
下
文
は
果
た
し
て
中
世
的
な
も
の
だ
っ
た
の
か
、
古
代
的
な
も
の
だ
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
中
世
的
な
当

事
者
主
義
の
問
題
か
ら
論
証
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
ま
た
、
本
日
考
え
て
き
た
こ
と
を
ロ
ー
カ
ル
な
問
題
と
し
て
終
わ
ら
せ
る
の
で
は

な
く
て
、
さ
ら
に
大
き
な
視
点
か
ら
考
え
る
う
え
で
は
、
永
輔
が
な
ぜ
そ
う
し
た
横
暴
が
許
さ
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
り
ま
す
。
こ

れ
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
後
朱
雀
朝
、
後
冷
泉
朝
の
天
皇
の
伊
勢
神
宮
に
対
す
る
畏
敬
と
い
う
も
の
が
、
程
度
の
差
、
形
の
差
は
あ
っ

た
も
の
の
、
大
き
か
っ
た
ん
だ
と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
今
回
は
詳
述
は
し
ま
せ
ん
。

　

一
方
、
祭
主
下
文
が
中
世
的
な
文
書
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
、
祭
主
下
文
発
給
実
例
と
し
て
東
寺
の
『
教
王
護
国
寺

文
書
』
に
正
文
が
残
っ
て
い
ま
す
と
先
ほ
ど
あ
え
て
強
調
し
て
述
べ
た
ん
で
す
が
、
正
文
が
な
ぜ
か
東
寺
の
も
と
に
あ
る
の
で
す
。
こ
れ

は
、
伊
勢
国
の
東
寺
領
大
国
庄
と
い
う
と
こ
ろ
で
問
題
が
発
生
し
た
こ
と
を
契
機
と
す
る
の
で
す
が
、
こ
の
現
地
で
起
こ
っ
て
い
る
問
題
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を
解
決
す
る
た
め
に
、
ど
う
に
か
し
て
く
だ
さ
い
と
い
う
上
申
が
、
ま
ず
大
国
庄
の

人
た
ち
か
ら
東
寺
の
政
所
に
対
し
て
提
出
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
が
解
で
す
。

　

こ
の
解
を
受
け
取
っ
た
東
寺
は
、そ
の
解
を
京
都
の
祭
主
の
邸
宅
に
持
参
し
ま
す
。

で
、
協
議
す
る
ん
で
す
。
こ
の
解
に
対
し
て
祭
主
は
、
外
題
を
「
確
か
に
お
ま
え
ら

の
い
っ
て
い
る
こ
と
は
正
し
い
か
ら
、
東
寺
の
い
う
と
お
り
に
せ
よ
」
と
い
う
よ
う

な
お
墨
付
き
を
与
え
る
ん
で
す
。

　

そ
の
一
方
で
、
同
時
に
発
給
さ
れ
た
の
が
伊
勢
大
神
宮
司
宛
て
の
祭
主
下
文
な
ん

で
す
。
で
も
、
こ
れ
は
、
発
給
文
書
の
日
付
を
見
る
と
、
絶
対
に
祭
主
か
ら
直
接
大

国
庄
に
送
達
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
東
寺
の
人
間
が
手
に
取
っ
て
、
そ
れ
を
一
度
、

東
寺
に
持
ち
帰
っ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
の
う
え
で
東
寺
の
使
者
が
荘
園
現
地
に
乗
り

込
む
前
に
宮
司
の
も
と
に
参
じ
て
、
こ
う
い
う
命
令
が
祭
主
様
か
ら
出
ま
し
た
よ
と

い
う
こ
と
で
宮
司
庁
宣
が
申
請
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
宮
司
庁
宣
が
整
え
ら
れ
る
と
、

や
っ
と
東
寺
使
が
そ
れ
ら
を
携
え
て
、
荘
園
現
地
に
乗
り
込
む
。

　

こ
の
と
き
、
す
べ
て
の
問
題
が
解
決
し
た
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、

一
連
の
文
書
は
最
終
的
に
東
寺
の
使
い
が
京
都
へ
と
持
ち
帰
っ
て
い
っ
て
、
そ
れ
が

『
教
王
護
国
寺
文
書
』
と
し
て
連
券
の
文
書
と
し
て
成
巻
さ
れ
て
、
今
日
ま
で
伝
存

し
て
い
る
。
こ
こ
に
、
か
つ
て
佐
藤
進
一
氏
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
な
中
世
的
な
当

事
者
主
義
の
原
則
で
文
書
が
動
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
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る
。
こ
う
し
た
側
面
か
ら
も
、
祭
主
下
文
は
中
世
的
な
文
書
で
あ
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
と
私
は
思
う
わ
け
で
す
。

　

以
上
、
私
の
話
と
し
て
は
、
こ
れ
で
終
わ
り
に
な
り
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
木
村
】
比
企
先
生
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（　

休　
　

憩　

）

【
木
村
】
こ
こ
か
ら
は
、
討
議
と
い
う
形
に
移
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
討
議
の
司
会
と
し
ま
し
て
、
國
學
院
大
學
神
道
文
化
学
部
の

加
瀬
直
弥
先
生
に
司
会
を
お
願
い
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
こ
か
ら
は
加
瀬
先
生
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。


