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一
、
Ｗ
・
Ｇ
・
ア
ス
ト
ン
の
神
道
論
を
め
ぐ
っ
て

　

日
本
の
神
道
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
河
野
省
三
博
士
の
『
訂
正
増
補
神

道
の
研
究
』（
森
江
書
院
）、
西
田
長
男
博
士
の
『
神
道
史
の
研
究
』（
雄

山
閣
）・『
神
道
史
の
研
究
』
第
二
（
理
想
社
）
さ
ら
に
昭
和
十
二
年
（
一

九
三
七
）
十
一
月
か
ら
昭
和
十
四
年
五
月
ま
で
『
東
洋
学
報
』
に
七
回
に

わ
た
っ
て
津
田
左
右
吉
博
士
が
連
載
さ
れ
た
「
日
本
の
神
道
に
於
け
る
シ

ナ
思
想
の
研
究
」
を
補
訂
し
た
『
日
本
の
神
道
』（『
津
田
左
右
吉
全
集
』

第
九
巻
、
岩
波
書
店
）
折
口
信
夫
博
士
の
『
古
代
研
究
』（
国
文
学
篇
・

民
俗
学
篇
第
一
册
・
民
俗
学
篇
第
二
册
、
大
岡
山
書
店
）
な
ど
、
す
ぐ
れ

た
諸
先
学
の
研
究
が
あ
る
。

　

外
国
人
で
神
道
の
研
究
を
し
た
研
究
者
も
い
る
が
、
と
く
に
ウ
イ
リ
ア

ム
・
ジ
ョ
ー
ジ
・
ア
ス
ト
ン
氏
が
著
し
た
『Shinto

（T
he W

ay of the 
Gods

）』（
安
田
一
郎
訳
、
青
土
社
、
一
九
八
八
年
）
は
、
古
い
著
作
だ

が
注
目
に
あ
た
い
す
る
。
一
八
四
一
年
に
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
ロ
ン
ド
デ

リ
の
近
く
で
生
ま
れ
、
一
八
六
四
年
に
江
戸
駐
在
の
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
の

通
訳
と
な
り
、
一
八
八
〇
年
に
は
兵
庫
領
事
に
昇
進
し
た
。
そ
し
て
一
八

八
六
年
に
は
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
の
書
記
官
と
な
っ
た
が
、
引
退
を
決
意
し

て
帰
国
し
、
一
九
〇
五
年
に
『Shinto

』
を
ま
と
め
た（

１
）。

ア
ス
ト
ン
の
神

神
道
の
原
像

─
日
本
文
化
の
基
層
─

上
田
正
昭
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道
へ
の
関
心
は
『
日
本
書
紀
』
の
飜
訳
と
『
日
本
文
学
史
』
の
執
筆
な
ら

び
に
明
治
新
政
府
と
神
道
と
の
か
か
り
の
体
験
な
ど
に
も
と
づ
く
。
今
で

は
か
な
り
古
い
神
道
論
だ
が
、
改
め
て
注
目
す
る
に
あ
た
い
す
る
著
作
で

あ
る
。
⑴
多
神
敎
で
あ
っ
て
最
高
神
が
な
い
こ
と
、
⑵
偶
像
や
モ
ー
ゼ
の

十
戒
の
よ
う
な
戒
律
が
相
対
的
に
な
い
こ
と
、
⑶
靈
の
槪
念
的
認
識
や
靈

の
人
格
化
が
弱
い
こ
と
、
⑷
来
卋
（
死
後
の
卋
界
）
の
状
態
を
認
識
し
て

い
な
い
こ
と
、
⑸
深
く
熱
烈
な
信
仰
が
一
般
に
な
い
こ
と
と
列
擧
し
た
な

か
に
は
、
必
ず
し
も
正
確
で
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
現
在
も
な

お
再
検
討
す
べ
き
点
も
含
ん
で
い
る
。

　

ま
ず
日
本
の
神
道
は
ア
ス
ト
ン
の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
宗
敎
学
者
が
い

う
よ
う
に
は
た
し
て
多
神
敎
で
あ
ろ
う
か
。『
古
事
記
』（
上
巻
）
に
は
有

名
な
天
照
大
御
神
が
天
の
石
屋
戸
は
隠
れ
る
神
話
が
載
っ
て
い
る
。
そ
の

お
り
に
「
是
を
以も

ち
て
八
百
万
の
神
、
天
安
河
原
に
神
集
ひ
に
集
ひ
て
」

審
議
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
『
日
本
書
紀
』
巻
第
一
の

本
文
に
も
同
じ
よ
う
に
、「
時
に
八
十
万
神
、
天
安
河
辺
に
会
ひ
て
、
そ

の
禱
る
べ
き
方
を
計
ふ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
八
百
万
神
」
や

「
八
十
万
神
」
と
い
う
表
現
に
ま
ど
わ
せ
ら
れ
て
多
神
敎
と
称
す
る
人
が

多
い
。

　

し
か
し
日
本
の
カ
ミ
に
つ
い
て
は
、
国
学
の
大
成
者
本
居
宣
長
が
明
確

に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に）

2
（

、

　
「
さ
て
凡
て
伽か

微み

と
は
、
古
御
典
等
に
見
え
た
る
天
地
の
諸

も
ろ
も
ろの

神

た
ち
を
始
め
て
、
其
を
祀
れ
る
社
に
坐
す
御
霊
を
も
申
し
、
又
人
は

さ
ら
に
云
ず
、
鳥
獣
木
草
の
た
ぐ
い
海
山
な
ど
、
其
余
何
に
ま
れ
、

尋よ
の

常つ
ね

な
ら
ず
す
ぐ
れ
た
る
徳
の
あ
り
て
、
可か

し
こ畏

き
物
を
伽
微
と
は
云

な
り
」

　

と
述
べ
て
、
そ
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
補
足
し
た
。

　
「
す
ぐ
れ
た
る
と
は
尊
き
こ
と
善
き
こ
と
、
功い

さ
おし

き
こ
と
な
ど
の

優
れ
た
る
の
み
を
云い

う

に
非
ず
、
悪
き
も
の
奇
し
き
も
の
な
ど
も
、
よ

に
す
ぐ
れ
て
可
畏
き
を
ば
、
神
と
云
な
り
」

　

宣
長
が
日
本
の
古
典
な
ど
み
え
る
「
カ
ミ
」
を
は
ど
め
と
し
て
、
各
地

の
神
社
で
祭
祀
さ
れ
て
い
る
「
御み

靈た
ま

」
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
傑
出
し
た

人
間
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
鳥
獣
木
草
の
た
ぐ
い
海
山
な
ど
、
尋
常
な
ら

ず
、
す
ぐ
れ
た
る
徳
の
あ
り
て
、
可
畏
き
物
を
「
カ
ミ
」
と
い
う
と
み
な

し
て
の
卓
見
で
あ
っ
た
。
宣
長
の
見
解
は
そ
れ
ら
の
「
カ
ミ
」
の
み
に
は

と
ど
ま
ら
な
い
。「
す
ぐ
れ
た
る
」
と
は
「
尊
き
こ
と
善
き
こ
と
、
功
し

き
こ
と
」
だ
け
で
は
な
く
て
、「
惡
き
も
の
奇あ

や

し
き
も
の
な
ど
も
、
よ
に
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す
ぐ
れ
て
可
畏
き
を
ば
、
カ
ミ
と
い
う
な
り
」
と
断
言
し
た
。

　

わ
ざ
わ
い
を
も
た
ら
す
禍
津
日
神
も
あ
れ
ば
、
災
禍
を
問
い
た
だ
す
直

毘
（
日
）
の
神
も
あ
る
。「
よ
に
す
ぐ
れ
て
可
畏
き
」
も
の
は
惡
き
も
の

奇
し
き
も
の
も
「
カ
ミ
」
と
あ
お
い
だ
宣
長
説
は
、
日
本
の
カ
ミ
に
つ
い

て
の
的
確
な
名
言
で
あ
っ
た
。

　

よ
に
す
ぐ
れ
た
可
畏
き
い
の
ち
あ
る
も
の
に
、
カ
ミ
を
み
い
だ
し
た
万

有
生
命
信
仰
が
、
日
本
の
神
道
の
特
色
で
あ
っ
た
。

　

日
本
の
神
道
は
自
然
物
崇
拝
ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
同
じ
だ
と
す
る
宗
敎
学
者

も
い
る
。
た
し
か
に
『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
に
「
草
木
威

こ
と
ご
とに

能
く
言も

の

語い
う

あ
り
」
と
か
、「
磐
根
・
木
杵
・
草
葉
も
、
犹
よ
く
言
語
ふ
」
と
あ
る
例

な
ど
に
は
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
に
類
似
す
る
要
素
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
天
地
創

造
の
神
々
を
は
じ
め
、
尋
常
な
ら
ず
可
畏
き
人
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
海

の
綿
津
見
神
や
山
の
大
山
祗
神
ほ
か
動
植
物
に
い
た
る
ま
で
、「
よ
に
す

ぐ
れ
て
可
畏
き
」、「
惡
し
き
も
の
・
奇
し
き
も
の
な
ど
」、
す
べ
て
の
い

の
ち
あ
る
も
の
カ
ミ
を
み
い
だ
し
、
カ
ミ
を
あ
お
い
だ
。
こ
の
よ
う
な
万

有
生
命
信
仰
を
私
は
汎
神
敎
と
よ
ん
で
い
る
。
動
植
物
ば
か
り
で
な
く
、

無
生
物
に
も
靈
魂
の
存
在
を
信
じ
た
ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
は
、
お
も
む
き
を
異

に
す
る
。

　

ア
ス
ト
ン
は
日
本
の
神
道
に
は
「
最
高
神
が
な
い
」
と
み
な
し
た
が
、

そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
天
孫
降
臨
を
命
令
す
る
神
は
、『
古
事

記
』
の
上
巻
で
は
、
天
照
大
御
神
と
高
木
神
（
高
御
産
巢
日
神
）
で
あ

り
、『
日
本
書
紀
』
の
巻
第
二
の
本
文
で
は
高
皇
産
靈
尊
が
天
孫
降
臨
の

司
令
神
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
日
本
の
神
話
で
は
高
天
原
の
最
高
神
は
ア
マ

テ
ラ
ス
オ
オ
ミ
カ
ミ
と
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
ノ
カ
ミ
で
あ
っ
た）

（
（

。

　

さ
ら
に
「
靈
の
人
格
化
が
弱
い
」
と
し
た
け
れ
ど
も
、
天
満
天
神
が
菅

原
道
真
で
あ
っ
た
と
お
り
、「
尋
常
な
ら
ず
す
ぐ
れ
た
る
徳
の
あ
り
て
、

可
畏
き
人
物
」
は
数
多
く
神
と
し
て
奉
斎
さ
れ
て
お
り
、
む
し
ろ
「
靈
の

人
格
化
」
は
進
ん
で
い
た
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
。

　
「
深
く
熱
列
な
信
仰
が
一
般
に
な
い
」
と
ア
ス
ト
ン
は
い
う
が
、
現
代

の
社
会
で
も
た
と
え
ば
鎮
守
の
森
に
対
す
る
一
般
の
人
び
と
の
多
く
が
畏

敬
し
て
お
り
、
み
だ
り
に
鎮
守
の
森
の
木
を
斬
り
だ
し
た
り
す
る
と
崇た

た

り

が
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。「
熱
列
な
信
仰
」
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、「
信

仰
が
一
般
に
な
い
」
と
は
い
え
な
い
。

　

ア
ス
ト
ン
の
指
摘
の
な
か
で
「「
道
徳
律
」（
戒
律
）
が
相
対
的
に
な

い
」
と
し
た
点
や
「
死
後
の
卋
界
の
状
態
を
認
識
し
て
い
な
い
」
と
し
た

と
こ
ろ
は
、
日
本
の
神
道
の
弱
点
で
あ
り
、
た
と
え
ば
『
延
喜
式
』
の

「
大
祓
」
の
祝
詞
の
最
後
の
部
分
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
高
山
・
短
山
の
末
よ
り
、
さ
く
な
だ
り
に
落
ち
た
ぎ
つ
速
川
の
瀬

に
坐
す
瀬
織
津
比
咩
と
い
ふ
神
、
大
海
の
原
に
持
ち
出
で
な
む
。
か



國學院雜誌　第 116 巻第 6号（2015） ─ 22 ─

く
持
ち
出
で
往い

な
ば
、
荒
潮
の
潮
の
八
百
道
の
、
八
潮
道
の
潮
の
八

百
会
に
坐
す
速
開
都
比
咩
と
い
ふ
神
、
持
ち
か
か
呑の

み
て
む
。
か
く

か
か
呑
み
て
は
、
気い

吹ぶ
き

戸ど

に
坐
す
気
吹
戸
主
と
い
ふ
神
、
根
の
国
・

底
の
国
に
気
吹
き
放
ち
て
む
。
か
く
気
吹
き
放
ち
て
は
、
根
の
国
・

底
の
国
に
坐
す
速は

や

佐
須
良
比
咩
と
い
ふ
神
、
持
ち
さ
す
ら
ひ
失
ひ
て

む
。
か
く
失
ひ
て
は
、
天
皇
が
朝
廷
に
仕
へ
ま
つ
る
官
官
の
人
等
を

始
め
て
、
天
の
下
四
方
に
は
、
今
日
よ
り
始
め
て
罪
と
い
ふ
罪
は
あ

ら
じ
と
高
天
の
原
に
耳
振
り
立
て
て
聞
く
物
と
馬
牽ひ

き
立
て
て
、
今

年
の
六
月
（
十
二
月
）
の
晦
の
日
の
、
夕
日
の
降
ち
の
大
祓
に
祓
へ

た
ま
ひ
清
め
た
ま
ふ
事
を
諸
聞
こ
し
め
せ
」
と
宣の

る
。

「
四
国
の
卜
部
等
、
大
川
道
に
持
ち
退
り
出
で
て
、
祓
へ
却
れ
」
と

宣
る
。」

　

人
間
の
犯
し
た
ツ
ミ
は
瀬
織
津
比
咩
神
、
速
開
都
比
咩
神
・
気
吹
戸
主

神
に
よ
っ
て
、
山
か
ら
川
へ
と
流
さ
れ
、
さ
ら
に
根
の
国
・
底
の
国
へ
息

吹
放
た
れ
て
、
速
佐
須
良
比
咩
神
が
そ
の
罪
を
行
方
知
れ
ず
に
雲
散
霧
消

す
る
と
奏
上
さ
れ
る
。

　

し
は
し
ば
日
本
の
ツ
ミ
の
意
識
の
欠
落
を
示
し
て
い
る
例
と
し
て
、
大

祓
祝
詞
の
こ
の
部
分
が
引
用
さ
れ
る
。
し
か
し
大
祓
祝
詞
は
、
①
か
ら
⑤

の
部
分
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
①
・
③
・
④
の
部
分
が
天
武
朝
の
大
祓
の

祝
詞
で
あ
り
、
②
と
⑤
（
最
後
の
部
分
は
⑤
）
は
平
安
時
代
の
延
喜
年
間

（
九
〇
一
─
九
二
三
）
に
「
近
い
頃
」
に
補
完
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
こ
と

が
実
証
さ
れ
て
い
る）

（
（

。

　

と
く
に
最
後
の
⑤
の
部
分
に
み
る
瀬
織
津
比
咩
ほ
か
の
神
々
は
、『
古

事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
な
ど
に
み
え
な
い
新
し
い
神
格
を
お
び
た
神
々

で
あ
り
、「
夕
日
の
降
ち
の
大
祓
」
と
あ
る
の
は
、
宮
中
の
人
々
が
朱
雀

門
に
会
集
す
る
時
刻
を
「
申
時
以
前
」
と
す
る
『
延
喜
式
』（
四
時
祭

式
）
の
規
定
と
合
致
す
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。「
四
国
卜
部
等
」

と
記
し
て
い
る
が
、「
養
老
令
」
な
ど
で
は
「
三
国
卜
部
」
で
、「
四
国
卜

部
」
の
用
例
は
平
安
時
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。

　

し
た
が
っ
て
前
掲
の
⑤
の
『
延
喜
式
』
の
大
祓
祝
詞
の
部
分
を
天
武
朝

の
こ
ろ
の
も
の
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
日
本
の
神
道
で
は
ツ
ミ

の
認
識
が
き
わ
め
て
軽
か
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
だ
が
贖
罪
の
思

想
や
讀
罪
の
神
が
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い）

（
（

。

　

ツ
ミ
を
贖
っ
た
神
は
明
ら
か
に
存
在
し
た）

（
（

。
そ
れ
は
『
古
事
記
』
に
速

須
佐
之
男
命
と
書
き
、『
日
本
書
紀
』
に
素
戔
鳴
尊
と
記
し
、『
古
語
拾

遺
』
が
素
戔
鳴
神
と
表
記
す
る
ス
サ
ノ
ヲ
の
神
が
そ
れ
で
あ
る
。『
出
雲

国
風
土
記
』
で
は
須
佐
能
袁
命
と
い
う
用
字
で
五
ケ
所
、
須
佐
能
乎
命
と

い
う
書
き
方
で
二
カ
所
に
登
場
す
る
。『
出
雲
国
風
土
記
』
で
は
大
原
郡

佐
卋
郷
の
条
に
、
須
佐
能
袁
命
が
、
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佐
卋
の
木
（『
和
名
類
聚
抄
』
に
い
う
「
佐さ

之し

夫ぶ

乃の

岐き

」（
ツ
ツ
ジ

科
））
の
葉
を
頭

し
て
踊
躍
り
た
ま
ふ
時
に
、

さ
せ
る
佐
卋
の

木
の
葉
、
地
に
堕
ち
き
。
故
、
佐
卋
と
云
ふ
。」

と
い
う
地
名
起
源
説
話
を
あ
げ
る
の
み
で
あ
る
。

　

ス
サ
ノ
ヲ
の
名
義
に
つ
い
て
は
、
出
雲
の
地
名
須
佐
に
ち
な
む
と
す
る

説
も
あ
る
が
、
や
は
り
ス
サ
ブ
・
ス
サ
マ
ジ
の
語
幹
と
み
な
す
説
が
妥
当

で
あ
ろ
う
。
ど
ん
ど
ん
事
が
進
む
、
手
の
つ
け
ら
れ
な
い
状
況
に
な
る
さ

ま
を
意
味
す
る
。

　

こ
の
ス
サ
ノ
ヲ
が
ア
マ
テ
ラ
ス
大
神
に
乱
暴
を
働
い
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス

は
天
の
石
屋
戸
（
磐
戸
）
に
隠
れ
、
タ
ヂ
カ
ラ
オ
に
よ
っ
て
石
屋
戸
が
開

か
れ
て
、
ス
サ
ノ
ヲ
は
高
天
原
か
ら
追
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
お
り
に
『
古
事
記
』（
上
巻
）
は
次
の
よ
う
に
記
す
。「
是
に
八
百

万
の
神
共
に
議
り
て
、
速
須
佐
之
男
命
に
千ち

く
ら座

の
置
戸
（
多
く
の
品
物
を

置
く
台
）
を
負
せ
、
亦
髟
須
を
切
り
、
手
足
の
爪
を
抜
か
し
め
て
、
神
夜

良
比
夜
良
比
岐
」。
ス
サ
ノ
ヲ
は
そ
の
罪
を
贖あ

が
なわ

し
め
ら
れ
、
贖
罪
し
て

高
天
原
を
追
放
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
『
日
本
書
紀
』（
巻
第
一
）
の
本
文
で
は
、「
諸
の
神
罪
過け

が
れを

素
戔
鳴
尊

に
帰よ

せ
て
、
科
す
る
に
千
座
置
戸
を
以
て
し
て
、
遂
に
促せ

め
徴は

た

る
（
徴
収

す
る
）。
髪
を
抜
き
て
、
そ
の
罪
を
贖
は
し
む
る
に
至
る
。
亦
曰
は
く
、

そ
の
手
足
の
爪
を
抜
き
て
贖
ふ
と
い
ふ
」
と
記
述
し
、
は
っ
き
り
と
贖
罪

し
た
こ
と
を
明
記
す
る
。

　

私
が
と
く
に
注
目
し
て
き
た
の
は
『
日
本
書
紀
』
の
第
三
の
「
一
書
」

の
伝
え
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
風
や
雨
の
吹
き
し
ぶ
る
お
り
に
、
笠
や
蓑

を
着
た
り
あ
る
い
は
束
草
（
た
ば
ね
た
草
）
で
体
を
覆
っ
て
、
他
人
の
家

に
入
る
こ
と
を
禁
じ
、
こ
れ
を
犯
し
た
者
に
は
「
解
除
」（
祓
）
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
「
太
古
の
遺
法
」
を
特
筆
し
て
い
る
。
そ
し
て

ス
サ
ノ
ヲ
が
高
天
原
を
追
放
さ
れ
た
お
り
に
、
長
雨
が
降
っ
て
、
ス
サ
ノ

ヲ
は
や
む
な
く
「
青
草
」
を
た
ば
ね
て
笠
や
蓑
を
つ
く
り
、
そ
れ
を
着

て
、
宿
を
「
衆
神
に
頼
ん
だ
け
れ
ど
も
、
す
べ
て
の
神
に
拒
否
さ
れ
て
、

辛
く
苦
し
み
つ
つ
高
天
原
を
追
放
さ
れ
た
こ
と
が
そ
の
由
来
を
物
語
る
の

で
あ
る
。
少
し
長
く
な
る
が
、
重
要
な
伝
承
な
の
で
引
用
し
て
お
こ
う
。

　
「
卽
ち
素
戔
鳴
尊
に
千
座
置
戸
の
解は

ら
へ除

を
科お

ほ

せ
て
、
手
の
爪
を
以

て
は
吉よ

し
き
ら
い
も
の

爪
棄
物
と
し
、
足
の
爪
を
以
て
は
凶
爪
棄
物
と
す
。
乃
ち
天

兒
屋
命
を
し
て
、
其
の
解
除
の
太ふ

と
の
り
と

諄
辭
を
掌
り
て
宣
ら
し
む
。
卋

人
、
愼
み
て
己
が
爪
を
收
む
る
は
、
此
其
の
緣
な
り
。
既
に
し
て
諸

の
神
、
素
戔
鳴
尊
を
嘖せ

め
て
曰い

は
く
、「
汝
が
所
行
甚
だ
無
賴
し
。

故
、
天
上
に
住
む
べ
か
ら
ず
。
亦
葦
原
中
國
に
も
居
る
べ
か
ら
ず
。
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急
に
底
根
の
國
に
适い

ね
」
と
い
ひ
て
、
乃
ち
共
に
逐
降
ひ
去
り
き
。

時
に
、
霖な

が
めふ

る
。
素
戔
鳴
尊
、
青
草
を
結
束
ひ
て
、
笠
蓑
と
し
て
、

宿
を
衆
神
に
乞こ

ふ
。
衆
神
の
曰い

は
く
、「
汝
は
是
躬
の
行
濁
惡
し
く

し
て
、
逐
ひ
謫
め
ら
る
る
者
な
り
。
如
何
ぞ
宿
を
我
に
乞
ふ
」
と
い

ひ
て
、
遂
に
同
に
距
く
。
是
を
以
て
、
風か

ぜ

雨あ
め

甚は
な
はだ

ふ
き
ふ
る
と
雖

も
、
留
り
休や

す

む
こ
と
得
ず
し
て
、
辛た

し
な苦

み
つ
つ
降
り
き
。
爾
よ
り
以

來
、
卋
、
笠
蓑
を
著
て
、
他
人
の
屋
の
内
に
入い

る
こ
と
諱い

む
。
又
束

草
を
負
ひ
て
、
他
人
の
家
の
内
に
入
る
こ
と
諱
む
。
此
を
犯
す
こ
と

有
る
者
を
ば
、
必
ず
解
除
を
債
す
。
此
、
太
古
の
遺
法
な
り
。」

　

贖
罪
の
神
ス
サ
ノ
ヲ
は
長
雨
の
な
か
を
笠
蓑
を
着
て
さ
す
ら
う
の
で
あ

る
。『
日
本
書
紀
』
の
斉
明
天
皇
七
年
八
月
の
条
に
は
「
鬼
有
り
て
、
大

笠
を
着
て
、（
斉
明
天
皇
の
）
喪
の
儀
を
臨
み
視
る
」
と
書
か
れ
て
い
る

が
、
古
代
人
の
笠
を
着
る
鬼
の
信
仰
が
、
贖
罪
の
神
ス
サ
ノ
ヲ
の
放
浪
の

姿
に
重
な
る
。

　
『
古
語
拾
遺
』
に
も
贖
罪
の
神
ス
サ
ノ
ヲ
の
記
述
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で

は
次
の
よ
う
に
物
語
ら
れ
て
い
る
。

「
仍
り
て
、
罪
過
を
素
戔
鳴
神
に
帰
せ
て
、
之
に
科
す
る
に
千
座
の

置
戸
を
以
て
し
、
首
の
髪
及
手
足
の
爪
を
も
抜
か
し
め
て
、
之
を
贖

は
し
む
。
仍
り
て
、
其
の
罪
を
解
除
へ
、
逐
降
ひ
き
。」

　

こ
こ
で
も
ス
サ
ノ
ヲ
は
贖
罪
の
神
と
し
て
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

る
。

　

日
本
の
神
道
で
は
「
祓
へ
給
へ
、
清
め
給
へ
」
と
い
う
修
祓
に
よ
っ

て
、
ミ
ツ
や
ケ
ガ
レ
が
祓
わ
れ
清
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
贖
罪
の
神

ス
サ
ノ
ヲ
の
存
在
を
よ
り
重
視
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

ア
ス
ト
ン
が
「
来
卋
（
死
後
の
卋
界
）
の
状
態
を
実
際
に
認
識
し
て
い

な
い
こ
と
」
を
日
本
の
神
道
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
、
み
の
が

す
こ
と
の
で
き
な
い
点
で
あ
る
。
宗
派
神
道
（
敎
派
神
道
と
も
よ
ぶ
）
で

は
そ
れ
ぞ
れ
に
死
後
の
卋
界
の
状
態
を
敎
え
の
な
か
で
説
い
て
い
る
が
、

日
本
の
神
道
の
根
幹
を
な
す
神
社
神
道
で
は
、
た
と
え
ば
『
記
』・『
紀
』

の
神
話
で
は
、
伊
邪
那
岐
命
（『
紀
』
で
は
伊
奘
諸
尊
）
が
妻
の
神
で
あ

る
伊
邪
那
美
命
（『
紀
』
で
は
伊
奘
冉
尊
）
が
火
の
神
を
生
ん
で
亡
く
な

り
、
黄
泉
の
国
へ
お
も
む
く
こ
と
が
物
語
ら
れ
て
い
る
。
中
国
で
は

「
黄
」
土
の
色
、
泉
は
地
下
に
あ
る
泉
を
指
し
、
死
者
の
暗
黒
の
卋
界
と

み
な
し
た
が
、『
記
』・『
紀
』
の
神
話
に
よ
れ
ば
、
伊
邪
那
岐
命
が
黄
泉

の
国
を
訪
れ
た
さ
い
、
す
で
に
伊
邪
那
美
命
は
黄
泉
戸
喫
を
し
て
お
り

（『
紀
』
に
は
黄
泉
之
竈
と
み
え
る
）、
黄
泉
の
国
の
火
で
作
っ
た
食
物
を

食
べ
て
、
黄
泉
国
の
人
に
な
っ
た
と
し
、
伊
邪
那
伎
命
は
絶
縁
し
て
、
筑



神道の原像─ 2（ ─

紫
の
日
向
の
橘
の
小
戸
の
阿
波
岐
原
（『
紀
』
の
第
六
の
一
書
は
檍
原
と

書
く
）
で
、「
禊
ぎ
祓
へ
」
を
す
る
。

　
『
日
本
書
紀
』
が
本
文
に
記
さ
ず
、
第
一
か
ら
第
十
の
「
一
書
」（
別

伝
）
で
こ
の
神
話
を
記
し
て
い
る
点
も
軽
視
で
き
な
い
が
、
黄
泉
を
ケ
ガ

レ
の
卋
界
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

　
「
ケ
ガ
レ
」
の
本
来
の
意
味
は
、
聖
な
る
非
日
常
の
晴は

れ

の
時
間
と
空
間

に
対
す
る
日
常
の
時
間
と
空
間
す
な
わ
ち
褻
が
枯
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
日
常
の
生
命
力
が
枯
れ
る
終
局
は
死
と
な
る
。

　

古
代
の
日
本
で
か
な
り
早
く
か
ら
死
を
ケ
ガ
レ
と
み
な
し
て
い
た
こ
と

は
、
西
晋
の
陳
壽
が
太
康
年
間
（
二
八
〇
─
二
八
九
）
に
編
纂
し
た
『
三

国
志
』
の
『
魏
書
』
東
夷
伝
倭
人
の
条
（
い
わ
ゆ
る
『
魏
志
倭
人
伝
』）

に
「
始
め
死
す
る
や
傍
喪
十
余
目
、
時
に
当
り
て
肉
を
食
わ
ず
、
喪
主
哭

泣
し
、
他
人
に
就
い
て
歌
舞
飲
酒
す
。
巳す

で

に
葬
れ
ば
、
挙
家
水
中
に
詣い

た

り

て
澡
浴
し
、
以
っ
て
練
沐
の
如
く
す
」
と
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
死
に
あ

え
ば
「
水
中
」
で
澡
浴
（
身
そ
ぎ
）
す
る
葬
送
の
風
俗
に
も
う
か
が
う
こ

と
が
で
き
る
。

　
『
記
』・『
紀
』
神
話
の
黄
泉
国
訪
問
の
ほ
か
に
死
後
の
卋
界
に
か
す
る

神
話
は
少
な
く
、
前
述
し
た
よ
う
に
『
日
本
書
紀
』
で
は
と
り
あ
げ
ず

に
、
別
伝
と
し
て
「
一
書
」
の
な
か
で
記
述
し
、
大
同
二
年
（
八
〇
七
）

に
斎
部
広
成
が
撰
上
し
た
『
古
語
拾
遺
』
で
も
黄
泉
国
の
神
話
に
は
全
く

言
及
し
て
い
な
い
。

　

そ
れ
の
み
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。『
日
本
書
紀
』
の
「
根
国
」
と
書
い

た
用
例
が
十
一
あ
り
、
死
後
の
卋
界
を
「
底
根
の
国
」
と
記
し
た
例
も
あ

る
。「
来
卋
」（
死
後
の
卋
界
）
を
地
下
と
み
な
し
た
他
界
観
も
あ
れ
ば
、

沖
縄
な
ど
の
よ
う
に
海
の
彼
方
に
死
後
の
卋
界
が
あ
る
と
す
る
考
え
や

『
万
葉
集
』
の
高
市
皇
子
（
天
武
天
皇
の
長
男
）
の
死
を
悼
ん
で
〝
泣
沢

の
神
社
に
神
酒
据
え
祈
れ
ど
も
我
が
王お

お
きは

高
日
知
ら
し
ぬ
〟（
二
〇
二
）

と
か
、
弓
削
皇
子
（
天
武
天
皇
の
六
男
）
が
亡
く
な
っ
た
お
り
に
置
始
東

人
が
〝
王
は
神
に
し
ま
せ
ば
天
雲
の
五
百
重
の
下
に
陰
り
た
ま
ひ
ぬ
〟

（
二
〇
五
）
と
歌
っ
た
よ
う
に
天
上
他
界
觀
も
あ
っ
た
。

　

日
本
人
の
他
界
観
の
多
様
性
を
示
す
も
の
と
し
て
、
私
が
か
ね
が
ね
注

目
し
て
き
た
の
は
京
都
禅
林
寺
の
「
山
越
し
阿
弥
陀
図
」
で
あ
る
。
こ
の

京
都
禅
林
寺
本
の
「
山
越
し
阿
弥
陀
図
」
は
、
あ
ら
た
な
研
究）

（
（

に
よ
っ

て
、
恵
心
僧
都
（
源
信
）
の
創
案
で
は
な
く
、
平
頼
盛
の
子
で
あ
る
静
遍

上
人
（
一
一
六
六
─
一
二
二
四
）
の
最
晩
年
の
こ
ろ
の
独
特
の
来
迎
図
で

あ
り
、
画
面
左
上
隅
の
阿
（
梵
字
）
字
、
正
面
向
き
転
法
輪
印
の
阿
弥

陀
、
往
生
者
の
霊
魂
を
導
く
持
幡
童
子
、
浄
土
化
さ
れ
た
山
水
表
現
は
、

南
都
と
高
野
山
で
醸
成
さ
れ
た
真
言
念
仏
の
信
仰
を
背
景
に
し
た
来
迎
図

で
、
日
輪
で
は
な
く
月
輪
と
み
な
す
ほ
う
が
正
し
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
京
都
金
戒
光
明
寺
本
の
「
山
越
し
阿
弥
陀
図
」
は
禅
林
寺
本
よ
り
は
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約
一
卋
紀
後
の
作
品
で
、
浄
土
宗
寺
院
に
お
い
て
禅
林
寺
本
の
形
式
に

倣
っ
て
制
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

私
が
注
目
す
る
の
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
現
伝
最
古
と
み
な
さ
れ
て
い

る
禅
林
寺
本
「
山
越
し
阿
弥
陀
図
」
に
は
、
阿
弥
陀
の
左
右
に
、
山
頂
か

ら
お
よ
そ
三
〇
セ
ン
チ
の
高
さ
ま
で
広
が
る
海
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
暗
い
海
中
に
金
色
の
阿
弥
陀
そ
し
て
銀
色
の
光
背
が
、
山
と

山
と
の
間
か
ら
来
迎
す
る
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。
極
楽
浄
土
は
海
の
彼

方
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
山
水
そ
の
も
の
と
重
な
っ
た
浄
土
と
し
て

表
現
し
て
い
る
。
海
上
他
界
觀
が
重
層
し
て
の
阿
弥
陀
来
迎
図
と
な
っ
て

い
る）

6
（

。

　

死
後
の
卋
界
に
か
ん
す
る
神
話
が
少
な
く
、
し
か
も
こ
の
よ
う
に
他
界

觀
が
多
様
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
来
卋
（
死
後
の
卋
界
）
の
状
態
を
実
際
に

認
識
す
る
の
を
難
し
く
し
た
の
で
は
な
い
か
。

　

伊
邪
那
伎
神
が
黄
泉
国
へ
お
も
む
い
た
神
話
に
は
黄
泉
津
大
神
あ
る
い

は
道
返
之
大
神
や
泉
門
塞
之
大
神
な
ど
が
登
場
す
る
が
、
そ
の
神
格
を
来

卋
の
な
か
で
明
確
に
し
た
国
学
者
は
い
な
か
っ
た
。
国
学
者
で
幽
冥
の
来

卋
を
考
察
し
た
人
物
は
少
な
い
。
本
居
宣
長
の
よ
う
な
す
ぐ
れ
た
国
学
者

で
も
、
死
後
の
卋
界
は
不
可
知
と
し
た
。
だ
が
幽
冥
界
を
探
求
し
た
国
学

者
が
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
筆
頭
は
宣
長
歿
後
の
門
人
で
あ

る
平
田
篤
胤
で
あ
る
。
篤
胤
は
『
靈
の
能
真
柱）

（
（

』
を
著
し
て
、「
靈
の
行

方
の
安
定
」
を
考
察
し
た
。
彼
は
「
天
・
地
・
泉
」
の
三
つ
の
「
成
初
」

を
悟
り
、「
天
・
地
・
泉
た
ら
し
め
幸
賜
小
功
徳
を
熟
知
す
る
」
こ
と
が

重
要
だ
と
し
、
黄
泉
国
と
死
後
靈
魂
の
属
す
る
幽
冥
界
と
を
は
っ
き
り
と

区
別
し
た）

（
（

。

　

そ
し
て
「
死
後
の
靈
魂
は
こ
の
国
土
に
あ
り
」、
幽
冥
界
を
治
め
る
神

は
大
国
主
神
で
あ
っ
て
、
大
国
主
神
に
仕
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
天
と
も
往

来
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
い
た
。
黄
泉
の
国
は
ケ
ガ
レ
の
国
だ
が
、
死

後
の
卋
界
は
ケ
ガ
レ
の
国
で
は
な
い
と
明
言
し
、
死
後
の
卋
界
は
こ
の
国

土
の
内
に
あ
り
、
現
卋
か
ら
は
目
に
は
見
え
な
い
が
、
冥
府
か
ら
は
現
卋

の
人
の
し
わ
ざ
は
よ
く
見
え
る
と
強
調
し
た
。

　

篤
胤
説
に
は
索
強
付
会
の
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
死
後
の
卋
界
を
ケ
ガ
レ

の
黄
泉
国
と
は
っ
き
り
区
別
し
、
死
後
の
卋
界
で
は
そ
の
靈
魂
は
神
と
な

り
、
そ
の
ほ
ど
ほ
ど
に
從
っ
て
、
あ
る
い
は
貴
く
、
賤
し
く
、
あ
る
い
は

善
く
、
惡
く
、
あ
る
い
は
剛
く
、
弱
く
の
違
い
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
す
ぐ

れ
た
も
の
は
、
神
代
の
神
の
靈
異
に
も
お
と
ら
ぬ
働
き
を
な
し
、
ま
た
事

が
起
ら
な
い
前
か
ら
、
そ
の
事
を
人
に
悟
ら
せ
る
な
ど
、
古
典
や
古
史
の

神
の
伝
承
に
も
と
づ
い
た
来
卋
観
を
提
唱
し
た
。
と
く
に
靈
魂
は
大
国
主

神
の
も
と
に
お
も
む
き
、
幽
冥
界
に
鎮
ま
っ
て
、
現
卋
縁
者
に
幸
せ
を
も

た
ら
す
と
し
た
の
は
注
目
す
べ
き
死
後
の
卋
界
観
で
あ
っ
た
。

　

平
田
篤
胤
が
『
仙
童
寅
吉
物
語
』
や
『
仙
境
異
聞
』
な
ど
に
み
ら
れ
る
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よ
う
に
、
死
ん
で
よ
み
が
え
っ
た
仙
童
寅
吉
に
民
俗
学
的
な
聞
き
と
り
調

査
を
し
て
い
る
の
も
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
平
田
篤
胤
の
冥
府
論
は
や

が
て
平
田
国
学
を
信
奉
す
る
人
び
と
よ
っ
て
深
か
め
ら
れ
、
た
と
え
ば
篤

胤
を
高
く
評
価
し
、
静
岡
県
の
淺
間
神
社
の
宮
司
本
田
親
徳
の
幽
冥
論

は
、
京
都
府
の
亀
岡
市
と
綾
部
市
を
本
拠
と
す
る
宗
敎
法
人
大
本
の
第
二

敎
主
補
出
口
王
仁
三
郎
に
う
け
つ
が
れ
て
、『
靈
界
物
語
』（
八
十
一
巻
）

と
な
っ
て
い
る
。

　

ア
ス
ト
ン
が
い
う
よ
う
に
死
後
の
卋
界
の
認
識
へ
の
努
力
が
な
か
っ
た

わ
け
で
は
な
い
。
平
田
篤
胤
の
学
統
の
な
か
で
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。
な
お
出
口
王
仁
三
郎
（
上
田
喜
三
郎
）
は
設
立
当
初
の
京
都

皇
典
講
究
所
（
京
都
国
学
院
）
の
卒
業
生
で
も
あ
っ
た
。

二
、
津
田
説
と
道
敎

　

神
道
と
は
何
か
。
日
本
の
歴
史
や
文
化
あ
る
い
は
宗
敎
に
関
心
を
い
だ

い
て
い
る
外
国
の
研
究
者
が
時
お
り
に
す
る
質
問
で
あ
る
。
戦
前
・
戦
中

の
い
わ
ゆ
る
国
家
神
道
に
つ
い
て
の
問
い
で
あ
っ
た
り
、
神
社
に
興
味
を

も
っ
た
上
で
の
疑
問
で
あ
っ
た
り
す
る
。
な
か
に
は
日
本
の
文
化
の
源
流

を
探
究
す
る
た
め
に
は
、
伝
敎
伝
来
以
前
の
信
仰
を
み
き
わ
め
な
け
れ

ば
、
日
本
文
化
の
本
質
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
と
す
る
本
格
的
な
質
問
も

あ
る
。

　

し
か
し
日
本
の
神
道
は
多
様
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
簡
単
に
説
明
す
る
こ

と
は
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
。
津
田
博
士
は
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
『
日

本
の
神
道
』
を
著
わ
し
て
、
そ
の
冒
頭
の
第
一
章
に
「
神
道
の
種
々
の
意

義
」
を
書
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
ま
ず
津
田
博
士
の
「
神
道
」
の
種
々
の

意
義
に
つ
い
て
、
私
な
り
に
要
約
し
て
お
こ
う
。

　

そ
の
第
一
は
「
古
く
か
ら
伝
へ
ら
れ
て
来
た
日
本
の
民
族
的
風
習
と
し

て
の
宗
教
（
呪
術
を
含
め
て
い
ふ
）
的
信
仰
」
で
あ
り
、
そ
の
第
二
は

「
神
の
権
威
、
力
、
は
た
ら
き
、
し
わ
ざ
、
神
と
し
て
の
地
位
、
神
で
あ

る
こ
と
、
も
し
く
は
神
そ
の
も
の
、
な
ど
を
さ
し
て
い
ふ
場
合
」
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
第
三
は
「
第
一
の
意
義
で
の
神
道
」
あ
る
い
は
「
神
代

の
説
話
に
、
何
等
か
の
思
想
的
解
釈
を
加
へ
た
其
（
の
）
思
想
を
さ
す
」

も
の
と
し
、
そ
の
第
四
は
「
何
れ
か
の
神
社
を
中
心
と
し
て
宣
伝
せ
ら
れ

て
ゐ
る
と
こ
ろ
に
特
異
性
の
あ
る
も
の
」、
そ
の
第
五
は
「
日
本
の
神
の

教
へ
又
は
定
め
た
、
従
っ
て
日
本
に
特
殊
な
、
政
治
的
も
し
く
は
道
徳
の

規
範
と
い
ふ
や
う
な
意
義
に
用
ゐ
ら
れ
た
神
道
」
で
あ
り
、
そ
の
第
六
は

「
い
は
ゆ
る
宗
派
神
道
」
で
あ
る
と
区
分
し
た
。

　

こ
の
津
田
博
士
の
「
神
道
の
語
の
種
々
の
意
義
」
に
つ
い
て
の
論
説

は
、
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
）
か
ら
昭
和
十
四
年
に
か
け
て
発
表
さ
れ

た
考
察
の
な
か
に
み
え
る
見
解
で
あ
っ
て
、
当
時
の
「
日
本
の
民
族
精
神
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と
い
ふ
や
う
な
観
念
を
神
道
の
名
に
よ
っ
て
表
現
し
よ
う
と
す
る
傾
向
も

あ
る
や
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
神
道
の
語
の
濫
用
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」

と
の
警
告
を
含
め
て
の
論
究
で
あ
っ
た
。

　

津
田
説
に
い
う
第
一
と
第
二
の
用
例
は
後
述
す
る
と
お
り
、
日
本
の
古

文
献
に
み
え
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
第
三
は
平
田
篤
胤
の
神
道
や
山
崎
闇
斎

の
説
い
た
天
人
唯
一
・
君
臣
合
体
を
中
心
と
す
る
垂
加
神
道
の
た
ぐ
い
を

指
す
。
第
四
は
伊
勢
外
宮
の
神
官
ら
が
主
張
し
た
度
会
（
伊
勢
神
道
）
や

吉
田
神
社
の
吉
田
兼
倶
ら
が
力
説
し
た
吉
田
神
道
な
ど
が
相
当
す
る
。
第

五
は
国
家
神
道
に
象
徴
さ
れ
る
神
道
で
あ
り
、
第
六
は
当
時
の
実
行
敎
・

扶
桑
敎
・
御
嶽
敎
・
黒
住
敎
・
金
光
敎
・
天
理
敎
・
大
成
敎
・
禊
敎
・
神

習
敎
な
ど
の
神
道
十
三
派
で
あ
っ
た
。

　

津
田
説
の
問
題
点
は
、
ま
ず
第
一
の
「
古
く
か
ら
伝
へ
ら
れ
て
来
た
日

本
の
民
族
的
風
習
と
し
て
の
宗
敎
」
の
分
類
で
あ
る
。「
古
く
か
ら
」
と

い
う
の
は
伝
敎
以
前
の
倭
国
段
階
か
、
七
卋
紀
後
半
の
「
日
本
国
」
の
こ

ろ
な
の
か
、
よ
り
さ
か
の
ぼ
っ
た
縄
文
時
代
な
の
か
、
津
田
博
士
の
い
う

「
民
族
」
や
「
国
民
」
の
槪
念
が
き
わ
め
て
あ
い
ま
い
で
あ
っ
た
こ
と
は

別
に
指
摘
し
た）

9
（

。
と
く
に
み
の
が
せ
な
い
の
は
鎮
守
の
森
を
中
心
と
す
る

肝
心
の
神
社
神
道
が
欠
落
し
、
Ｗ
・
Ｇ
・
ア
ス
ト
ン
が
「
民
間
伝
承
や
慣

習
の
な
か
に
長
い
間
生
き
続
け
る
だ
ろ
う
し
、
日
本
人
の
特
徴
で
あ
る

も
っ
と
も
単
純
で
、
も
っ
と
も
物
質
的
な
神
の
側
面
へ
の
生
き
生
き
と
し

た
感
受
性
の
な
か
に
長
ら
く
生
き
つ
づ
け
る
だ
ろ
う
」
と
結
論
づ
け
た
民

俗
神
道）

（1
（

へ
の
言
及
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
し
て
や
承
久
年
間
（
一
二
一
九
─
一
二
二
二
）
に
宮
中
の
行
事
や
慣

例
を
九
二
項
に
わ
た
っ
て
ま
と
め
た
順
徳
天
皇
の
『
禁
祕
抄
』
に
「
凡
そ

禁
中
作
法
先
づ
神
事
、
後
に
他
事
」
と
さ
れ
た
と
お
り
の
現
在
に
お
よ
ぶ

宮
廷
神
廷
は
全
く
無
視
さ
れ
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
「
道
敎
に
関
す
る
い
く
ら
か
の
知
識
や
経
籍
も
伝
え
ら
れ

て
ゐ
た
に
違
ひ
な
い
が
、
宗
敎
と
し
て
の
道
敎
は
入
っ
て
來
な
か
っ
た
」

と
断
言
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
紀
元
前
三
卋
紀
の
こ
ろ
か
ら
中
国
で
具
体
化

し
た
不
老
長
生
の
神
仙
思
想
を
背
景
と
す
る
現
卋
利
益
的
信
仰
の
道
敎

は
、
紀
元
二
卋
紀
の
こ
ろ
か
ら
干
吉
や
張
角
ら
の
太
平
道
あ
る
い
は
張
道

陵
ら
の
五
斗
米
道
と
称
す
る
敎
団
道
敎
と
し
て
発
展
す
る
。
現
在
の
と
こ

ろ
道
觀
す
な
わ
ち
道
敎
の
寺
院
は
も
と
よ
り
、
道
觀
の
遺
楫
や
遺
跡
は
み

つ
か
っ
て
お
ら
ず
、
敎
団
道
敎
が
入
っ
た
形
跡
は
な
い
。
ほ
と
ん
ど
の
研

究
者
は
、
道
士
（
道
敎
の
敎
え
を
説
く
人
）
も
全
然
存
在
し
な
か
っ
た
と

い
う
が
、
私
は
こ
の
見
解
に
は
疑
問
を
も
っ
て
い
る
。
な
ぜ
か
と
い
う

と
、
後
に
修
験
道
の
開
祖
と
あ
お
が
れ
る
役
小
角
（
役
行
者
）
の
弟
子
に

韓
国
連
広
足
が
い
る
。

　

天
平
十
年
（
七
三
八
）
の
こ
ろ
に
で
き
た
「
大
宝
令
」
の
注
釈
書
で
あ

る
『
古
記
』（『
令
集
解
』
所
引
）
に
は
、
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「
道
術
符
禁
、
道
士
法
を
謂
ふ
な
り
、
今
辛
（
韓
）
国
連
是
を
行
な

ふ
」

と
書
き
と
ど
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
役
行
者
の
敎
え
に
は
道
敎
的
要
素

も
あ
っ
て）

（（
（

韓
国
連
に
は
道
士
的
性
格
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。

　

と
こ
ろ
で
津
田
説
の
よ
う
に
「
宗
敎
と
し
て
の
道
敎
は
入
っ
て
来
な

か
っ
た
」
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
古
代
の
宮
廷
神
道
の
重
要
行
事
で

あ
っ
た
大
祓
に
は
、
大
和
（
東
）
の
文
氏
や
河
内
（
西
）
の
文
氏
が
大
祓

の
お
り
に
は
道
敎
に
か
ん
す
る
「
呪ず

（
呪
言
）」
を
必
ず
奏
上
し
た
か
ら

で
あ
る
。

　

謹
請
、
皇
天
上
帝
、
三
極
大
君
、
日
月
星
辰
、
八
方
諸
神
、
司
命

司
籍
、
左
は
東
王
父
、
右
は
西
王
母
、
五
方
の
五
帝
、
四
時
の
四

氣
、
捧
ぐ
る
に
祿
人
を
も
ち
て
し
、
禍
災
を
除
か
む
こ
と
を
請
ふ
。

捧
ぐ
る
に
金
刀
を
も
ち
て
し
、
帝
祚
を
延
べ
む
こ
と
を
請
ふ
。
呪
に

曰
は
く
、
東
は
扶
桑
に
至
り
、
西
は
虞
淵
に
至
り
、
南
は
炎
光
に
至

り
、
北
は
弱
水
に
至
る
、
千
の
城
百
の
闕
、
精
治
萬
歳
、
萬
歳
萬

歳
。

　

皇
天
上
帝
を
は
じ
め
と
し
て
男
の
最
高
の
神
仙
で
あ
る
東
王
父
、
女
の

最
高
の
神
仙
で
あ
る
西
王
母
、
人
間
の
壽
命
を
つ
か
さ
ど
る
星
の
神
と
そ

の
帳
簿
を
管
掌
す
る
星
の
神
で
あ
る
司
命
司
籍
、
い
ず
れ
も
道
敎
と
関
係

す
る
。
明
ら
か
に
「
宗
敎
と
し
て
の
道
敎
は
入
っ
て
」
い
た
と
い
わ
ざ
る

え
な
い
。
そ
し
て
東
・
西
文
氏
の
「
呪
」
が
、
中
臣
氏
ら
が
中
心
に
な
っ

て
執
行
さ
れ
る
大
祓
よ
り
も
重
視
さ
れ
た
こ
と
は
、
持
統
太
上
天
皇
の
大

宝
二
年
（
七
〇
二
）
の
十
二
月
二
十
二
日
の
崩
去
を
う
け
て
、
同
月
三
十

日
「
大
祓
を
廃
せ
し
む
。
た
だ
し
東
西
文
部
の
解
除
（「
呪
」）
は
常
の
如

し
」（『
続
日
本
紀
』
に
よ
っ
て
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
明
ら
か
に

「
宗
敎
」
と
し
て
の
東
西
文
氏
の
呪
言
の
解
除
は
、
宮
廷
神
道
に
お
い
て

不
可
欠
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
も
そ
も
「
神
道
」
と
い
う
語
の
由
来
は
、
道
敎
に
あ
る
。
唐
の
房
玄

齢
が
編
集
し
た
『
晋
書
』
の
隠
逸
伝
で
は
、
道
家
の
道
を
「
神
道
」
と
よ

び
、
南
朝
宋
の
范
曄
が
撰
者
で
あ
る
『
後
漢
書
』
の
方
伎
伝
で
は
、
方
術

や
仙
術
な
ど
を
「
神
道
」
と
表
現
し
、
隠
逸
伝
で
は
「
道
家
の
道
」
を

「
惟
神
の
常
道
」
と
書
い
て
い
る
。
梁
の
陶
弘
景
に
よ
っ
て
確
立
し
た
敎

団
道
敎
は
、
南
京
市
東
南
の
茅
山
を
本
拠
に
し
た
の
で
茅
山
道
敎
と
よ
ば

れ
て
い
る
が
、
そ
の
茅
山
の
修
行
の
聖
地
（
華
陽
洞
天
）
の
円
形
の
立
石

（
玉
碣
）
に
は
「
神
道
在
今
」（
神
道
今
に
在
り
）
と
刻
ま
れ
て
い
た
と
い
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う
（『
真
告
』）。
こ
の
「
神
道
」
と
は
「
神
仙
の
道
」
で
あ
っ
た
。

　

茅
山
道
敎
の
唐
の
道
士
呉
筠
が
そ
の
著
『
玄
綱
論
』
の
「
神
道
を
も
っ

て
敎
を
説
く
章
や
「
神
道
を
畏お

そ

る
る
章
」
な
ど
で
道
敎
に
言
及
し
て
い
る

の
を
み
て
も
、
そ
の
「
神
道
」
が
神
仙
道
な
い
し
道
敎
を
意
味
し
て
い
た

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
日
本
の
国
王
の
称
号
で
あ
る
「
天
皇
」
は
、
春

秋
の
緯
書
の
『
合
誠
図
』
に
「
天
皇
大
帝
北
辰
星
（
北
極
星
）
な
り
」
に

由
来
す
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が）

（1
（

、
道
敎
で
は
扶
桑
大
帝
東

王
公
を
天
皇
と
あ
お
い
だ
。

　

道
敎
と
神
道
と
は
明
確
に
内
容
を
異
に
す
る
が
、
と
も
に
現
卋
利
益
的

要
素
が
强
く
、
死
後
の
卋
界
に
対
す
る
敎
理
が
稀
薄
で
あ
っ
た
こ
と
は
み

の
が
せ
な
い
。

三
、
古
典
の
神
道
と
そ
の
源
流

　
「
神
道
」
と
い
う
は
用
語
は
『
古
事
記
』
に
は
み
え
な
い
が
、『
日
本
書

紀
』
に
は
三
カ
所
に
み
え
て
い
る
。
そ
の
第
一
は
用
明
天
皇
の
即
位
前
紀

で
あ
り
、「
天
皇
、
仏
法
を
信う

け
た
ま
ひ
、
神
道
を
尊
び
た
ま
ふ
」
と
記

さ
れ
て
い
る
。「
神
道
を
尊
び
た
ま
ふ
」
の
内
容
は
、
用
明
天
皇
が
「
日

の
神
を
祀
る
」
こ
と
を
う
け
て
の
表
現
で
あ
ろ
う
。

　

第
二
は
孝
徳
天
皇
即
位
前
紀
に
述
べ
る
、
孝
徳
天
皇
は
「
仏
法
を
尊

び
、
神
道
を
軽
り
た
ま
ふ
」
で
あ
る
。
こ
の
「
神
道
を
軽
り
た
ま
ふ
」
の

内
容
は
、
は
っ
き
り
し
て
お
り
、
註
記
し
て
「
生
国
魂
社
の
樹
を
斮き

り
た

ま
ふ
の
類
、
是
な
り
」
と
書
く
。
孝
徳
天
皇
が
難
波
の
宮
の
造
營
の
お
り

に
、
生
国
魂
神
社
の
聖
な
る
樹
林
を
伐
採
し
て
の
利
用
を
指
し
て
の
記
述

で
あ
ろ
う
。

　

第
三
は
大
化
三
年
（
六
四
七
）
四
月
の
詔
の
な
か
の
「
惟
神
」
に
か
ん

す
る
「
隨
神
道
」
と
「
自
有
神
道
」
の
註
記
で
あ
る
。
こ
の
註
記
を
義
註

と
み
る
か
訓
註
と
す
る
か
で
論
議
は
わ
か
れ
て
お
り
、
な
か
に
は
後
人
の

追
記
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
た
と
え
ば
北
野
天
満
宮
の
古
寫
本
で
第
一
類

す
な
わ
ち
院
政
時
代
初
期
の
書
寫
に
も
こ
の
註
記
は
あ
っ
て
、
追
記
と
は

考
え
が
た
い
。

　
『
続
日
本
紀
』
の
延
暦
元
年
（
七
八
二
）
七
月
二
十
九
日
の
条
に
記
す

神
祗
官
及
び
陰
陽
寮
の
言
上
の
な
か
に
み
え
る
「
神
道
」、「
類
聚
三
代

格
」
の
延
暦
十
七
年
（
七
九
八
）
の
太
政
官
符
あ
る
い
は
『
類
聚
国
史
』

の
弘
仁
七
年
（
八
一
六
）
の
勅
な
ど
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
神
道
」
は
、

い
ず
れ
も
津
田
説
に
い
う
第
一
ま
た
は
第
二
、
と
く
に
「
神
の
権
威
、

力
、
は
た
ら
き
、
し
わ
ざ
、
神
と
し
て
の
地
位
、
神
で
あ
る
こ
と
、
も
し

く
は
神
そ
の
も
の
な
ど
を
さ
し
て
い
ふ
場
合
」
の
「
神
道
」
で
あ
る
こ
と

は
改
め
て
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。

　

開
祖
や
敎
祖
が
存
在
し
、
敎
典
や
施
設
な
ど
が
あ
る
敎
団
宗
敎
と
は
全
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く
異
な
る
、
自
然
を
畏
敬
し
、
自
然
と
人
間
が
共
生
す
る
神
そ
の
も
の
、

神
の
権
威
、
力
、
は
た
ら
き
、
し
わ
ざ
な
ど
を
「
神
道
」
と
表
現
し
た
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
私
の
い
う
「
共
生
」
と
は
、
た
ん
な
る
「
と
も
生
き
」

で
は
な
い
。
仲
よ
く
共
に
生
き
る
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
て
、
へ
た
を
す
る

と
現
状
維
持
に
な
り
か
ね
な
い
。
い
み
じ
く
も
『
古
事
記
』（
上
巻
）
が

「
共
生
」
を
「
と
も
生
み
」
と
古
訓
で
よ
ん
で
い
る
よ
う
に
、
自
然
を
オ

ソ
レ
・
ツ
ツ
シ
ミ
、
自
然
と
共
に
新
し
い
文
化
を
共
に
創
造
す
る
「
神

道
」
の
原
像
は
、
古
典
に
み
え
る
「
神
道
」
の
用
語
の
な
か
に
み
い
だ
す

こ
と
が
で
き
る
。

　

神
社
と
い
え
ば
本
殿
が
あ
り
、
拝
殿
の
あ
る
鎮
守
の
社
を
多
く
の
人
び

と
が
想
起
す
る
が
、
そ
も
そ
も
本
殿
と
い
う
社
の
建
物
が
具
体
化
し
て
く

る
の
は
、
五
卋
紀
す
な
わ
ち
古
墳
時
代
中
期
の
こ
ろ
か
ら
と
み
な
さ
れ
て

お
り
、
も
と
も
と
は
社
殿
は
な
く
、
そ
れ
以
前
は
カ
ミ
の
鎮
ま
る
山
す
な

わ
ち
神
奈
備
（
神
体
山
）、
や
聖
な
る
樹
木
や
柱
、
い
わ
ゆ
る
神
籬
や
神

柱
、
神
聖
な
磐
や
巨
石
つ
ま
り
磐
座
や
ス
ト
ー
ン
サ
ー
ク
ル
＝
磐
境
な
ど

が
神
の
降
臨
し
て
鎮
え
る
依よ

り
代し

ろ

で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
信
仰
は
縄
文
・
弥
生
の
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
。
有
名
な
秋
田

県
鹿
角
市
の
大
湯
の
環
状
列
石
（
野
中
堂
遺
跡
と
万
座
遺
跡
）
の
場
合
、

野
中
堂
で
は
中
央
に
高
さ
約
八
〇
セ
ン
チ
の
立
石
が
あ
っ
て
、
そ
の
ま
わ

り
に
放
射
線
状
に
石
を
な
ら
べ
た
組
石
が
あ
り
、
万
座
遺
跡
で
は
立
石
の

上
部
は
破
損
し
て
い
る
が
、
野
中
堂
遺
跡
よ
り
は
大
き
く
、
や
は
り
立
石

の
ま
わ
り
に
組
石
遺
構
が
あ
る
。
と
も
に
内
帶
と
外
帶
と
か
ら
な
る
環
状

列
石
が
あ
っ
て
、
野
中
堂
の
内
帶
は
径
約
一
四
メ
ー
ト
ル
、
外
帶
の
外
周

径
は
約
四
二
メ
ー
ト
ル
、
万
座
の
内
帶
は
径
約
一
六
メ
ー
ト
ル
、
外
帶
の

外
周
経
は
）
約
四
六
メ
ー
ト
ル
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
ス
ト
ー
ン
・
サ
ー
ク
ル
は
、
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
か
。
ま

だ
充
分
に
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
が
、
組
石
遺
楫
の
下
か
ら
屈
葬
で
遺
骸

を
葬
る
こ
と
の
で
き
る
土
壙
が
み
つ
か
り
、
野
中
堂
遺
跡
の
北
東
三
〇
〇

メ
ー
ト
ル
の
地
点
で
あ
ら
た
に
組
石
遺
構
群
が
検
出
さ
れ
、
二
基
の
組
石

下
土
壙
か
ら
甕
棺
、
他
の
一
基
か
ら
は
朱
塗
り
の
木
製
品
が
出
土
し
た
。

墓
地
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
こ
の
環
状
列
石
が
な
ん
ら
か
の
精
靈
と
交
流

す
る
場
で
あ
っ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
ろ
う
。

　

奈
良
県
桜
井
市
三
輪
に
鎮
座
す
る
大
神
神
社
に
は
本
殿
は
な
い
。
寛
文

四
年
（
一
六
六
四
）
に
造
營
さ
れ
重
要
文
化
財
の
拜
殿
の
奥
に
三
ツ
鳥
居

が
あ
っ
て
、
そ
の
奥
は
禁
足
地
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
は
標
高
四
六
七
メ
ー

ト
ル
、
周
囲
一
六
キ
ロ
の
神
奈
備
の
三
輪
山
と
な
る
。
こ
の
神
体
山
は

「
三
諸
の
神
奈
備
」・「
神
岳
」「
神
山
」・「
真
穏
御
諸
山
」
な
ど
と
よ
ば

れ
、
こ
の
山
に
は
奥
の
盤
座
・
中
の
磐
座
・
辺へ

の
磐
座
の
磐
座
群
が
あ
っ

て
、
今
も
山
そ
の
も
の
が
お
山
と
し
て
ま
つ
ら
れ
て
い
る
。

　

京
都
市
西
京
区
嵐
山
宮
町
の
松
尾
大
社
は
、
朱
雀
・
村
上
両
天
皇
の
代
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（
九
三
〇
─
九
六
七
）
の
行
事
を
中
心
と
す
る
有
職
故
実
の
書
で
あ
る

『
本
朝
月
令
』
所
引
の
『
秦
氏
本
系
帳
』
に
よ
っ
て
、
大
宝
元
年
（
七
〇

一
）
に
新
羅
系
の
渡
来
氏
族
で
あ
る
秦
都
理
が
創
建
し
た
社
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
が
、
松
尾
大
社
の
裏
山
の
松
尾
分
土
山
の
大
杉
谷
に
は
巨
大
な

磐
座
が
あ
る
。
旧
御
鎮
座
場
と
よ
ば
れ
る
祭
祀
遺
跡
で
あ
っ
た
。
埼
玉
県

神
川
町
二
の
宮
に
祭
祀
さ
れ
て
い
る
金
鑚
神
社
も
本
殿
の
な
い
社
と
し
て

有
名
で
あ
る
。
中
門
・
拝
殿
の
奥
は
神
奈
備
の
御
室
獄
で
あ
っ
て
、
古
き

社
の
姿
を
今
に
伝
え
る
。

　

聖
な
る
樹
林
に
カ
ミ
の
降
臨
を
あ
お
い
だ
信
仰
は
、
た
と
え
ば
『
万
葉

集
』
に
〝
木
綿
か
け
て
い
つ
、
こ
の
神
社
越
え
ぬ
べ
く
思
は
ゆ
る
か
も
恋

の
繁
き
に
〟（
一
三
七
八
）
と
か
〝
山
科
の
石
田
の
社
に
布
佐
置
か
ば
け

だ
し
吾
妹
に
た
だ
に
逢
は
む
か
も
〟（
一
七
三
一
）
な
ど
と
、
神
社
や
社

を
古
訓
で
「
も
り
」
と
よ
ん
で
い
る
の
を
み
て
も
わ
か
る
。
天
平
五
年

（
七
三
三
）
に
完
成
し
た
『
出
雲
国
風
土
記
』
の
秋
鹿
郡
女
心
高
野
の
条

に
は
、「
上
頭
に
樹
林
あ
り
、
此
は
則
ち
神
の
社
な
り
」
と
あ
る
の
は
、

聖
な
る
樹
林
が
神
の
社
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
を
有
力
に
物
語
る
。

　

そ
の
信
仰
が
神
聖
な
木
柱
に
カ
ミ
が
宿
る
と
す
る
信
仰
を
生
む
。
そ
の

よ
う
な
神
柱
の
信
仰
は
縄
文
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
。
縄
文
時
代
の
前
期
か

ら
中
期
に
か
け
て
の
青
森
市
の
三
内
丸
山
遺
跡
の
巨
大
な
木
柱
列
を
は
じ

め
金
沢
市
の
チ
カ
モ
リ
遺
跡
の
直
径
約
六
メ
ー
ト
ル
の
円
を
描
く
木
柱

列
、
あ
る
い
は
石
川
県
能
登
町
の
真
脇
遺
跡
の
木
柱
列
な
ど
に
は
、
カ
ミ

の
依
り
代し

ろ

と
し
て
の
信
仰
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
住
居
跡
地
内

で
な
く
、
非
居
住
地
区
に
存
在
す
る
。
環
状
木
柱
列
は
富
山
県
小
矢
部
市

の
櫻
町
遺
跡
で
も
出
土
し
て
お
り
、
円
形
柱
穴
跡
ば
か
り
で
な
く
、
方
形

の
柱
穴
跡
も
長
野
県
茅
野
市
の
阿
久
尻
遺
跡
な
ど
で
も
み
つ
か
っ
て
い

る
。

　

御
柱
と
い
え
ば
寅
歳
と
申
歳
に
勇
壯
に
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
御
柱
祭
が

有
名
で
あ
る）

（1
（

。
長
野
県
諏
訪
市
の
諏
訪
大
社
は
上
社
（
本
宮
・
前
宮
）・

下
社
（
春
宮
・
秋
宮
）
の
い
わ
ゆ
る
二
社
四
宮
の
古
社
で
あ
る
。
四
社
の

四
囲
に
高
さ
五
丈
五
尸
（
約
一
六
・
七
メ
ー
ト
ル
）
の
一
之
御
柱
（
二
以

下
は
五
丈
）
を
は
じ
め
四
本
ず
つ
御
柱
が
立
つ
。
現
行
は
モ
ミ
の
木
だ

が
、
古
く
は
ツ
ガ
・
サ
ワ
ラ
・
マ
ツ
・
カ
ラ
マ
ツ
な
ど
も
使
用
さ
れ
た
。

諏
訪
四
社
の
御
柱
が
四
本
だ
か
ら
、
一
般
に
は
諏
訪
の
御
柱
は
す
べ
て
四

本
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
長
野
県
大
鹿
村
の
葦
原
神
社
の
御
柱
は
一
本
、

同
県
小
川
村
の
小
川
神
社
の
御
柱
は
二
本
で
あ
る
。
一
本
・
二
本
の
御
柱

は
か
な
り
あ
っ
て
、
同
県
千
曲
市
の
船
山
神
も
一
本
の
御
柱
で
あ
る
。
屋

敷
神
の
御
柱
も
一
本
で
あ
り
、
も
と
も
と
の
カ
ミ
の
依
り
代
と
し
て
の
御

柱
は
一
本
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

諏
訪
の
地
域
で
は
諏
訪
大
社
の
御
柱
を
「
大
宮
の
御
柱
」
と
よ
び
、
大

社
の
攝
社
・
末
社
や
各
集
落
の
御
柱
や
屋
敷
神
の
御
柱
は
「
小
宮
の
御
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柱
」
と
い
う
。
延
文
元
年
（
一
三
五
六
）
の
「
諏
訪
大
明
神
画
詞
」
に

「
数
十
本
の
御
柱
上
下
ノ
大
木
、
一
本
別
一
二
千
人
の
力
ニ
テ
採
用
」
と

記
す
の
は
、
二
社
四
宮
だ
け
で
は
な
く
、
攝
社
・
末
社
を
含
め
て
の
御
柱

で
あ
ろ
う
。

　

古
態
の
一
本
の
御
柱
が
、
四
囲
に
立
て
ら
れ
る
四
本
へ
と
推
移
し
た
の

は
、
聖
域
を
囲
む
四
囲
の
御
柱
へ
と
変
化
し
た
た
め
で
は
な
い
か
。

　

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
諏
訪
大
社
も
ま
た
本
殿
の
な
い
古
社
の
た
た

ず
ま
い
を
い
ま
に
伝
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
上
社
本
宮
の
神
奈
備
は
守

屋
山
で
あ
り
、
そ
の
社
叢
は
禁
足
地
と
な
っ
て
お
り
、
守
屋
山
の
山
頂
に

は
磐
座
群
が
あ
り
、
中
腹
に
も
巨
石
の
磐
座
が
あ
る
。
現
地
へ
お
も
む
い

て
本
宮
の
守
屋
山
側
に
硯
石
と
称
す
る
巨
石
の
磐
座
が
存
在
す
る
こ
と
を

知
っ
た
。
現
在
の
よ
う
な
社
殿
の
配
置
に
な
っ
た
の
は
、
古
代
末
期
か
ら

中
卋
の
初
期
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
古
く
は
現
在
の
神
楽
殿
が
拝
殿
の
役

割
を
に
な
っ
て
、
そ
こ
か
ら
磐
座
と
神
奈
備
（
守
屋
山
）
を
拝
ん
で
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　

神
柱
を
象
徴
す
る
の
は
伊
勢
神
宮
正
殿
床
下
の
中
心
に
立
て
ら
れ
る
心

の
御
柱
で
あ
り
、
大
社
造
に
代
表
さ
れ
る
神
殿
中
央
の
岩
根
の
御
柱
で
あ

る
。
心
の
御
柱
に
つ
い
て
は
弘
安
二
年
の
『
内
宮
仮
殿
遷
宮
記
』
に
「
地

上
三
尺
三
寸
許
、
地
中
二
尺
余
」
と
あ
り
、
鎌
倉
時
代
後
期
の
伝
書
『
心

の
御
柱
記
』
に
は
「
地
上
三
尺
、
根
二
尺
」
と
あ
る
。
出
雲
大
社
境
内
地

遺
跡
の
登
掘
調
査
が
開
始
さ
れ
た
の
は
、
平
成
十
一
年
（
一
九
九
九
）
の

九
月
一
日
か
ら
で
あ
っ
た
が
、
岩
根
の
御
柱
を
中
心
に
九
本
の
柱
が
田
の

字
形
に
な
ら
ぶ
出
雲
大
社
本
殿
は
、
造
營
の
設
計
図
と
も
い
う
べ
き
「
金か

な

輪わ

御
造
營
差さ

し

図ず

」
に
対
應
す
る
南
側
の
宇う

豆ず

柱ば
し
らが

姿
を
み
せ
た
翌
年
の

四
月
五
日
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
九
月
二
十
六
に
は
南
東
の
側
柱
、
つ
い
で

九
月
二
十
八
日
に
は
岩
根
の
御
柱
が
確
認
さ
れ
た
。
杉
の
巨
柱
三
本
を
金

輪
で
組
合
せ
た
直
経
約
三
メ
ー
ト
ル
の
御
柱
で
あ
っ
た
。
岩
根
の
御
柱
の

下
の
板
材
の
年
輪
年
代
が
測
定
さ
れ
、
伐
採
年
は
安
貞
元
年
（
一
二
二

七
）
の
数
年
後
と
さ
れ
た
。

　

社
伝
で
は
本
殿
の
高
さ
十
六
丈
（
約
四
十
八
メ
ー
ト
ル
）
と
伝
え
ら

れ
、
天
祿
元
年
（
九
七
〇
）
に
源
爲
憲
が
ま
と
め
た
『
口
遊
』
に
、「
雲

太
・
和
二
・
京
三
」
と
し
て
、
出
雲
の
本
殿
は
日
本
で
高
さ
第
一
と
さ
れ

た
。
建
築
学
界
で
も
十
六
丈
説
は
疑
問
と
さ
れ
て
い
た
が
、
昭
和
四
〇
年

（
一
九
六
五
）
の
六
月
に
出
版
し
た
『
出
雲
の
神
話
』（
淡
交
社
）
で
、
現

地
に
三
度
お
も
む
き
「
十
六
丈
の
高
さ
を
有
す
る
本
殿
が
、
こ
の
宮
地
に

造
營
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
た
。
こ
の
た
び
の

登
掘
調
査
で
、
十
六
丈
説
の
可
能
性
は
高
ま
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　

神
柱
や
神
奈
備
、
磐
座
や
磐
境
な
ど
は
、
本
殿
が
あ
り
拝
殿
が
あ
る
神

の
社
の
源
流
と
し
て
改
め
て
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
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四
、
国
際
性
と
折
口
古
代
学

　

日
本
の
神
道
は
日
本
人
の
み
の
信
仰
で
あ
り
、
島
国
日
本
の
な
か
で
の

み
発
展
し
た
と
考
え
て
い
る
人
が
多
い
。
だ
が
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

　

神
社
神
道
は
も
と
よ
り
宗
派
神
道
な
ど
に
お
い
て
も
、
祓
や
禊
は
重
要

な
祭
儀
の
行
法
と
し
て
現
在
も
う
け
つ
が
れ
て
い
る
。
し
か
し
祓
や
禊
は

日
本
の
み
で
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
。
中
国
周
代
の
官
制
を
記
た
『
周し

ゅ

礼ら
い

』
に
も
「
祓
除
」
は
み
え
て
お
り
、
前
漢
の
許
愼
の
『
説
文
解
字
』
に

も
「
祓
」
は
「
惡
を
除
く
祭
な
り
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
南
朝
宋
の
范ば

ん

曄よ
う

が
ま
と
め
た
『
後
漢
書
』（
礼
儀
志
）
に
は
、「
是
月
（
三
月
）
上
巳
、

官
民
皆
、
東
流
水
上
に
禊
す
」
と
あ
っ
て
、「
洗
濯
祓
除
」
す
る
こ
と
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
三
月
上
巳
は
後
に
三
日
と
定
ま
り
、
三
月
の
禊

は
春
禊
、
七
月
十
四
日
に
行
な
う
禊
は
秋
禊
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。

春
禊
や
秋
禊
は
年
中
行
事
に
な
っ
て
、
中
国
の
古
典
に
し
ば
し
ば
み
え

る
。

　

春
禊
が
朝
鮮
半
島
で
も
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
た
と
え
ば
高
麗
の

僧
一
然
が
編
集
し
た
『
三
国
遺
事
』
が
引
用
す
る
『
駕か

洛ら

国
記
』
に
、
加

耶
（
加
羅
）
の
始
祖
と
さ
れ
る
首し

ゅ

露ろ

（
王
）
が
亀
百
峰
に
降
臨
し
た
日

が
、「
三
月
禊
浴
の
日
」
と
す
る
の
に
も
う
か
が
わ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
三
月
禊
浴
の
習
俗
は
、
沖
縄
県
の
先
島
で
行
な
わ
れ
て
い
る

旧
三
月
三
日
の
サ
ニ
ツ
に
も
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
宮
古
諸
島
で
浜

下お

り
と
い
い
、
海
の
砂
を
踏
む
。
狩
俣
で
は
よ
も
ぎ
の
葉
を
入
れ
て
作
っ

た
草
餅
や
お
に
ぎ
り
を
も
っ
て
子
供
た
ち
が
貝
拾
い
に
で
か
け
、
幼
児
な

ど
に
は
海
の
砂
を
持
ち
帰
っ
て
踏
ま
せ
る
。
多
良
間
島
で
は
、
サ
ニ
ツ
の

日
以
降
旧
暦
十
月
ま
で
、
数
家
族
の
集
団
で
浜
下
り
を
す
る
と
い
う
。
こ

れ
を
イ
ム
ウ
ブ
サ
カ
と
よ
び
、
海
岸
の
ウ
ガ
ム
ジ
ョ
（
拝
所
）
に
貝
や
魚

な
ど
を
供
え
て
健
康
を
祈
る
と
い
う
の
も
、
春
禊
に
由
来
す
る
。
三
月
三

日
の
雛
祭
り
や
こ
れ
に
関
連
す
る
雛
流
し
の
古
態
も
、
さ
か
の
ぼ
れ
ば
春

禊
に
も
と
づ
く
と
い
っ
て
よ
い
。

　

い
ま
は
祓
や
禊
が
東
ア
ジ
ア
の
卋
界
に
連
動
す
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、

日
本
の
神
道
は
島
国
の
な
か
で
発
展
し
な
が
ら
、
海
上
の
道
に
よ
っ
て
東

ア
ジ
ア
と
連
動
し
た
点
の
あ
る
こ
と
を
み
の
が
せ
な
い
。

　

神
道
は
元
来
排
他
的
で
は
な
い
。
欽
明
朝
に
百
済
か
ら
仏
敎
が
伝
来
し

た
お
り）

（1
（

、『
日
本
書
紀
』
は
仏
を
「
蕃
神
」（
欽
明
天
皇
十
三
年
十
月
の

条
）
と
表
記
し
、『
元
興
寺
縁
起
』
は
「
他
国
神
」
と
書
く
ほ
か
、『
日
本

靈
異
記
』
は
「
隣
国
の
客
神
」・「
仏
神
」
な
ど
と
述
べ
る
よ
う
に
、
仏
敎

受
容
の
当
初
か
ら
神
仏
習
合
の
要
素
が
濃
厚
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
来
訪

神
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

神
宮
寺
と
し
て
は
、
天
平
九
年
（
七
三
七
）
か
ら
宇
佐
八
幡
宮
の
弥
勒

寺
の
造
營
が
本
格
化
し
て
有
名
だ
が
、
私
が
調
べ
た
限
り
で
は
、
福
井
県



神道の原像─ （（ ─

越
前
町
の
剱
神
社
の
神
宮
寺
が
早
い
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
剱
神
社
に

は
神
護
景
雲
四
年
（
七
七
〇
）
の
国
宝
梵
鐘
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の

銘
文
に
よ
っ
て
、「
剱
御
子
寺
」
と
い
う
神
宮
寺
の
存
在
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
剱
神
社
境
内
か
ら
は
礎
石
が
み
つ
か
っ
て
お
り
、
そ
の
形
式

が
い
わ
ゆ
る
白
鳳
時
代
の
も
の
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
同
町
織
田
の
窯

跡
か
ら
は
、
や
は
り
白
鳳
の
軒
平
瓦
・
軒
丸
瓦
な
ど
が
み
つ
か
っ
て
い

る）
（1
（

。

　

折
口
信
夫
博
士
は
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
の
『
ア
ラ
ラ
ギ
』（
十
一

月
号
）
に
発
表
さ
れ
た
「
異
郷
意
識
の
進
展
」、
つ
い
で
大
正
九
年
の

『
国
学
院
雜
誌
』（
五
月
号
）
に
執
筆
さ
れ
た
「
妣は

は

が
国
へ
、
常
卋
へ
─
異

郷
意
識
の
起
伏
」
以
後
、
繰
り
返
し
他
界
観
念
の
問
題
を
探
究
し
つ
づ
け

て
き
た
。
大
正
十
一
年
・
大
正
十
三
年
の
沖
縄
採
訪
に
よ
っ
て
決
定
的
と

な
る
折
口
博
士
独
自
の
〝
ま
れ
び
と
〟
論
も
、
こ
う
し
た
他
界
觀
念
の
た

ゆ
ま
ぬ
研
究
の
な
か
で
の
所
產
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
論
文
の
冒
頭
で
論
じ
た
Ｗ
・
Ｇ
・
ア
ス
ト
ン
の
「
靈
の
槪
念
認
識

や
靈
の
人
格
化
が
弱
い
」
な
ど
と
し
た
神
道
批
判
が
い
か
に
誤
っ
て
い
た

か
は
、
折
口
博
士
の
他
界
觀
念
に
対
す
る
不
断
の
考
察
の
成
果
に
も
反
映

さ
れ
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
「
古
代
学
」
と
用
語
を
日
本
で
最
初
の
使
っ
た
の
は
、
昭
和

三
年
（
一
九
二
八
）
の
『
氷
川
学
報
』（
第
十
五
号
）
に
お
け
る
「
上
代

文
化
研
究
法
に
つ
い
て
」
と
い
う
折
口
論
文
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
折
口

古
代
学
に
お
け
る
他
界
觀
念
の
追
究
は
、
重
要
な
分
野
を
占
め
て
い
る
。

折
口
博
士
の
最
晩
年
の
論
文
が
、
死
の
前
年
（
昭
和
二
十
八
年
）
の
夏
に

ま
と
め
ら
れ
た
「
民
族
史
觀
に
お
け
る
他
界
觀
念）

（1
（

」
で
あ
っ
た
の
も
い
わ

れ
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
最
後
の
論
文
で
は
「
完
全
に
他
界
に
居
る
こ
と
の
出
来
ぬ
未
完
成

の
靈
魂
の
あ
り
よ
う
を
探
索
し
、「
神
道
以
前
の
神
道
」
を
さ
か
の
ぼ
っ

て
さ
ぐ
る
こ
と
が
執
拗
に
問
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
の
み
の
が
せ
な
い

一
節
を
引
用
し
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
「
他
界
に
お
け
る
霊
魂
と
今
生
の
人
間
と
の
交
渉
に
つ
い
て
の
信
仰

を
、
最
純
正
な
形
と
信
じ
、
其
を
以
て
『
神
』
の
姿
だ
と
信
じ
て
来
た
の

が
、
日
本
の
特
殊
信
仰
で
、
唯
一
の
合
理
的
な
考
え
方
の
外
に
は
、
虚
構

な
ど
を
加
え
る
こ
と
な
く
、
極
め
て
簡
明
に
、
古
代
神
道
の
相
貎
は
出
来

あ
が
っ
た
。
其
が
極
め
て
切
実
に
、
祖
裔
関
係
で
組
織
せ
ら
れ
て
ゐ
る
こ

と
を
感
じ
さ
せ
る
の
が
、
宮
廷
神
道
で
あ
る
。
之
を
解
放
し
て
、
祖
先
と

子
孫
と
を
、
単
な
る
霊
魂
と
霊
魂
の
姿
に
見
更あ

ら
ため

る
こ
と
が
、
神
道
以

前
の
神
道
な
の
だ
と
思
ふ
。」

　

日
本
を
神
々
を
祖
先
の
神
々
の
系
譜
（
神
統
譜
）
に
お
り
こ
ん
だ
「
宮

廷
神
道
」
で
は
な
く
、「
之
を
解
放
」
し
て
、「
靈
魂
と
靈
魂
の
姿
」
と
し

て
見
更
め
る
こ
と
が
、
原
神
道
の
卋
界
に
つ
な
が
る
と
い
う
指
摘
の
も
つ
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意
味
は
、
深
く
か
つ
重
い
。

　

戦
時
中
の
折
口
博
士
が
国
家
神
道
と
無
関
係
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
し
か
し
民
俗
神
道
を
重
視
し
た
折
口
古
代
学
は
、
国
家
や
宮
廷
と
結

び
つ
い
た
神
道
に
は
批
判
的
で
あ
っ
た
。
新
し
い
神
道
神
学
を
い
か
に
し

て
樹
立
す
る
か
。
昭
和
二
十
年
の
秋
か
ら
昭
和
二
十
二
年
の
三
月
ま
で
、

神
道
神
学
に
か
ん
す
る
折
口
博
士
の
講
義
を
熱
心
に
受
講
し
た
が
、
そ
の

講
義
に
は
折
口
古
代
学
が
生
き
て
い
た
。
今
こ
そ
日
本
文
化
の
基
層
を
形

づ
く
っ
て
き
た
神
道
の
原
像
を
、
あ
ら
た
な
見
地
か
ら
再
発
見
す
べ
き
で

は
な
い
か
。

註（1
）
Ｗ
・
Ｇ
・
ア
ス
ト
ン
に
つ
い
て
は
『
神
道
と
東
ア
ジ
ア
の
卋
界
』（
徳
間
書
店
）

で
詳
述
し
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
）
本
居
宣
長
『
古
事
記
伝
』
三
之
巻

（
（
）
上
田
正
昭
『
日
本
神
話
』（
岩
波
書
店
）
や
同
『
日
本
の
神
話
を
考
え
る
』（
小
学

館
）
な
ど
で
、
天
孫
降
臨
神
話
は
詳
し
く
考
察
し
た
。

（
（
）
白
江
恒
夫
、
大
ハ
ラ
ヘ
（
詞
の
完
成
）（『
古
事
記
研
究
大
成
』
所
収
、
高
村
書
店
）

（
（
）
贖
罪
の
思
想
と
贖
罪
の
神
の
問
題
は
『
古
代
学
と
は
何
か
』（
藤
原
書
店
）
の
「
結

び
の
章
」
で
も
言
及
し
た
。

（
6
）
中
野
玄
三
「
山
越
阿
弥
陀
図
の
仏
敎
思
想
史
的
考
察
」（『
悔
過
の
芸
術
』
所
収
、

法
蔵
館
）

（
（
）
わ
か
り
や
す
い
の
は
日
本
名
著
シ
リ
ー
ズ
の
『
平
田
篤
胤
』（
所
収
の
『
靈
能
真

柱
』、
中
央
公
論
社
）
で
あ
る
。

（
（
）
平
田
篤
胤
の
『
靈
能
真
柱
』
に
つ
い
て
は
『
古
代
学
と
は
何
か
』（
藤
原
書
店
）

の
「
日
本
の
神
道
の
課
題
」
で
も
詳
述
し
た
。

（
9
）
上
田
正
昭
「
津
田
史
学
の
方
法
と
課
題
」（『
日
本
古
代
国
家
成
立
史
の
研
究
』
所

収
、
青
木
書
店
）

（
10
）
私
が
「
民
俗
神
道
」
と
い
う
用
語
を
使
い
は
じ
め
た
の
は
、
昭
和
五
十
六
年
（
一

九
八
一
）
の
『
探
訪
神
々
の
ふ
る
里
』（
小
学
館
）
の
編
者
と
な
っ
た
こ
ろ
か
ら

で
あ
る
。

（
11
）
上
田
正
昭
「
後
行
者
の
原
像
」（『
古
代
道
敎
と
朝
鮮
文
化
』
所
収
、人
文
書
院
）。

（
12
）
津
田
左
右
吉
「
天
皇
考
」、『
日
本
上
代
史
の
研
究
』
所
収
（『
津
田
左
右
吉
全
集
』

第
三
巻
、
岩
波
書
店
）

（
1（
）
上
田
正
昭
監
修
『
図
説
御
柱
祭
』（
郷
土
出
版
社
）
で
御
柱
祭
を
詳
述
し
た
。

（
1（
）
仏
敎
の
伝
来
年
に
つ
い
て
は
、『
日
本
書
紀
』
は
壬
申
年
（
五
五
二
年
）
と
し
、

『
上
宮
聖
徳
清
王
帝
説
』
や
『
元
興
寺
縁
起
并
流
記
資
財
帳
』
で
は
犬
午
年
（
五

三
八
）
と
す
る
が
、
仏
像
や
経
典
な
ど
よ
り
も
重
視
す
べ
き
は
仏
敎
の
敎
え
を
説

く
僧
の
渡
来
年
で
あ
っ
て
戊
辰
年
（
五
四
八
）
説
を
提
唱
し
た
（『
聖
徳
太
子
』

平
凡
社
）。

（
1（
）
長
崎
県
福
江
島
の
「
か
く
れ
切
支
丹
」
を
調
査
し
た
お
り
に
、
產
士
神
社
の
本
殿

の
な
か
に
聖
母
マ
リ
ア
像
が
あ
り
、
慶
長
年
間
（
一
五
九
六
─
一
六
一
五
）
の

「
オ
ラ
シ
ョ
」（
唱
え
言
）
に
「
パ
ラ
イ
ソ
（
天
国
）
に
ま
す
イ
カ
ヅ
チ
ノ
カ
ミ
」

と
あ
っ
て
、
神
基
習
合
の
存
在
を
知
っ
た
。

（
16
）『
折
口
信
夫
全
集
』（
第
十
六
巻
所
収
、
中
央
公
論
社
）


