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《
コ
メ
ン
ト
》「
中
世
に
お
け
る
神
宮
御
師
形
成
の
視
点
か
ら
」

�

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
　
助
教
　
小�

林
　
　
郁

【
加
瀬
】
こ
れ
か
ら
先
の
司
会
を
務
め
ま
す
國
學
院
大
學
の
加
瀬
と
申
し
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

お
二
方
の
今
ま
で
の
発
表
の
中
で
は
、
焦
点
が
あ
る
程
度
絞
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
話
の
幅
を
広
げ
る
と
い
う

意
味
で
、
別
の
角
度
か
ら
コ
メ
ン
ト
を
頂
戴
す
る
形
を
取
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
の
小
林
郁
さ
ん
に
コ
メ
ン
ト
を
頂
戴
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
早
速
で
す
が
、
よ
ろ
し
く
お
願
い

し
ま
す
。

【
小
林
】
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
の
小
林
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
は
、
こ
の
よ
う
な
機
会
を
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
私
は
普
段
、
中
近
世
の
伊
勢
神
宮
や
神
宮
御
師
を
主
に
研
究
し
て
お
り
ま
し
て
、
今
回
の
古
代
・
中
世
の
移
行
期
を
焦
点
と
し

た
議
論
は
、
私
的
に
ち
ょ
っ
と
冒
険
す
る
よ
う
な
テ
ー
マ
と
な
り
ま
す
。
本
日
は
コ
メ
ン
ト
と
し
ま
し
て
、「
中
世
に
お
け
る
神
宮
御
師

形
成
の
視
点
か
ら
」
と
い
う
こ
と
で
、
早
速
始
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
な
ぜ
神
宮
御
師
の
視
点
か
ら
コ
メ
ン
ト
を
す
る
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ

も
そ
も
「
御
師
」
と
い
う
の
は
、
特
定
の
社
寺
に
所
属
し
、
師
檀
関
係
に
あ
る
信
仰
者
の
願
意
を
神
前
に
取
り
次
ぎ
、
彼
ら
の
祈
祷
や
参

詣
時
の
世
話
（
宿
泊
・
案
内
な
ど
）
を
し
た
人
た
ち
の
こ
と
で
す
。
全
国
的
に
見
ら
れ
始
め
た
の
は
平
安
中
期
頃
か
ら
で
、
日
吉
社
や
賀

茂
社
と
い
っ
た
古
社
寺
を
中
心
に
出
現
し
ま
し
た
。
伊
勢
神
宮
の
場
合
、「
神
宮
御
師
」
や
「
伊
勢
御
師
」
と
い
う
呼
び
名
で
知
ら
れ
て

い
る
の
で
す
が
、
彼
ら
の
出
現
は
他
の
古
社
寺
よ
り
若
干
遅
く
、
鎌
倉
期
の
「
口
入
神
主
」
と
い
う
存
在
に
そ
の
前
身
の
一
部
を
見
出
す
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こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
あ
た
り
の
事
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
詳
し
く
お
話
し
し
ま
す
が
、
そ
の
後
彼
ら
は
十
五
世
紀
頃
の
参
宮
者
急
増
に

伴
う
形
で
、
室
町
・
戦
後
期
に
か
け
て
飛
躍
的
な
発
展
を
遂
げ
、
多
く
の
方
が
よ
く
イ
メ
ー
ジ
す
る
近
世
の
神
宮
御
師
像
へ
と
繋
が
っ
て

い
く
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
神
宮
御
師
の
発
生
を
裏
付
け
る
鎌
倉
期
頃
の
関
連
史
料
に
つ
い
て
は
、
実
は
あ
ま
り
残
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
あ
る
と
す
れ

ば
、『
吾
妻
鑑
』
に
登
場
す
る
口
入
神
主
の
活
動
く
ら
い
で
し
ょ
う
か
。
な
の
で
、
今
回
の
テ
ー
マ
で
あ
る
古
代
中
世
移
行
期
の
射
程
範

囲
と
な
る
神
宮
御
師
の
発
生
史
的
部
分
に
つ
い
て
は
、
詳
細
が
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
実
際
、
神
宮
御
師
が
史
料
上
に
現
れ
る

の
は
室
町
期
に
至
っ
て
か
ら
で
、
そ
れ
以
前
は
「
御
師
」
と
い
う
名
称
自
体
確
認
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
が
、「
史
料
が
な

い
か
ら
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
結
論
付
け
て
し
ま
う
の
は
、
私
は
違
う
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
む
し
ろ
、
史
料
的
な
制
約

が
あ
る
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
ど
の
よ
う
に
神
宮
御
師
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
べ
き
で
、
こ
の
あ
た
り
を
考
証

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
代
・
中
世
移
行
期
の
神
宮
を
考
え
る
上
で
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
が
見
え
て
く
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

さ
て
、
神
宮
御
師
と
一
口
に
言
い
ま
し
て
も
、
実
は
二
系
統
存
在
し
ま
す
。
ま
ず
一
つ
は
、
古
く
か
ら
内
宮
・
外
宮
に
お
い
て
代
々
神

職
を
務
め
て
き
た
、
荒
木
田
氏
・
度
会
氏
の
い
ず
れ
か
を
出
自
と
す
る
神
主
層
の
人
々
で
す
。
私
は
こ
れ
を
「
神
主
家
御
師
」
と
呼
ん
で

い
る
の
で
す
が
、
彼
ら
の
ほ
と
ん
ど
が
、
正
禰
宜
・
権
禰
宜
の
区
別
な
く
本
職
で
あ
る
神
主
を
務
め
る
傍
ら
、
御
師
業
を
営
ん
で
い
た
こ

と
が
分
か
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
も
う
一
つ
が
、
神
主
家
を
出
自
と
し
な
い
地
下
人
層
の
御
師
で
、
私
は
こ
れ
を
「
異
姓
家
御
師
」
と

呼
ん
で
い
ま
す
。
彼
ら
の
出
自
に
は
っ
き
り
と
し
た
統
一
性
は
な
い
の
で
す
が
、
お
お
よ
そ
、
職
掌
人
や
商
人
、
高
利
貸
し
と
い
っ
た
商

売
を
し
て
い
た
家
が
多
い
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
神
主
家
御
師
と
異
姓
家
御
師
は
出
自
が
大
き
く
異
な
る
の
で
す
が
、
そ
れ

ぞ
れ
が
ど
の
よ
う
に
発
生
・
成
長
し
て
い
っ
た
か
を
突
き
詰
め
て
い
く
こ
と
で
、
古
代
・
中
世
を
経
て
、
そ
の
先
の
近
世
へ
と
繋
が
る
神

宮
御
師
の
姿
を
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
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実
は
昨
年
、
神
宮
御
師
の
形
成
期
に
つ
い
て
、『〝
出
入
り
〟
の
地
域
史
─
求
心
・
醸
成
・
発
信
か
ら
み
る
三
重
─
』（
雄
山
閣
）
と
い

う
本
に
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
先
ほ
ど
も
申
し
ま
し
た
通
り
、
神
宮
御
師
の
形
成
期
に
あ
た
る
平
安
・
鎌
倉
期
頃
に
つ
い
て
は
関

連
史
料
が
乏
し
い
の
で
す
が
、
無
い
と
こ
ろ
を
ひ
た
す
ら
探
し
て
い
て
も
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
と
り
あ
え
ず
関
連
史
料
が
一
定
数

確
認
で
き
る
古
め
の
時
代
を
や
っ
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
私
は
十
五
世
紀
中
頃
か
ら
十
七
世
紀
前
半
ま
で
の
「
道
者
売
券
」
と
い
う

古
文
書
に
再
注
目
し
て
み
ま
し
た
。「
道
者
売
券
」と
は
、神
宮
御
師
た
ち
が
自
分
と
師
檀
関
係
に
あ
る
道
者（
参
宮
者
）へ
御
祓
札
を
配
っ

た
り
、
参
宮
時
の
世
話
を
す
る
こ
と
を
利
権
化
し
、
そ
れ
ら
を
売
買
す
る
際
に
発
行
さ
れ
た
証
文
の
こ
と
で
す
。
御
存
じ
の
方
も
多
く
い

ら
っ
し
ゃ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、「
道
者
売
券
」
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
萩
原
龍
夫
先
生
や
西
山
克
先
生
が
御
研
究
さ
れ
て
い
て
、
十
五

世
紀
以
降
に
出
さ
れ
た
「
道
者
売
券
」
を
時
系
列
に
並
べ
、
そ
の
内
容
や
発
行
数
の
変
遷
か
ら
、
当
時
の
神
宮
周
辺
区
域
の
発
展
に
関
す

る
こ
と
等
を
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

神
宮
御
師
た
ち
に
と
っ
て
、
道
者
の
数
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
経
済
的
に
豊
か
に
な
り
ま
す
の
で
、
彼
ら
は
道
者
の
権
利
を
買
い
集
め

る
こ
と
に
よ
っ
て
経
済
的
な
基
盤
を
作
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
が
、
十
七
世
紀
前
半
ま
で
に
出
さ
れ
た
「
道
者
売
券
」
は
、
意
外
に
も
多

く
残
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
か
つ
て
西
山
先
生
は
、
萩
原
先
生
が
検
証
さ
れ
た
「
道
者
売
券
」
を
再
精
査
さ
れ
、
一
五
七
通
の
「
道
者
売

券
」
を
網
羅
的
に
研
究
さ
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
『
伊
勢
市
史　

中
世
編
』（
伊
勢
市
、
平
成
二
十
三
年
）
の
中
で
、
西
山
先

生
が
検
証
さ
れ
た
史
料
数
の
見
直
し
・
補
填
が
千
枝
大
志
先
生
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
最
終
的
に
二
六
五
通
の
「
道
者
売
券
」
の
存
在
が
明

ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。
私
は
こ
こ
に
、
近
年
新
た
に
発
見
さ
れ
た
永
正
六
年
（
一
五
〇
九
）
の
一
通
を
加
え
た
、
二
六
六
通
の
「
道
者
売

券
」
を
分
析
い
た
し
ま
し
て
、
各
文
書
の
買
主
・
売
主
の
変
遷
か
ら
、
神
主
家
御
師
と
異
姓
家
御
師
そ
れ
ぞ
れ
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
考

察
し
ま
し
た
。
今
日
は
こ
の
お
話
を
基
盤
と
し
な
が
ら
、
中
世
の
時
代
か
ら
ち
ょ
っ
と
遡
っ
て
古
代
を
見
て
み
る
、
と
い
う
形
で
お
話
し

た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
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ま
ず
、
神
主
家
御
師
の
「
道
者
売
券
」
の
初
見
は
、
宝
徳
元
年
（
一
四
四
九
）
に
異
姓
家
か
ら
買
い
取
っ
た
事
例
で
す
。
そ
こ
か
ら
半

世
紀
に
わ
た
る
宝
徳
～
明
応
期
（
一
四
四
九
～
一
五
〇
〇
頃
）
と
い
う
の
が
、
神
主
層
に
よ
る
道
者
の
買
取
り
が
特
に
集
中
し
て
い
る
期

間
と
な
り
ま
す
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
期
間
に
出
さ
れ
た
す
べ
て
の
「
道
者
売
券
」
を
見
る
と
、
神
主
層
は
一
切
異
姓
家
側
へ

売
却
し
て
お
ら
ず
、
彼
ら
が
売
主
側
と
な
っ
て
い
る
文
書
の
買
主
は
、
す
べ
て
同
じ
神
主
層
の
人
間
と
な
っ
て
い
る
点
で
す
。
一
方
、
買

主
側
と
な
っ
て
い
る
文
書
で
は
、
神
主
層
・
異
姓
家
層
の
両
方
が
売
主
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
統
計
的
に
見
て
異
姓
家
層
か
ら
買
い
取
っ

て
い
る
事
例
の
方
が
多
い
で
す
。
つ
ま
り
、
一
四
四
九
～
一
五
〇
〇
年
代
に
か
け
て
は
、
神
主
家
御
師
に
よ
る
積
極
的
な
道
者
の
買
い
占

め
行
為
が
な
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
文
亀
～
天
文
前
期
（
一
五
〇
一
～
一
五
四
〇
頃
）
の
傾
向
を
見
る
と
、

神
主
層
に
よ
る
道
者
の
売
却
自
体
が
比
較
的
少
な
く
、
特
に
永
正
十
六
（
一
五
一
九
）
か
ら
享
禄
三
年
（
一
五
三
〇
）
に
か
け
て
は
売
主

側
に
神
主
家
の
姿
が
ぱ
っ
た
り
と
見
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
十
五
世
紀
中
頃
か
ら
十
六
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
神
主
家
御
師

は
、
物
権
化
し
た
道
者
権
利
の
積
極
的
な
買
収
お
よ
び
異
姓
家
へ
の
流
出
阻
止
を
、
約
一
〇
〇
年
も
の
間
継
続
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で

す
。

　

で
は
、
こ
れ
ら
の
動
き
が
一
体
何
に
起
因
す
る
の
か
と
考
え
た
と
こ
ろ
、
ち
ょ
う
ど
「
道
者
売
券
」
が
確
認
さ
れ
始
め
る
十
五
世
紀
中

頃
の
神
宮
と
い
え
ば
、
寛
正
三
年
（
一
四
六
二
）
に
内
宮
遷
宮
が
行
わ
れ
た
も
の
の
、
以
後
百
余
年
に
わ
た
っ
て
式
年
遷
宮
が
中
断
し
て

し
ま
い
、
神
宮
は
長
期
的
な
経
済
危
機
に
陥
っ
て
い
き
ま
す
。
式
年
遷
宮
の
中
断
時
期
は
神
主
家
に
よ
る
道
者
権
利
の
回
収
期
間
と
お
お

よ
そ
合
致
す
る
た
め
、
神
主
層
が
異
姓
家
層
の
参
宮
人
宿
泊
業
に
着
目
し
、
道
者
の
集
中
的
な
買
収
や
神
主
家
同
士
の
専
売
的
な
行
動
を

見
せ
た
の
は
、
当
時
の
神
宮
を
取
り
巻
く
社
会
情
勢
を
背
景
と
し
た
一
種
の
経
済
的
政
策
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
結
論
に
至

り
ま
し
た
。

　

一
方
、
異
姓
家
御
師
に
つ
い
て
は
、
売
主
・
買
主
と
も
に
時
期
的
な
偏
り
が
見
ら
れ
な
い
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
一
見
す
る
と
あ
ま
り
面
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白
み
の
な
い
結
果
に
感
じ
ま
す
が
、一
つ
言
う
な
ら
ば
、「
道
者
売
券
」内
に
見
え
る
異
姓
家
の
中
で
も
近
世
ま
で
存
続
し
て
い
る
御
師
は
、

お
お
よ
そ
買
主
側
に
集
中
し
て
い
ま
す
。
道
者
権
利
を
よ
り
多
く
買
い
集
め
た
者
が
近
世
ま
で
生
き
残
り
や
す
い
、
と
い
う
の
は
至
極
当

然
の
こ
と
と
言
え
ま
す
が
、
神
主
家
と
比
較
し
て
全
体
的
に
「
変
化
が
な
い
」
と
い
う
傾
向
を
ど
う
見
る
か
と
い
う
の
が
重
要
と
な
っ
て

く
る
か
と
思
い
ま
す
。「
変
化
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
現
象
が
あ
る
程
度
恒
常
化
・
安
定
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
の
で
、

そ
こ
に
普
遍
的
な
要
素
が
垣
間
見
え
る
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
十
五
～
十
六
世
紀
を
通
じ
て
恒
常
的
な
道
者
売
買
が
行
わ

れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
十
五
世
紀
の
早
い
時
期
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
の
段
階
か
ら
、
道
者
を
対
象
と
し
た
宿
泊
業
の
意
識
が
異
姓

家
層
の
中
で
確
立
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
、
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
二
系
統
の
御
師
が
発
展
し
た
背
景

に
は
、
鎌
倉
期
以
降
徐
々
に
見
ら
れ
始
め
た
参
宮
客
の
増
加
と
、
彼
ら
に
付
随
す
る
諸
権
利
の
売
買
が
強
く
関
係
し
て
い
る
こ
と
は
確
実

と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
十
五
世
紀
以
降
の
「
道
者
売
券
」
に
そ
の
詳
細
な
傾
向
が
表
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
以

前
の
時
代
を
考
え
る
上
で
重
要
な
情
報
と
な
り
得
る
と
思
い
ま
す
。

　

で
は
こ
こ
で
、
神
宮
御
師
の
発
展
を
促
し
た
要
因
の
ひ
と
つ
で
あ
る
伊
勢
信
仰
の
広
が
り
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
一
体
何
に
起
因
す
る
か

を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
は
、
本
日
の
先
生
方
の
ご
発
表
内
容
と
絡
む
部
分
が
多
く
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
が
、
私

が
注
目
し
た
い
の
が
、
鎌
倉
中
期
に
見
ら
れ
る
御
園
・
御
厨
の
急
増
に
つ
い
て
で
す
。
そ
も
そ
も
御
園
・
御
厨
は
、
律
令
体
制
の
崩
壊
に

伴
う
神
宮
の
組
織
的
・
経
済
的
な
変
容
を
背
景
に
発
展
し
て
い
き
ま
し
た
。
組
織
的
な
側
面
で
言
え
ば
、
先
ほ
ど
の
比
企
先
生
の
お
話
に

も
あ
り
ま
し
た
と
お
り
、
宮
司
が
行
っ
て
い
た
神
郡
の
経
営
に
祭
主
が
介
入
し
て
き
た
り
、
両
宮
の
禰
宜
た
ち
に
よ
る
禰
宜
庁
が
形
成
さ

れ
て
い
っ
た
り
…
…
こ
う
し
た
と
こ
ろ
が
、
古
代
国
家
の
管
理
体
制
時
代
か
ら
大
き
く
変
容
し
た
点
に
当
た
り
ま
す
。
ま
た
、
経
済
的
側

面
に
つ
い
て
は
、
全
国
的
な
役
夫
工
米
制
度
は
残
さ
れ
た
と
は
い
え
、
律
令
体
制
の
崩
壊
に
よ
る
神
宮
経
済
基
盤
の
揺
ら
ぎ
は
相
当
な
も

の
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
あ
る
意
味
神
宮
は
、
経
済
の
自
給
自
足
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
状
況
に
追
い
込
ま
れ
た
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
な
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経
済
的
側
面
の
大
き
な
変
化
が
、
御
園
・
御
厨
の
形
成
に
大
き
く
関
わ
っ
て
き
ま
す
。

　

こ
う
し
て
改
め
て
御
園
・
御
厨
の
出
現
に
つ
い
て
見
て
い
き
ま
す
と
、
古
代
か
ら
中
世
へ
と
移
行
す
る
過
程
で
、
そ
れ
ま
で
古
代
国
家

の
一
機
関
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
神
宮
が
、
次
第
に
全
国
各
地
に
所
領
を
持
つ
巨
大
な
権
門
勢
家
と
し
て
存
在
を
確
立
し
て
い
く

様
子
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ご
存
じ
の
通
り
、
御
園
・
御
厨
は
平
安
後
期
に
出
現
し
、
鎌
倉
期
以
降
に
急
増
し
て
い
き
ま
す
。

特
に
東
日
本
に
多
い
傾
向
に
あ
る
の
で
す
が
、
こ
の
背
景
に
は
、
冒
頭
で
少
し
だ
け
触
れ
ま
し
た
「
口
入
神
主
」
に
よ
る
神
領
寄
進
の
斡

旋
活
動
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
の
で
す
。

　
「
口
入
神
主
」
と
は
、
神
宮
と
寄
進
者
と
の
間
を
仲
介
し
た
下
級
神
官
た
ち
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。
彼
ら
が
神
領
寄
進
の
斡
旋
に
選
ん

だ
対
象
者
は
、
総
じ
て
経
済
力
の
あ
る
武
家
や
公
家
な
ど
の
有
力
者
層
で
し
た
。
有
名
な
の
が
、『
吾
妻
鑑
』
の
中
に
登
場
す
る
源
頼
朝

と
権
禰
宜
度
会
光
倫
の
や
り
取
り
で
、
口
入
神
主
で
あ
る
度
会
光
倫
が
頼
朝
に
対
し
、
願
書
を
も
っ
て
神
前
へ
取
り
次
ぐ
代
わ
り
に
神
領

の
寄
進
を
願
い
上
げ
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
す
。
お
気
付
き
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
「
神
領
寄
進
と
引
換
え

に
神
前
へ
願
意
を
伝
え
る
」と
い
う
部
分
は
、後
世
の
神
宮
御
師
と
檀
家
間
の
や
り
取
り
を
彷
彿
と
さ
せ
る
行
為
で
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ

う
。
ま
た
、
頼
朝
の
よ
う
な
有
力
者
層
側
に
よ
る
神
領
寄
進
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
に
は
当
然
、
寄
進
者
自
身
の
崇
敬
心
が
少

な
か
ら
ず
影
響
し
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
、
口
入
神
主
た
ち
の
活
動
自
体
が
伊
勢
信
仰
の
拡
大
に
直
結
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
ち
な
み
に
、
中
世
前
期
の
時
点
で
神
宮
側
が
神
領
寄
進
斡
旋
の
対
象
と
し
た
有
力
者
層
と
の
繋
が
り
は
、
基
本
的
に
戦
国
末
期
ま

で
変
わ
ら
ず
継
続
さ
れ
て
い
く
の
で
す
が
、
そ
の
間
を
取
り
持
っ
た
存
在
が
、
戦
国
期
当
時
に
活
躍
し
て
い
た
神
宮
御
師
た
ち
だ
っ
た
の

で
す
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
、
口
入
神
主
は
後
世
の
神
宮
御
師
た
ち
の
先
駆
的
な
存
在
な
ん
だ
、
と
い
う
定
説
が
生
ま
れ
て
く
る
わ
け
で

す
。
し
か
し
私
は
、
口
入
神
主
は
あ
く
ま
で
神
宮
側
か
ら
派
遣
さ
れ
た
下
級
神
主
で
す
の
で
、
異
姓
家
を
含
む
す
べ
て
の
神
宮
御
師
の
根

本
で
は
な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
む
し
ろ
、「
神
前
に
取
り
次
ぐ
（
祈
祷
す
る
）」
と
い
う
口
入
神
主
側
の
行
動
か
ら
考
え
れ
ば
、
神
主
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家
御
師
の
前
身
、
あ
る
い
は
神
宮
御
師
の
持
つ
祈
祷
師
的
な
側
面
の
先
駆
的
な
存
在
と
し
て
位
置
付
け
る
の
が
自
然
で
は
な
い
か
と
考
え

ま
す
。

　

ま
た
、
御
園
・
御
厨
の
増
加
に
よ
る
神
宮
の
権
門
勢
家
化
は
、
異
姓
家
御
師
た
ち
の
発
展
に
も
繋
が
っ
て
い
き
ま
す
。
と
い
う
の
も
、

や
は
り
神
宮
と
い
う
巨
大
な
権
門
勢
家
が
確
立
し
ま
す
と
、
そ
こ
に
は
膨
大
な
物
資
が
流
入
す
る
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
同
時
並
行
で
伊

勢
参
宮
が
盛
ん
と
な
っ
て
き
ま
す
の
で
、
人
の
出
入
り
も
活
発
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
う
な
っ
て
く
る
と
、
神
宮
の
鳥
居
前
町
が
自
然

と
経
済
的
な
発
展
を
見
せ
る
よ
う
に
な
り
、
神
主
層
・
地
下
人
層
に
関
わ
ら
ず
神
宮
周
辺
に
居
住
す
る
人
間
や
家
屋
が
増
え
、
次
第
に
宇

治
・
山
田
の
町
が
都
市
化
し
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
こ
へ
さ
ら
に
大
勢
の
参
宮
人
が
押
し
寄
せ
、
両
鳥
居
前
町
は
さ
ら
に
発
展
し
て

い
く
、
と
い
っ
た
流
れ
が
出
来
上
が
る
わ
け
で
す
。

　

こ
う
し
た
後
世
に
通
じ
る
社
会
的
な
現
象
の
根
本
に
関
わ
っ
て
く
る
の
が
、
塩
川
先
生
の
御
発
表
に
も
あ
り
ま
し
た
、
十
一
世
紀
以
降

の
全
国
の
人
々
が
意
識
し
た
神
宮
の
存
在
で
す
。
古
代
国
家
が
崩
壊
し
て
以
降
、
こ
れ
ま
で
朝
廷
を
中
心
に
認
識
さ
れ
て
き
た
神
宮
が
、

中
世
へ
と
至
る
間
に
、
い
わ
ゆ
る
国
主
神
と
し
て
の
天
照
大
神
が
全
国
の
人
々
に
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
点
が
絡
ん
で
く

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
御
園
・
御
厨
が
領
主
層
の
信
仰
心
を
経
て
全
国
へ
と
広
が
る
う
ち
に
、
次
第
に
領
民
層
に
も
神
宮
や
天

照
大
神
へ
の
意
識
や
信
仰
心
が
高
ま
り
、「
い
つ
か
伊
勢
に
行
き
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
が
芽
生
え
た
結
果
、
室
町
前
期
頃
に
は
特
定
地

域
の
道
者
と
宿
泊
契
約
を
結
ぶ
異
姓
家
御
師
の
前
身
が
登
場
し
始
め
、
そ
う
し
た
彼
ら
の
活
動
も
相
俟
っ
て
、
全
国
的
な
伊
勢
参
宮
へ
と

発
展
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
つ
ま
り
、
後
世
の
異
姓
家
御
師
に
繋
が
る
地
下
人
層
の
人
々
は
、
年
々
増
加
す
る
参
宮

客
の
受
皿
と
し
て
神
宮
周
辺
に
出
現
し
始
め
た
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
過
程
で
成
立
し
た
「
宿
職
」
と
い
う
参
宮
客
へ
の
専
売

特
許
の
よ
う
な
も
の
も
含
め
て
、彼
ら
こ
そ
が
異
姓
家
御
師
の
初
源
的
な
存
在
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

ま
と
め
ま
す
と
、
今
回
の
比
企
先
生
の
御
発
表
は
、
古
文
書
学
的
な
視
点
か
ら
宮
司
・
祭
主
の
関
係
性
に
注
目
さ
れ
る
と
い
う
、
神
宮
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組
織
の
中
枢
に
関
わ
る
よ
う
な
お
話
で
し
た
。
ま
た
、
塩
川
先
生
の
御
発
表
は
、
十
一
世
紀
以
降
の
社
会
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
新
し
い

神
宮
の
存
在
意
義
を
神
宮
周
辺
か
ら
見
出
す
、
と
い
う
視
点
か
ら
の
お
話
で
し
た
。
神
宮
の
内
と
外
と
い
う
対
照
的
な
視
点
か
ら
の
先
生

方
の
御
発
表
を
拝
聴
し
つ
つ
、
私
の
研
究
テ
ー
マ
で
あ
る
神
宮
御
師
の
形
成
に
当
て
は
め
て
考
え
て
い
た
の
で
す
が
、
古
代
・
中
世
移
行

期
に
お
け
る
神
宮
自
体
の
意
識
転
換
の
ポ
イ
ン
ト
は
一
体
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
と
、『
儀
式
帳
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る
「
私
幣
禁
断
」

の
意
識
が
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。「
私
幣
禁
断
」
と
は
、
私
的
な
願
意
の
た
め
に
私
幣
を
奉
ず
る
こ
と
を
禁

ず
る
と
い
う
も
の
で
、
こ
の
意
識
自
体
は
潜
在
的
に
神
主
層
の
中
に
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
あ
く
ま
で
こ
れ
は
有
力
者
層
に

限
っ
た
話
で
、
増
加
す
る
一
般
の
参
宮
客
ま
で
も
が
、
そ
の
取
り
締
ま
り
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

祭
祀
を
含
め
、神
宮
は
自
ら
の
中
枢
に
関
わ
る
も
の
は
古
式
に
則
る
こ
と
が
基
本
で
あ
る
た
め
、恐
ら
く
古
代
国
家
が
崩
壊
し
て
も「
私

幣
禁
断
」
と
い
う
意
識
は
根
本
に
残
っ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
神
宮
周
辺
の
社
会
情
勢
は
信
仰
心
の
高
ま
り
を
含
め
ど
ん

ど
ん
変
化
し
つ
つ
あ
り
ま
す
の
で
、
社
会
的
な
需
要
と
自
ら
の
経
済
的
危
機
等
に
順
応
し
て
い
っ
た
結
果
、
神
宮
が
取
っ
た
手
段
の
ひ
と

つ
が
、
口
入
神
主
に
よ
る
神
領
寄
進
の
斡
旋
活
動
で
あ
っ
た
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
十
五
～
十
六
世
紀
に
は
正
遷
宮
が
長
ら

く
頓
挫
を
す
る
と
い
う
国
家
の
一
大
事
が
起
こ
り
ま
す
の
で
、
そ
う
い
っ
た
危
機
感
が
ひ
と
つ
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
（
私
幣
禁
断
に

反
す
る
意
識
の
黙
認
）
と
な
っ
て
、
口
入
神
主
を
含
め
た
神
主
層
が
神
宮
御
師
と
し
て
成
長
を
し
て
い
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
そ
の
様
子

は
、
当
該
期
の
「
道
者
売
券
」
の
売
主
・
買
主
の
推
移
に
如
実
に
表
れ
て
お
り
、
神
主
家
御
師
よ
り
一
足
先
に
「
宿
職
」
が
定
着
し
た
異

姓
家
御
師
た
ち
の
間
で
は
、
恒
常
的
な
道
者
権
利
売
買
が
既
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
史
料
上
か
ら
う
か
が
え
る
の
で
す
。

　

古
代
・
中
世
移
行
期
に
お
け
る
神
宮
の
組
織
的
・
経
済
的
な
変
容
は
、
私
の
研
究
フ
ィ
ー
ル
ド
で
あ
る
神
宮
御
師
の
形
成
時
期
に
深
く

関
わ
る
も
の
で
、
彼
ら
の
出
現
が
必
然
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
よ
う
な
内
容
で
し
た
。
特
に
、
御
園
・
御
厨
の
出
現
に
つ
い

て
は
注
目
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト
で
、
巨
大
な
権
門
勢
家
で
あ
る
神
宮
の
存
在
確
立
や
、
商
業
的
・
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
信
仰
の
拡
大



令和五年度第二回研究開発推進センター研究会　「伊勢神宮　古代・中世移行期論の射程」195

と
い
っ
た
社
会
現
象
の
根
底
に
位
置
す
る
も
の
と
評
価
で
き
ま
す
。
や
は
り
こ
の
点
が
、
私
が
思
う
と
こ
ろ
の
古
代
・
中
世
移
行
期
の
神

宮
を
語
る
上
で
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

ち
ょ
う
ど
お
時
間
も
参
り
ま
し
た
の
で
、
私
の
コ
メ
ン
ト
は
以
上
で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
加
瀬
】
小
林
さ
ん
の
コ
メ
ン
ト
で
し
た
。
ま
と
め
の
と
こ
ろ
に
、
非
常
に
簡
潔
に
論
点
に
な
る
と
こ
ろ
を
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
か
と
思

い
ま
す
が
、
登
壇
者
の
先
生
の
方
で
何
か
、
こ
れ
に
関
す
る
リ
プ
ラ
イ
な
ど
は
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

【
塩
川
】
小
林
先
生
の
お
話
を
私
な
り
に
咀
嚼
し
ま
す
と
、
伊
勢
の
御
厨
・
御
園
の
拡
大
と
い
う
経
済
面
の
変
化
に
応
じ
て
口
入
神
主
が

出
現
し
、
そ
れ
が
後
の
御
師
の
祈
祷
師
的
な
側
面
に
つ
な
が
る
存
在
で
、
伊
勢
の
神
宮
を
取
り
巻
く
経
済
面
で
の
大
き
な
変
化
が
タ
ー
ニ

ン
グ
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
か
と
存
じ
ま
す
が
、
そ
の
点
は
私
も
そ
の
と
お
り
だ
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
が
伊
勢
だ
け

で
は
な
く
、
む
し
ろ
全
国
的
に
似
た
よ
う
な
現
象
が
起
き
て
い
て
、
そ
の
中
で
伊
勢
神
宮
が
う
ま
く
適
応
し
た
結
果
な
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
し
た
。

　

何
か
目
指
す
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
向
け
て
組
織
化
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
状
況
が
変
化
し
て
い
っ
た
こ
と
に

対
し
て
場
当
た
り
的
に
対
応
し
た
結
果
が
、
中
世
の
伊
勢
神
宮
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
感
想
し
か
言
え
ず
失
礼
い

た
し
ま
し
た
。

【
加
瀬
】
よ
ろ
し
い
で
す
か
。

【
小
林
】
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
私
も
今
日
の
塩
川
先
生
の
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
て
、
神
宮
御
師
が
出
現
・
展
開
す
る
土
壌

は
こ
う
い
っ
た
背
景
で
生
ま
れ
て
き
た
の
だ
な
、
と
い
う
の
を
強
く
感
じ
た
次
第
で
す
。
神
宮
御
師
や
伊
勢
参
宮
（
信
仰
）
の
発
展
に
重

点
を
置
く
な
ら
ば
、
先
生
の
お
っ
し
ゃ
る
通
り
場
当
た
り
的
な
形
成
過
程
と
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
神
宮
の

組
織
的
な
側
面
に
重
点
を
置
い
た
場
合
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
い
切
れ
な
い
部
分
も
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
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そ
の
点
は
、
比
企
先
生
の
御
発
表
内
容
に
も
関
わ
っ
て
く
る
話
で
、
今
回
の
内
容
が
祭
主
に
関
す
る
こ
と
な
の
で
神
宮
御
師
と
直
接
的
な

関
わ
り
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
が
、
祭
祀
組
織
の
変
容
と
い
う
点
で
絡
ん
で
く
る
と
思
い
ま
す
。

　

神
主
家
御
師
は
、
正
禰
宜
も
権
禰
宜
も
、
十
五
世
紀
中
頃
の
「
道
者
売
券
」
に
名
前
が
見
ら
れ
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
祭
主
・
宮
司

に
つ
い
て
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
禰
宜
庁
に
属
す
る
上
級
神
主
た
ち
も
道
者
に
注
目
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
時
代
が
か
な
り
後
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
が
、
結
果
的
に
彼
ら
が
道
者
に
注
目
を
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
や
は
り
古
代
・
中
世
移
行
期
の
中
で
行
わ
れ
た
神

宮
の
組
織
的
な
変
容
が
あ
っ
て
こ
そ
だ
と
思
い
ま
す
し
、
そ
も
そ
も
口
入
神
主
と
い
う
概
念
が
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
も
、
そ
の
後
の
神
主

家
御
師
た
ち
の
活
動
に
繋
が
る
こ
と
も
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
に
必
然
性
と
偶
然
性
が
ど
れ
ほ
ど
見
出
せ
る
の
か
、
関
連
史
料
が

無
い
と
い
う
の
は
結
構
痛
手
で
す
の
で
、
古
い
時
代
の
史
料
が
も
し
も
あ
り
ま
し
た
ら
、
教
え
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
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