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全
体
討
議
要
約

　

小
林
氏
の
コ
メ
ン
ト
と
そ
れ
に
対
す
る
登
壇
者
の
リ
プ
ラ
イ
に
続
き
、
対
面
及
び
オ
ン
ラ
イ
ン
参
加
者
に
よ
る
意
見
・
質
疑
を
交
え
て

の
全
体
討
議
を
行
っ
た
。
以
下
、
内
容
を
要
約
す
る
。

【
笹
生 

衛 

氏
】

　

始
め
に
司
会
よ
り
、
今
回
の
研
究
会
の
テ
ー
マ
と
、
昨
年
末
（
令
和
五
年
十
二
月
）
の
神
道
宗
教
学
会
第
七
十
七
回
学
術
大
会
の
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
テ
ー
マ
「
社
会
の
復
元
力
と
神
・
ま
つ
り
～
古
代
・
中
世
移
行
期
と
祭
礼
の
発
生
・
展
開
を
軸
に
～
」
と
の
共
通
性
が
説
明
さ

れ
、
そ
の
際
の
登
壇
者
で
あ
っ
た
笹
生
衛
氏
（
研
究
開
発
推
進
機
構
長
・
神
道
文
化
学
部
教
授
／
神
道
宗
教
学
会
会
長
）
に
コ
メ
ン
ト
が

求
め
ら
れ
た
。
笹
生
氏
は
、
小
林
氏
コ
メ
ン
ト
の
「
商
業
的
・
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
信
仰
の
拡
大
」
と
い
う
部
分
や
、
そ
れ
に
対

す
る
塩
川
氏
の
回
答
に
関
連
し
て
、
十
・
十
一
世
紀
の
宗
像
地
域
に
お
け
る
仏
教
化
と
物
流
・
広
域
地
域
間
交
流
と
の
関
係
を
提
示
し
た
。

当
時
、
宗
像
で
は
宋
の
商
人
が
流
入
し
て
中
華
街
が
形
成
さ
れ
、
東
ア
ジ
ア
全
体
を
視
野
に
入
れ
た
民
間
ベ
ー
ス
の
地
域
間
交
流
が
活
発

化
し
た
こ
と
で
、
共
通
の
信
仰
と
し
て
の
仏
教
が
重
視
さ
れ
た
と
す
る
。
日
本
の
ロ
ー
カ
ル
な
神
祇
信
仰
に
加
え
て
、
東
ア
ジ
ア
に
信
仰

圏
を
有
し
た
「
共
通
言
語
」
と
し
て
の
仏
教
が
入
っ
て
く
る
必
要
性
が
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
時
代
背
景
と
連
動
し
て
、
比
企
氏

報
告
の
よ
う
な
十
一
世
紀
の
神
宮
中
枢
に
お
け
る
シ
ス
テ
ム
の
変
化
も
起
き
、
伊
勢
信
仰
の
民
間
ベ
ー
ス
で
の
広
が
り
が
東
ア
ジ
ア
全
体

の
動
き
の
中
で
活
発
化
し
た
こ
と
が
、
中
世
伊
勢
信
仰
の
起
点
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
提
示
し
た
。
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こ
れ
に
対
し
て
比
企
氏
は
、
祭
主
や
宮
司
そ
の
も
の
に
は
社
会
経
済
史
的
な
要
素
が
表
立
っ
て
出
て
く
る
こ
と
は
な
い
と
回
答
。
た
だ

し
、
十
一
世
紀
の
社
会
情
勢
の
中
で
、
伊
勢
国
を
一
種
の
受
領
国
の
よ
う
な
形
で
自
ら
の
財
源
と
す
べ
く
進
出
し
た
の
が
祭
主
・
大
中
臣

永
輔
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
、
祭
主
下
文
の
体
裁
も
、
同
時
期
の
受
領
の
国
司
下
文
に
な
ぞ
ら
え
た
の
で
は
な
い
か
、
と
し

た
。
こ
れ
ら
の
背
景
に
、
京
都
を
脱
し
て
伊
勢
に
進
出
す
る
必
要
性
が
あ
り
、
朝
廷
の
問
題
と
し
て
、
京
都
で
は
十
分
に
糊
口
を
凌
げ
な

く
な
っ
た
、
と
い
う
要
因
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
、
社
会
経
済
史
的
な
要
素
も
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
と
考
え
て
も
よ
い
、
と
回
答
し
た
。

　

ま
た
、
塩
川
氏
は
、
古
代
と
中
世
で
は
、
祭
料
・
物
資
の
調
達
方
法
の
面
で
変
容
が
み
ら
れ
、
そ
れ
に
伴
っ
て
新
た
な
交
流
が
生
ま
れ

る
と
し
、
そ
の
代
表
例
と
し
て
役
夫
工
米
が
あ
る
と
回
答
し
た
。
古
代
と
は
違
っ
た
物
資
調
達
の
形
式
が
発
生
す
る
中
で
、
そ
れ
に
応
じ

た
人
間
組
織
の
変
容
が
起
き
、
新
た
な
信
仰
も
発
生
す
る
、
と
い
う
よ
う
に
様
々
な
変
化
が
連
動
し
て
い
る
と
す
る
。
な
お
、
伊
勢
に
お

け
る
交
通
の
変
化
に
つ
い
て
も
う
ま
く
跡
付
け
ら
れ
る
と
よ
い
と
し
た
が
、
現
状
で
は
困
難
に
感
じ
て
い
る
、
と
付
け
加
え
た
。

　

小
林
氏
は
、
こ
の
時
代
は
東
ア
ジ
ア
レ
ベ
ル
で
人
的
・
地
域
間
交
流
や
変
化
が
起
こ
っ
て
い
た
と
い
う
笹
生
氏
の
提
示
に
同
調
。
こ
れ

ら
の
現
象
の
背
景
に
は
、
経
済
的
な
動
き
や
物
流
（
人
・
モ
ノ
・
金
）
の
動
き
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
し
た
。
そ
の
上
で
、
全
て

が
変
化
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
が
神
社
組
織
の
興
味
深
い
部
分
で
あ
る
と
し
、
表
面
的
な
信
仰
や
人
的
な
流
入
は
受
け
入
れ
ざ
る

を
得
な
い
部
分
が
あ
る
も
の
の
、
一
方
で
、
揺
る
が
な
い
部
分
も
当
然
あ
り
、
特
に
祭
祀
の
在
り
方
は
、
形
態
は
変
化
し
て
も
原
則
古
式

に
則
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
と
、
回
答
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
古
代
・
中
世
の
変
化
を
経
済
的
要
因
の
み
に
限
定
し
て
し
ま
っ
て
よ

い
の
か
、
と
提
示
し
、
信
仰
や
組
織
な
ど
様
々
な
面
で
の
変
化
が
同
時
進
行
で
発
生
し
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ら
を
俯
瞰
的
に
研
究
す
る
必

要
性
を
述
べ
た
。
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【
藤
森 

馨 

氏
】

　

藤
森
馨
氏
（
国
士
館
大
学
教
授
）
が
、
十
世
紀
か
ら
十
一
世
紀
に
か
け
て
天
皇
の
信
仰
が
伊
勢
神
宮
に
大
き
く
傾
斜
し
て
い
く
理
由
に

つ
い
て
、
天
徳
四
年
（
九
六
〇
）
以
来
の
平
安
期
に
お
け
る
度
重
な
る
内
裏
火
災
、
内
侍
所
神
鏡
の
炎
上
を
踏
ま
え
て
考
慮
し
な
い
と
い

け
な
い
と
指
摘
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
塩
川
氏
は
、
同
時
期
の
内
裏
の
火
災
と
同
時
進
行
的
に
内
侍
所
神
鏡
の
神
格
化
が
進
み
、
そ
の
延
長
線
上
に
斎
宮
託

宣
事
件
や
外
宮
転
倒
と
い
っ
た
事
件
が
起
こ
る
、
と
同
意
。
内
裏
の
中
に
も
う
一
つ
の
神
宮
が
で
き
る
よ
う
な
、
摂
関
期
に
お
け
る
朝
廷

と
神
宮
の
密
接
な
関
係
は
、
神
鏡
が
火
災
の
被
害
に
遭
う
、
と
い
う
事
件
を
契
機
に
段
階
的
に
進
ん
で
い
く
と
回
答
し
た
。

【
水
谷 

類 

氏
・
大
東 

敬
明 

氏
】

　

続
い
て
、
水
谷
類
氏
（
学
術
資
料
セ
ン
タ
ー
〈
神
道
資
料
館
〉
共
同
研
究
員
）
が
、
塩
川
氏
の
報
告
に
対
し
て
、
中
世
伊
勢
神
道
書
に

つ
い
て
「
偽
作
」
と
い
う
否
定
的
な
表
現
を
使
用
し
て
い
る
が
、
む
し
ろ
「
中
世
神
話
」・「
中
世
日
本
紀
」
と
い
う
肯
定
的
な
考
え
で
、

由
緒
や
書
物
の
制
作
を
積
極
的
に
評
価
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
指
摘
し
た
。
併
せ
て
、
大
東
敬
明
氏
（
研
究
開
発
推
進
機
構
教
授
）
が
、

伊
勢
神
道
書
と
総
称
さ
れ
る
神
道
書
群
や
そ
れ
ら
が
作
り
出
さ
れ
た
過
程
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
の
か
、
と
付
け
加
え
た
。

　

両
者
の
指
摘
に
対
し
て
塩
川
氏
は
、「
偽
作
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
た
が
、
そ
こ
に
否
定
的
な
意
味
は
な
い
と
回
答
。
正
し
い
か
間
違
っ

て
い
る
か
、
と
い
う
よ
り
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
記
事
が
出
現
し
た
の
か
、
ま
た
そ
れ
ら
が
よ
り
古
く
か
ら
存
在
す
る
と
い
う
形
で
出
現
し

て
い
る
と
い
う
点
に
注
目
し
て
い
る
、
と
し
た
。
時
代
の
変
化
に
対
応
す
る
形
で
神
道
書
が
出
て
き
た
、
と
み
る
。
十
世
紀
以
降
、
普
遍

宗
教
で
あ
る
仏
教
が
神
社
の
中
に
入
っ
て
く
る
と
、
人
的
交
流
の
中
で
も
仏
教
用
語
や
信
仰
が
標
榜
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
同
様
の
動
き

が
伊
勢
神
道
書
に
つ
い
て
も
起
き
て
い
た
、
と
し
た
。
仏
教
用
語
に
よ
っ
て
伊
勢
神
宮
を
説
明
す
る
と
い
う
事
象
は
、
当
時
の
普
遍
的
言
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語
に
よ
っ
て
古
代
か
ら
の
神
宮
を
説
明
す
る
と
い
う
機
能
を
果
た
し
た
（
小
朝
熊
神
社
の
鏡
が
僧
侶
に
よ
っ
て
盗
ま
れ
る
と
い
う
事
件
と

も
呼
応
）。
平
安
時
代
中
期
に
私
幣
禁
断
の
制
が
崩
れ
る
中
で
、
神
道
書
に
は
、
両
部
神
道
に
よ
っ
て
天
照
大
神
を
普
遍
的
な
神
と
し
て

説
明
し
、
祭
神
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
と
い
う
意
味
が
持
た
さ
れ
て
い
た
、
と
回
答
し
た
。

　

塩
川
氏
の
回
答
を
受
け
て
水
谷
氏
は
、「
偽
作
」
と
い
う
用
語
は
否
定
的
な
意
味
を
持
つ
た
め
、
時
代
の
変
わ
り
目
に
あ
っ
て
古
代
か

ら
脱
却
・
決
別
し
て
積
極
的
に
変
化
し
よ
う
と
し
た
、
と
い
う
表
現
を
踏
ま
え
た
別
の
用
語
を
使
う
べ
き
、
と
提
案
し
た
。
ま
た
、『
倭

姫
命
世
記
』
が
ど
の
よ
う
な
意
図
を
も
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
世
界
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
そ
の
由
緒
の
背
景
に
あ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
読
み
解
き
明
ら
か
に
し
て
ほ
し
い
、
と
し
た
。

【
松
本 

久
史 

氏
】

　

ま
た
、
松
本
久
史
氏
よ
り
、
比
企
氏
に
対
し
て
、
十
一
世
紀
に
お
け
る
祭
主
・
大
宮
司
と
禰
宜
・
権
禰
宜
と
の
関
係
に
つ
い
て
質
問
が

あ
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
比
企
氏
は
、
両
者
は
非
常
に
厳
し
い
関
係
に
あ
っ
た
と
回
答
。
そ
の
事
例
と
し
て
、
祭
主
の
大
中
臣
永
頼
・
輔
親
に
続

く
、
佐
国
（
永
輔
の
叔
父
）
と
兼
興
が
、
非
常
に
短
期
間
し
か
祭
主
を
務
め
な
か
っ
た
こ
と
を
挙
げ
た
。
こ
の
う
ち
輔
親
に
つ
い
て
は
、

歌
人
と
し
て
藤
原
道
長
な
ど
と
交
流
し
た
「
公
家
」
的
な
人
物
だ
っ
た
こ
と
。
積
極
的
に
神
宮
に
介
入
し
厳
し
い
対
立
を
起
こ
し
た
佐
国

は
、
神
人
強
訴
に
よ
り
短
期
間
で
罷
免
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
祠
官
層
と
良
好
な
関
係
を
築
い
た
と
思
し
い
祭
主
・
兼
興
も
、
佐
国
や
永
輔

か
ら
の
突
き
上
げ
に
よ
り
短
期
間
で
罷
免
さ
れ
た
こ
と
。
そ
の
一
方
で
、
永
輔
は
再
三
の
神
人
強
訴
に
遭
っ
た
が
、
朝
廷
か
ら
の
庇
護
を

受
け
て
長
期
と
な
っ
た
こ
と
、
な
ど
を
挙
げ
た
。
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【
藤
森 

馨 

氏
】

　

続
い
て
藤
森
氏
が
、
比
企
氏
の
報
告
や
上
記
回
答
に
対
し
て
、
再
び
コ
メ
ン
ト
し
た
。「
祭
主
」
と
は
天
皇
の
叡
慮
を
神
宮
に
伝
達
す

る
と
い
う
役
割
で
弘
仁
六
年
（
八
一
五
）
に
設
置
さ
れ
た
、
令
外
官
の
宣
旨
職
で
あ
り
、
天
照
大
神
の
祟
り
を
鎮
め
る
こ
と
が
で
き
た
の

は
、
大
中
臣
氏
の
中
で
も
祭
主
の
み
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
う
ち
、
大
中
臣
安
則
が
、
初
め
て
朝
廷
か
ら
神
宮
に
下
す
文
書
に
関
与
し

た
と
し
、
神
宮
の
文
書
行
政
を
考
え
る
上
で
は
、
こ
の
安
則
と
い
う
人
物
に
も
っ
と
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
投
げ
か

け
た
。
ま
た
、
大
中
臣
永
輔
は
、
朝
廷
に
全
面
的
に
認
め
ら
れ
て
い
た
人
物
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
指
摘
。
六
位
で
の
祭
主
補
任
も
異

常
で
あ
り
、祭
祀
を
軽
ん
じ
る
向
き
も
あ
っ
た
人
物
と
見
ら
れ
る
た
め
、こ
の
頃
に
祭
主
が
実
権
を
持
っ
た
と
い
う
点
に
は
疑
問
が
残
る
、

と
し
た
。
さ
ら
に
、
兼
興
が
神
宮
神
職
と
良
好
な
関
係
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
点
に
も
議
論
の
余
地
が
あ
り
、
輔
親
に
つ
い
て
も
、
こ
れ

が
宮
廷
歌
人
で
公
家
・
堂
上
で
あ
っ
た
と
い
う
根
拠
は
な
く
、
地
下
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
言
及
。
加
え
て
「
輔
親
」
の
読
み
は
、

國
學
院
大
學
所
蔵
「
藤
波
家
文
書
」
の
『
天
神
寿
詞
』
に
お
い
て
、［

曾
孫
］
子（
マ
マ
）・
親
定
の
「
親
」
の
字
に
「
む
つ
」
と
振
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

「
す
け
ち
か
」
で
は
な
く
「
す
け
む
つ
」
と
読
む
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
比
企
氏
は
、
今
回
の
報
告
は
十
一
世
紀
を
中
心
と
し
た
た
め
、
大
中
臣
安
則
に
つ
い
て
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
と
回
答
。
ま
た
、
神
祇
官
符
は
祭
主
が
単
独
で
発
給
で
き
た
も
の
の
、
別
途
、
そ
の
案
文
を
神
祇
官
人
が
確
認
す
る
と
い
う
規
定
が
あ
っ

た
た
め
、
か
な
り
神
祇
官
の
制
約
下
に
あ
っ
た
と
し
、
今
回
の
報
告
は
、
祭
主
下
文
な
ど
祭
主
が
自
身
の
意
思
で
発
給
で
き
る
と
い
う
性

格
に
注
目
し
た
と
補
足
し
た
。
兼
興
に
つ
い
て
は
、
親
密
の
程
度
は
不
明
な
も
の
の
、『
太
神
宮
諸
雑
事
記
』
に
、
神
宮
で
祭
礼
を
行
う

際
に
、
ど
の
よ
う
に
動
く
べ
き
か
を
確
認
し
て
、
神
宮
側
か
ら
の
回
答
に
従
っ
て
動
い
て
い
た
と
い
う
記
事
が
存
在
す
る
こ
と
を
提
示
。

こ
う
し
た
事
実
か
ら
、
兼
興
が
神
宮
と
融
和
的
な
立
ち
位
置
に
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
は
出
来
る
の
で
は
な
い
か
、
と
回
答
し
た
。
ま
た
、

輔
親
に
つ
い
て
は
、
藤
原
頼
通
の
歌
会
や
屏
風
歌
の
作
成
な
ど
に
奉
仕
し
た
こ
と
を
捉
え
て
、
中
央
・
朝
廷
に
お
け
る
ウ
ェ
イ
ト
が
高
い
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人
物
で
あ
っ
た
、
と
認
識
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
で
輔
親
が
公
卿
で
あ
っ
た
と
解
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
回
答
し
た
。

　

比
企
氏
の
回
答
に
対
し
て
、
藤
森
氏
は
、
公
卿
勅
使
は
神
宮
禰
宜
か
ら
作
法
を
聞
く
の
が
普
通
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
以
て
神
宮
と
の

親
密
な
関
係
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
。
神
宮
内
部
の
こ
と
は
、
単
な
る
行
政
で
は
な
く
、
祭
祀
と
は
何
か
と
い
う
視
点
で
見
て

い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
指
摘
し
た
。

【
オ
ン
ラ
イ
ン
参
加
者
】

　

会
場
か
ら
の
質
疑
に
続
き
、
オ
ン
ラ
イ
ン
（zoom

）
参
加
者
か
ら
も
チ
ャ
ッ
ト
機
能
よ
り
質
疑
・
意
見
を
受
け
付
け
た
。
こ
こ
で
は
、

ま
ず
一
人
目
の
参
加
者
か
ら
①
菅
原
孝
標
女
『
更
級
日
記
』
に
お
け
る
「
我
が
念
じ
申
す
天
照
御
神
」
と
い
う
記
述
の
意
義
に
つ
い
て
、

ま
た
②
天
皇
へ
の
祟
り
に
つ
い
て
も
後
朱
雀
天
皇
の
よ
う
に
内
的
な
問
題
と
な
っ
て
く
る
こ
と
と
も
対
応
す
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て

③
中
世
伊
勢
神
道
の
中
で
神
が
内
在
化
し
「
心
は
神
明
の
主
」
と
い
う
発
想
へ
の
展
開
に
つ
い
て
、
意
見
を
求
め
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
塩
川
氏
は
、今
回
の
報
告
の
視
点
か
ら
は
な
か
な
か
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、公
卿
勅
使
に
お
い
て
は
、内
々

で
神
宮
に
祈
る
こ
と
は
可
と
す
る
認
識
が
院
政
期
の
頃
に
出
て
く
る
。
公
卿
勅
使
に
そ
う
い
う
も
の
が
許
容
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
古

代
と
は
異
な
る
、
内
的
な
信
仰
の
中
に
天
照
大
神
が
存
在
す
る
と
い
う
考
え
が
朝
廷
内
で
も
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は

指
摘
の
通
り
で
あ
る
と
回
答
。
天
照
大
神
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
十
一
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
に
か
け
て
展
開
し
、
そ

れ
が
中
世
伊
勢
神
道
に
展
開
し
た
の
だ
ろ
う
、
と
し
た
。

　

ま
た
、
二
人
目
の
参
加
者
よ
り
、
伊
勢
神
道
の
成
立
は
、
こ
れ
ま
で
神
宮
の
問
題
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
が
、
神
宮
の
神
事
違
例
が

朝
廷
で
も
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
『
小
右
記
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
は
、
中
央
の
貴
族
社
会
の
政
治
的
状
況
が
神
宮
に

影
響
を
及
ぼ
し
た
可
能
性
は
考
え
ら
れ
な
い
か
、
と
質
問
が
あ
っ
た
。
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こ
れ
に
対
し
て
も
塩
川
氏
は
、
コ
メ
ン
ト
に
同
感
し
、
祭
主
が
伊
勢
と
朝
廷
を
往
還
し
、
神
宮
が
国
家
的
な
存
在
で
あ
る
、
と
い
っ
た

こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
天
暦
の
神
祇
官
勘
文
な
ど
、
中
央
の
考
え
方
や
作
ら
れ
た
も
の
が
伊
勢
に
も
た
ら
さ
れ
、
伊
勢
の
方
で
伊
勢
の

事
情
に
合
わ
せ
て
改
編
し
て
い
る
と
い
う
側
面
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
、
と
回
答
し
た
。

【
岡
田 

莊
司 

氏
】

　

最
後
に
、
岡
田
莊
司
氏
（
学
術
資
料
セ
ン
タ
ー
〈
神
道
資
料
館
部
門
〉
客
員
教
授
／
本
学
名
誉
教
授
）
は
、
今
回
の
テ
ー
マ
全
体
を
振

り
返
り
、
古
代
か
ら
中
世
、
そ
し
て
近
世
に
か
け
て
、
大
中
臣
祭
主
家
が
非
常
に
大
き
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
、
と
総
括
し
た
。

祭
主
家
は
、
中
世
に
鎌
倉
幕
府
と
の
関
係
で
地
位
を
高
め
、
南
北
朝
時
代
前
に
大
中
臣
氏
と
卜
部
氏
と
摂
関
家
の
交
流
の
中
で
、
京
・
伊

勢
・
南
都
の
連
携
に
よ
り
文
化
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
史
料
が
真
福
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
國
學
院
大
學
の
学
問
と
し
て
、

こ
の
よ
う
な
文
化
的
な
部
分
や
、
学
問
の
系
統
的
な
部
分
、
ま
た
古
代
か
ら
中
世
、
近
世
と
つ
な
げ
て
き
た
部
分
を
、
今
後
の
若
い
世
代

の
研
究
者
は
大
事
に
受
け
継
ぎ
、
ま
た
平
成
七
・
八
年
に
藤
波
家
の
当
主
・
藤
波
道
忠
氏
よ
り
寄
贈
を
受
け
た
「
藤
波
家
文
書
」
も
、

十
二
分
に
活
用
し
て
ほ
し
い
、
と
ま
と
め
た
。

 

（
文
責
・
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
）

※
本
稿
は
、
令
和
六
年
二
月
二
十
二
日
開
催
の
、
令
和
五
年
度
第
二
回
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
研
究
会
の
記
録
で
あ
る
。
な
お
、
本
研

究
会
は
、
神
道
宗
教
学
会
と
の
合
同
で
、
第
四
回
研
究
例
会
と
し
て
も
開
催
し
た
。


