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は
じ
め
に

旧
暦
十
月
に
行
わ
れ
る
出
雲
大
社
の
神
在
祭
に
お
い
て
は
、
諸
々

の
縁
が
結
ば
れ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
結
ば
れ
る
縁
の
中
で
、

最
も
人
々
に
知
ら
れ
て
い
る
の
は
男
女
の
縁
で
あ
ろ
う
。
実
際
、出
雲

大
社
で
は
、
平
成
二
十
一
年
か
ら
旧
十
月
十
五
日
に
「
縁
結
び
大
祭
」

が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
年
は
、W
E
B
で
の
広
報
が

中
心
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
日
本
全
国
か
ら
多
く
の
参
拝
者
を

迎
え
、
大
祭
が
終
了
し
た
後
も
祈
願
者
の
受
付
が
終
わ
ら
な
い
程
の

盛
況
ぶ
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
翌
平
成
二
十
二
年
か
ら
は
旧
十
月

十
七
日
に
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

小
論
は
、
出
雲
大
社
を
は
じ
め
と
し
た
諸
社
の
神
在
祭
お
よ
び
出

雲
へ
の
神
集
い
伝
承
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
に
議
論
さ
れ

て
き
た
の
か
、
と
り
わ
け
山
陰
民
俗
学
会
に
お
け
る
そ
れ
を
中
心
に

ま
と
め
な
が
ら
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
神
在
祭
に
関
し
て
検
討
し
て
き

た
内
容
を
、
補
筆
・
修
正
を
加
え
な
が
ら
論
じ
た
い
。
そ
の
上
で
、
出

雲
（
大
社
）
で
の
縁
結
び
信
仰
が
ど
の
よ
う
に
成
立
し
て
き
た
の
か
、

推
測
を
含
め
な
が
ら
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

山
陰
民
俗
学
会
と
神
在
祭
研
究

山
陰
民
俗
学
会
に
お
い
て
、
神
在
祭
を
積
極
的
に
取
り
上
げ
た
の

は
、「
出
雲
民
俗
の
会
」
時
代
の
『
出
雲
民
俗
』
二
一
号
（
一
九
五
三

年
）
で
あ
ろ
う
。
こ
の
号
は
神
祭
り
に
あ
た
っ
て
物
忌
み
を
す
る
民

俗
を
扱
っ
た
「
日
忌
信
仰
」
の
特
集
で
、
出
雲
民
俗
の
会
に
よ
る
共

同
研
究
の
調
査
の
成
果
で
あ
る
。
こ
の
中
で
神
在
祭
（
お
忌
み
さ
ん
）

が
扱
わ
れ
て
い
る
。
後
述
す
る
が
神
在
祭
が
日
忌
信
仰
の
特
集
号
で

扱
わ
れ
た
こ
と
自
体
、
神
在
祭
研
究
が
収
穫
祭
の
前
の
物
忌
み
と
い

う
視
点
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

本
号
に
は
、
現
在
で
は
行
わ
れ
て
い
な
い
神
事
の
様
子
が
記
録
さ

れ
て
い
る
な
ど
貴
重
な
報
告
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、朝
山
神
社
で
は

神
等
去
出
の
日
に
来
年
の
収
穫
を
占
う
御
種
組
が
行
わ
れ
る
こ
と
、

神
魂
神
社
で
は
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
ま
で
十
一
日
に
夜
通
し
の
神

楽
（
神
能
）
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
、多
賀
神
社
で
は
二
十
五
日
夕
方

に
川
魚
の
供
え
、翌
朝
に
は
梅
の
枝
で
「
お
立
ち
お
立
ち
」
と
叫
び
な

が
ら
社
殿
を
叩
い
て
回
っ
た
こ
と
、
万
九
千
社
の
神
等
去
出
祭
は
か

つ
て
白
枝
氏
（
屋
号
万
九
千
）
の
表
座
敷
で
行
わ
れ
て
お
り
、
ま
た

縁
結
び
信
仰
と
神
在
祭

品
　
川
　
知
　
彦
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受
け
て
、
こ
れ
を
展
開
・
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
出

雲
に
参
集
す
る
神
格
が
農
耕
神
的
な
性
格
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
神
参

集
伝
承
の
背
景
に
「
田
の
神
去
来
」
信
仰
が
あ
り
、
出
雲
へ
の
神
参

集
伝
承
は
、
収
穫
後
、
本
来
は
山
へ
戻
る
は
ず
の
田
の
神
の
行
き
先

が
出
雲
に
転
嫁
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
捉
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
の
傍
証
と
し
て
、
十
二
月
八
日
に
出
雲
に
赴
き
、
二
月
八
日
に

地
元
に
戻
る
と
い
う
よ
う
な
神
無
月
と
は
無
関
係
の
伝
承
が
多
い
こ

と
を
挙
げ
る
。
例
え
ば
石
塚
も
、「
い
わ
ゆ
る
神
送
り
・
神
迎
え
の
問

題
」
に
お
い
て
、
神
集
い
伝
承
に
触
れ
、
出
雲
の
滞
在
期
間
が
神
無

月
と
大
き
く
ず
れ
て
い
る
伝
承
が
、
東
北
か
ら
北
関
東
の
一
部
、
さ

ら
に
九
州
の
山
間
部
に
あ
る
こ
と
に
注
目
し
な
が
ら
「
こ
の
状
況
は
、

こ
の
伝
承
が
な
に
を
背
景
と
し
て
い
る
か
を
考
え
る
上
に
大
き
な
暗

示
に
な
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
）
（
（

」
と
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

多
く
の
伝
承
を
比
較
し
な
が
ら
、中
央
か
ら
離
れ
た
場
所
（
交
通
が
発

達
し
て
い
な
い
場
所
）
に
古
い
事
例
が
残
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
た

重
出
立
証
法
に
基
づ
き
な
が
ら
、
神
集
い
伝
承
を
田
の
神
去
来
信
仰

に
結
び
付
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
留
守
神
と
そ
の
神
格
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
も
柳
田
の「
神

無
月
の
留
守
神
は
家
の
神
で
あ
っ
た
ら
し
い
）
（
（

」
と
い
う
指
摘
を
受
け

て
展
開
す
る
。
例
え
ば
郷
田
洋
文
は
「
留
守
神
」
に
お
い
て
、出
雲
に

参
集
す
る
神
も
留
守
神
も
と
の
に
家
の
神
系
の
神
格
で
、
か
つ
農
耕

神
的
な
性
格
が
強
い
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
留
守
神
を
田
の
神
去

来
の
去
来
伝
承
が
脱
落
し
た
も
の
と
捉
え
、
田
の
神
去
来
の
一
類
型

「
お
立
ち
お
立
ち
」
と
叫
び
な
が
ら
境
内
を
青
竹
で
叩
い
て
回
っ
た
こ

と
な
ど
で
あ
る
。

さ
て
山
陰
民
俗
学
会
に
お
い
て
神
在
祭
に
つ
い
て
積
極
的
な
発
言

を
行
っ
た
の
は
、
石
塚
尊
俊
と
佐
太
神
社
前
宮
司
の
朝
山
晧
で
あ
ろ

う
。
石
塚
は
『
出
雲
民
俗
』
二
一
号
所
載
の
「
お
忌
み
諸
社
の
成
立
」

を
は
じ
め
、『
出
雲
信
仰
』（
雄
山
閣
、
一
九
八
六
年
）
や
『
神
去
来
』

（
慶
友
社
、
一
九
九
五
年
）
な
ど
に
お
い
て
、
朝
山
は
『
出
雲
民
俗
』

二
一
号
所
載
の
「
神
名
火
山
の
祭
儀
」
を
は
じ
め
、「
出
雲
神
在
祭
の

起
原
に
就
い
て
」（『
國
學
院
雑
誌
』
三
九
巻
二
・
三
号
、
一
九
三
三

年
、後
に
『
出
雲
信
仰
』
所
載
）
な
ど
に
お
い
て
重
要
な
指
摘
を
行
っ

て
い
る
。
ま
た
『
山
陰
民
俗
』
四
四
号
（
一
九
八
五
年
）
所
載
の
「
神

在
祭
・
新
嘗
祭
問
状
答
」
は
、
石
塚
か
ら
の
書
状
に
対
す
る
朝
山
な
ら

び
に
出
雲
大
社
国
造
で
あ
っ
た
千
家
尊
統
の
返
答
を
収
め
た
も
の
だ

が
、
こ
こ
に
お
い
て
も
、
朝
山
は
神
在
祭
に
お
け
る
吉
田
神
道
の
影
響

力
な
ど
重
要
な
見
解
を
示
し
て
い
る
。

筆
者
は
か
つ
て
「
出
雲
へ
の
神
参
集
伝
承
の
再
検
討
に
向
け
て
」

（『
山
陰
民
俗
研
究
』
四
号
、
一
九
九
八
年
）
に
お
い
て
、
神
在
祭
・
神

参
集
伝
承
に
関
す
る
学
説
史
を
整
理
し
な
が
ら
そ
の
問
題
点
を
指
摘

し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
概
略
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

神
在
祭
・
神
集
い
伝
承
に
関
す
る
論
考
は
、
大
き
く
分
け
て
四
つ

の
主
題
を
巡
っ
て
展
開
し
て
い
る
。
第
一
は
、
神
参
集
伝
承
と
参
集

す
る
神
格
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
神
参
集
伝
承
の
背
景
に
「
神
の

御
降
り
御
昇
り
と
い
ふ
信
仰
）
（
（

」
が
あ
る
と
い
う
柳
田
国
男
の
示
唆
を
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崩
御
し
た
た
め
、
そ
の
埋
葬
の
地
、
佐
太
神
社
へ
神
々
が
孝
行
の
た

め
に
集
う
、
と
し
た
神
集
い
の
理
由
を
、
吉
田
兼
俱
以
来
の
説
と
し
、

「
兼
俱
が
天
下
に
号
令
し
て
説
け
ば
、
日
本
の
す
み
ず
み
ま
で
周
知
さ

れ
る
は
当
然
と
存
じ
ま
す
）
（
（

」
と
記
し
、吉
田
神
道
の
影
響
力
に
も
そ
の

理
由
を
求
め
て
い
る
。
ま
た
石
塚
は
神
集
い
伝
承
の
背
景
に
田
の
神

去
来
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
出
雲
が
選
択
さ
れ
た
理
由

に
お
い
て
は
朝
山
の
カ
ン
ナ
ビ
山
起
原
説
を
継
承
し
、「
お
忌
み
諸
社

の
成
立
」
で
は
「
出
雲
の
お
忌
み
は
神
名
樋
山
の
祭
り
に
始
ま
る
で
あ

ろ
う
と
思
う
）
（
（

」
と
述
べ
る
。
そ
の
上
で
、古
代
末
か
ら
中
世
の
熊
野
系

の
神
人
の
活
動
、
出
雲
大
社
で
は
中
世
末
以
後
の
御
師
の
活
動
、
佐

太
神
社
で
は
、
佐
太
神
社
で
の
神
参
集
の
由
来
を
語
る
神
能
「
大
社
」

の
出
雲
国
内
で
の
普
及
活
動
な
ど
に
よ
っ
て
神
参
集
の
地
が
出
雲
と

な
っ
て
い
っ
た
理
由
を
想
定
し
て
い
る
）
（1
（

。

こ
の
よ
う
な
学
説
史
の
整
理
の
も
と
、
拙
稿
で
は
四
つ
の
問
題
点

を
指
摘
し
て
お
い
た
。
第
一
に
、出
雲
に
赴
か
な
い
留
守
神
を
田
の
神

去
来
の
枠
組
み
で
捉
え
よ
う
と
し
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、

余
り
に
も
田
の
神
去
来
を
重
視
し
過
ぎ
た
点
で
あ
る
。
第
二
に
、
何

故
、
出
雲
に
参
集
す
る
の
か
が
十
分
に
は
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

点
で
あ
る
。
石
塚
に
よ
る
出
雲
大
社
御
師
説
も
「
出
雲
大
社
の
信
仰

を
扶
植
す
る
た
め
に
歩
く
以
上
、
そ
れ
が
神
在
祭
の
伝
承
を
弘
布
し

な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
）
（（
（

」
と
述
べ
る
に
留
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
朝
山
の
吉
田
神
道
の
影
響
力
に
つ
い
て
も
、
イ
ザ
ナ
ミ
を
中
心

と
し
た
神
集
い
の
理
由
が
な
ぜ
吉
田
兼
俱
の
説
な
の
か
、
な
ど
の
点

と
し
て
把
握
し
て
い
く
）
（
（

。

第
三
は
神
無
月
と
霜
月
と
の
関
係
、
換
言
す
れ
ば
収
穫
祭
が
十
月

で
あ
っ
た
か
、
十
一
月
で
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
柳
田
は
、

収
穫
祭
は
本
来
十
一
月
に
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
十
月
は
そ

の
た
め
の
物
忌
み
の
期
間
で
あ
っ
た
と
捉
え
、
神
在
祭
を
祭
と
は
い

え
な
い
も
の
で
収
穫
祭
の
た
め
の
物
忌
み
と
し
て
消
極
的
に
位
置
づ

け
て
い
る
）
（
（

。
石
塚
も
『
出
雲
民
俗
』
二
一
号
を
「
日
忌
信
仰
」
の
特
集

号
と
し
た
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
こ
の
脈
略
で
神
在
祭
を
捉
え
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
、
本
来
、
収
穫
祭
は
十
月
に
行
わ
れ
て
い
た
も
の

で
、
こ
こ
に
神
在
祭
の
源
流
を
捉
え
よ
う
と
し
た
の
が
朝
山
で
あ
る
。

朝
山
は
、
古
代
に
お
い
て
新
嘗
（
神
嘗
）
祭
は
十
月
に
行
わ
れ
て
お

り
、
出
雲
で
は
そ
れ
は
諸
神
を
カ
ン
ナ
ビ
山
に
迎
え
て
新
穀
を
献
じ

る
カ
ン
ナ
ビ
山
祭
の
形
態
を
と
っ
た
と
す
る
。
神
在
祭
は
、収
穫
祭
の

た
め
の
物
忌
み
で
は
な
く
、
物
忌
み
し
て
祝
う
新
嘗
祭
で
あ
っ
た
と

積
極
的
に
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
）
（
（

。

第
四
に
何
故
、神
集
い
の
地
が
出
雲
と
さ
れ
た
か
で
あ
る
。
す
で
に

述
べ
た
よ
う
に
民
俗
学
の
立
場
で
は
、
田
の
神
の
行
き
先
が
出
雲
に

な
っ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
た
た
め
、
こ
の
問
題
は
余
り
検
討

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
一
方
、朝
山
は
神
在
祭
の
源
流
を
カ
ン
ナ
ビ
山

祭
と
し
た
上
で
、
出
雲
に
お
い
て
の
み
こ
れ
が
盛
大
に
行
わ
れ
、
こ

れ
が
後
に
継
承
さ
れ
て
司
祭
者
の
縁
故
の
神
社
に
伝
わ
っ
た
も
の
と

捉
え
、
こ
こ
に
神
集
い
の
地
が
出
雲
と
な
っ
た
理
由
を
求
め
て
い
る
）
（
（

。

さ
ら
に
「
神
在
祭
・
新
嘗
祭
問
状
答
」
で
は
、
イ
ザ
ナ
ミ
が
十
月
に
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も
し
く
は
農
耕
神
的
な
神
格
が
中
心
で
は
な
い
以
上
、神
集
い
伝
承
を

田
の
神
去
来
の
枠
組
み
の
み
で
捉
え
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
こ
と

を
改
め
て
論
じ
た
。
そ
の
上
で
神
集
い
伝
承
の
成
立
契
機
、と
り
わ
け

そ
れ
が
全
国
的
な
伝
承
と
な
っ
た
契
機
と
し
て
、田
の
神
去
来
と
は
別

の
枠
組
み
を
提
示
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

佐
太
神
社
神
在
祭

個
別
的
な
神
社
と
し
て
佐
太
神
社
を
取
り
上
げ
、
上
述
の
第
三
・
第

四
の
問
題
、
お
よ
び
朝
山
が
指
摘
し
た
吉
田
神
道
の
影
響
力
お
よ
び

カ
ン
ナ
ビ
山
起
原
説
を
扱
っ
た
の
が
、
拙
稿
「
佐
太
神
在
祭
考
）
（（
（

」
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
、
佐
太
神
社
の
神
在
祭
に
関
す
る
解
釈
の
変
遷
を
、

祀
り
手
と
し
て
の
神
職
層
と
、
祀
り
手
以
外
の
神
職
や
国
学
者
の
そ

れ
と
に
分
け
て
整
理
し
な
が
ら
論
を
進
め
て
い
る
。
解
釈
の
変
遷
を

あ
え
て
祀
り
手
と
祀
り
手
以
外
に
分
け
て
論
じ
た
の
は
、
そ
の
相
互

関
係
な
ど
を
確
認
す
る
た
め
で
あ
る
。

佐
太
神
社
に
お
い
て
は
、
中
世
末
か
ら
近
代
初
め
に
至
る
ま
で
、
祀

り
手
・
祀
り
手
以
外
の
者
に
お
い
て
も
、
基
本
的
に
は
祖
神
イ
ザ
ナ
ミ

に
対
す
る
孝
行
の
た
め
に
十
月
に
参
集
す
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
解
釈
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、（
一
）
イ
ザ
ナ
ミ
が
十
月
に
崩
御

し
た
こ
と
、（
二
）
佐
太
神
社
を
イ
ザ
ナ
ミ
の
埋
葬
地
（
比
婆
山
）
と

捉
え
る
こ
と
、（
三
）
祖
神
に
対
す
る
孝
行
の
た
め
に
神
々
が
集
う
と

に
お
い
て
は
、
書
簡
と
い
う
性
格
は
あ
る
に
せ
よ
明
確
と
は
言
え
な

い
。
第
三
に
、
神
が
参
集
す
る
出
雲
側
の
各
社
の
神
在
祭
に
つ
い
て

個
別
的
・
歴
史
的
な
研
究
が
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。

歴
史
的
に
は
各
社
そ
れ
ぞ
れ
の
論
理
で
神
在
祭
を
行
っ
て
い
た
筈
で

あ
り
、
そ
れ
を
一
括
し
て
田
の
神
の
去
来
先
と
し
て
捉
え
る
だ
け
で

は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
第
四
に
、
民
俗
学
に
よ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
先

行
し
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
に
せ
よ
、
神
在
祭
に
関
す
る
神
職
や
国

学
者
な
ど
の
解
釈
や
思
想
が
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
点
で
あ

る
。
神
参
集
伝
承
を
い
わ
ゆ
る
民
間
伝
承
と
し
て
捉
え
る
と
し
て
も
、

そ
こ
に
は
神
職
な
ど
の
宗
教
思
想
と
の
相
互
関
連
が
あ
っ
た
筈
で
あ

り
、
こ
の
相
互
関
係
の
中
に
神
参
集
伝
承
の
成
立
契
機
を
見
て
取
る

こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。

拙
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
に
問
題
点
を
整
理
し
た
上
で
、
第
一
の
問
題

を
明
確
に
す
る
た
め
に
、民
間
伝
承
と
し
て
の
神
集
い
伝
承
を
再
検
討

し
た
。
そ
の
結
果
、家
の
神
も
し
く
は
農
耕
神
的
な
神
格
の
出
雲
へ
の

神
集
い
伝
承
は
伝
承
全
体
か
ら
み
れ
ば
多
数
を
占
め
る
も
の
で
は
な

く
、
ま
た
神
無
月
と
は
無
関
係
な
参
集
も
全
体
か
ら
見
れ
ば
少
数
に

過
ぎ
な
い
こ
と
、
逆
に
、
出
雲
に
集
う
神
格
は
氏
神
・
鎮
守
と
い
っ
た

い
わ
ば
神
社
神
道
的
な
神
格
が
多
数
で
あ
り
、と
り
わ
け
神
無
月
の
暦

通
り
に
参
集
す
る
伝
承
に
お
い
て
は
、神
社
神
道
的
な
神
格
が
四
割
を

占
め
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、神
社
神
道
的
な
神
格
の

背
景
に
家
の
神
も
し
く
は
農
耕
神
的
な
神
格
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定

で
き
な
い
と
し
て
も
、
伝
承
全
体
か
ら
み
れ
ば
、
集
う
神
格
が
家
の
神
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し
な
が
ら
こ
こ
で
は
、
イ
ザ
ナ
キ
が
十
月
に
崩
御
し
、
佐
太
神
社
の
宮

山
と
し
て
の
垂
見
山
に
埋
葬
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
イ
ザ
ナ

ミ
が
十
月
に
崩
御
し
た
こ
と
を
記
す
の
は
、
祀
り
手
の
手
に
よ
る
も

の
で
は
な
い
が
、『
神
社
啓
蒙
』
を
著
し
た
白
井
宗
因
に
よ
る
寛
文
八

（
一
六
六
八
）
年
の
「
佐
陀
神
社
記
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
下
記
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
）
（（
（

。

 

神
無
月
　
夫
佐
陀
大
社
和
伊
舎
那
美
尊
也
、（
中
略
）
後
無
上
月

迺
十
日
阿
摩
利
六
日
忍
神
避
賜
布
、宮
地
緒
此
國
能
定
目
乃
麓
似
定
傳
、

葬
奉
侶
、
蓋
出
雲
此
波
山
乃
説
此
遠
謂
歟

こ
の
縁
起
は
文
面
か
ら
先
の
「
佐
陀
大
社
縁
起
」
な
ど
を
参
照
し
て
記

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
推
測
で
き
、
遅
く
と
も
こ
の
頃
に
は
イ
ザ
ナ
キ

で
は
な
く
イ
ザ
ナ
ミ
が
十
月
に
崩
御
し
た
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
推
測
で
き
る
。

詳
述
は
避
け
る
が
、
こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
佐
太
神
社
へ
の
神

集
い
の
理
由
は
、
吉
田
家
と
佐
太
神
職
家
と
の
相
互
関
係
の
も
と
、
吉

田
兼
俱
な
ど
吉
田
神
道
の
説
を
基
盤
と
し
、
祖
神
に
対
す
る
諸
神
の

尊
崇
を
当
然
視
す
る
視
座
を
背
景
に
、祖
神
を
ス
サ
ノ
ヲ
か
ら
『
詞
林

采
葉
抄
』
で
本
来
的
と
捉
え
ら
れ
た
イ
ザ
ナ
ミ
に
転
換
す
る
こ
と
で

成
立
し
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
崩
御
し
た
神

格
を
イ
ザ
ナ
キ
か
ら
イ
ザ
ナ
ミ
へ
と
転
換
し
た
背
景
に
、
吉
田
神
道

の
影
響
が
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
す
で
に
述
べ
た
よ

う
に
朝
山
は
、
神
集
い
の
地
が
出
雲
と
さ
れ
た
理
由
を
吉
田
神
道
の

影
響
力
の
中
に
見
て
い
た
が
、
拙
稿
に
よ
り
こ
の
影
響
力
に
つ
い
て

い
う
三
つ
の
視
点
が
必
要
で
あ
る
。（
一
）
は
当
然
な
が
ら
記
紀
に
は

見
え
ず
、
管
見
の
限
り
で
は
、
吉
田
兼
俱
に
よ
る
『
日
本
書
紀
神
代
巻

抄
』
の
「
十
月
ニ
崩
御
ア
ル
ソ
、
サ
ル
ホ
ト
ニ
、
十
月
を
神
無
月
ト
云

ソ
、
九
月
ニ
テ
群
陰
剥
尽
シ
テ
、
十
月
ハ
極
陰
ソ
、
十
一
月
ニ
一
陽
来

復
ス
ル
ハ
、
陰
神
再
蘇
也
）
（（
（

」
と
の
記
述
を
初
出
と
す
る
。
ま
た
（
二
）

の
視
点
も
、
兼
俱
が
記
し
た
と
さ
れ
る
『
延
喜
式
神
明
帳
頭
註
』
に

「
佐
陀
。
伊
弉
並
尊
。
神
代
岩
隠
地
）
（（
（

」
と
の
記
載
を
現
状
で
は
初
出
と

し
て
い
る
。（
三
）
は
佐
太
神
社
に
神
々
が
集
い
、
そ
れ
故
に
「
神
在

社
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
な
ど
を
記
し
た
十
四
世
紀
半
ば
頃
の
歌
学
書

『
詞
林
采
葉
抄
』
に
、
日
本
の
神
々
の
祖
神
で
あ
る
（
出
雲
大
社
に
祀

ら
れ
る
）
ス
サ
ノ
ヲ
を
尊
崇
す
る
た
め
に
神
々
が
集
う
こ
と
が
す
で

に
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、『
詞
林
采
葉
抄
』
で
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
を
祖

神
と
み
な
す
こ
と
は
不
審
で
あ
り
、
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
、
も
し
く

は
ア
マ
テ
ラ
ス
が
祖
神
と
し
て
尊
敬
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
も
記
さ
れ

て
い
る
）
（（
（

。

一
方
、
祀
り
手
の
立
場
で
は
、
明
応
四
（
一
四
九
五
）
年
の
「
佐
陀

大
社
縁
起
」
に
、「
神
在
ノ
月
ノ
事
、
伊
弉
諾
尊
十
月
十
一
日
ニ
示
シ
玉
フ

病
相
ヲ
十
七
日
ノ
暁
刀
刻
ニ
隠
サ
セ
玉
ヒ
テ
（
中
略
）
以
垂
見
山
ヲ
為
御
庿
所

ト
也
（
中
略
）
當
社
者
本
朝
ノ
宗
廟
諸
神
ノ
父
母
ナ
ル
故
ニ
諸
神
為
顕
孝
行

之
義
必
集
玉
フ
焉
是
故
ニ
他
国
ハ
十
月
ヲ
以
名
神
無
月
ト
當
國
ハ
以
十
月
号

神
在
月
ト

　」）
（（
（

と
記
さ
れ
、
佐
太
神
社
に
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
が
祀
ら

れ
て
お
り
、
二
神
は
神
々
の
父
母
で
あ
る
故
に
そ
の
孝
行
の
義
を
示

す
た
め
に
神
々
が
佐
太
神
社
に
集
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
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ビ
山
祭
に
源
流
を
持
つ
、
い
わ
ば
新
嘗
祭
と
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。

出
雲
大
社
神
在
祭

個
別
的
な
神
社
と
し
て
出
雲
大
社
を
取
り
上
げ
、
佐
太
神
社
と
同

様
の
手
法
を
用
い
な
が
ら
上
述
の
第
三
・
第
四
の
問
題
を
扱
っ
た
の

が
、拙
稿
「
出
雲
大
社
神
在
祭
考
）
（1
（

」
で
あ
る
。
そ
の
概
要
は
以
下
の
通

り
で
あ
る
。
　

出
雲
大
社
へ
な
ぜ
神
が
参
集
す
る
の
か
、
祀
り
手
以
外
の
手
に
よ

る
資
料
を
見
る
と
、
そ
の
主
張
に
は
大
き
く
分
け
て
次
の
四
つ
が
あ

る
。
第
一
は
祖
神
（
宗
神
・
母
神
）
に
対
す
る
尊
崇
で
あ
る
。
こ
の

考
え
方
は
す
で
に
触
れ
た
十
四
世
紀
半
ば
の
『
詞
林
采
葉
抄
』（
ス
サ

ノ
ヲ
を
祖
神
と
み
な
す
）
や
十
八
世
紀
初
頭
の
「
事
相
方
内
伝
草
案
）
（（
（

」

（
神
無
月
の
由
来
と
し
て
出
雲
大
社
で
母
神
孝
行
の
神
事
が
な
さ
れ

る
と
記
す
）な
ど
に
見
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
主
に
佐
太
神
社
で
展

開
さ
れ
た
こ
の
解
釈
は
、
出
雲
大
社
に
対
し
て
は
定
着
し
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
。

第
二
は
、
出
雲
大
社
祭
神
（
ス
サ
ノ
ヲ
）
が
十
月
を
司
る
が
故
に
、

神
々
が
出
雲
大
社
に
集
う
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
周
知
の
通
り
、出

雲
大
社
は
中
世
に
は
ス
サ
ノ
ヲ
を
主
祭
神
と
し
て
お
り
、
オ
オ
ク
ニ

ヌ
シ
へ
の
復
帰
は
十
六
世
紀
末
に
そ
の
端
緒
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、

一
定
程
度
の
裏
付
け
が
で
き
た
も
の
と
思
う
。

そ
れ
で
は
カ
ン
ナ
ビ
山
は
、
佐
太
神
社
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
捉

え
ら
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
佐
太
神
社
に
伝
わ
る
縁
起
等
の
中
で
、

明
確
な
形
で
カ
ン
ナ
ビ
山
が
記
さ
れ
る
の
は
天
和
四
（
一
六
八
四
）
年

の
「
佐
田
大
社
之
記
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
「
神
名
火
山
下
之
足
日
山

（
中
略
）
伊
並
尊
崩
是
國
、
遂
葬
垂
日
山
）
（（
（

」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

宝
永
三
（
一
七
○
六
）
年
の
「
佐
陀
大
社
勘
文
」
で
も
、「
風
土
記
曰
、

神
名
火
山
（
中
略
）
所
謂
佐
太
太
神
神
社
、
即
彼
山
下
之
。
足
日
山

云
々
。
足
日
山
者
佐
太
宮
山
也
。
又
名
三
笠
山
。
又
名
不
老
山
）
（（
（

」と
記

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
お
い
て
、神
名
火
山
は
足
日
山
に
比
定
さ
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
祀
り
手
の
意
識
と
し
て
は
、

「
佐
陀
大
社
縁
起
」
以
来
、
足
日
山
は
イ
ザ
ナ
ミ
の
埋
葬
地
と
し
て
重

要
視
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
神
名
火
山
は
埋
葬
地
と
し
て
の
足
日

山
を
根
拠
付
け
る
補
強
と
し
て
後
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
見
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
神
在
祭
の
源
流
に
カ
ン
ナ
ビ
山
祭

が
あ
っ
た
可
能
性
は
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
し
ろ
、
少
な
く

と
も
「
佐
陀
大
社
縁
起
」
以
後
の
資
料
で
見
る
限
り
、カ
ン
ナ
ビ
山
は

江
戸
時
代
初
期
頃
に
足
日
山
を
補
強
す
る
た
め
に
位
置
づ
け
ら
れ
た

も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
朝
山
が
提
示
し
た
神
在
祭
の
カ

ン
ナ
ビ
山
祭
起
原
説
は
再
検
討
の
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

中
世
末
以
来
、
基
本
的
に
一
貫
し
て
い
た
佐
太
神
社
の
神
集
い
の

理
由
は
、
明
治
に
な
り
主
祭
神
が
イ
ザ
ナ
ミ
か
ら
佐
太
大
神
に
変
化

し
た
こ
と
に
伴
い
、
朝
山
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
現
在
で
は
カ
ン
ナ
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を
司
っ
て
い
る
が
故
に
、神
々
が
出
雲
大
社
に
集
う
と
し
て
い
る
）
（（
（

。
ま

た
平
田
篤
胤
は
、
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
は
死
後
霊
魂
の
赴
く
幽
冥
界
を
も

支
配
す
る
と
捉
え
、（
十
月
）
一
五
日
に
、
大
社
に
て
、
天
下
諸
神
の

邪
正
、
人
間
の
善
悪
を
別
ち
給
）
（（
（

」
う
と
記
し
て
い
る
。

一
方
出
雲
大
社
側
で
は
、
上
述
の
第
二
か
ら
第
四
の
考
え
方
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
慶
長
十
三
（
一
六
○
八
）
年
の
「
国
造
北
島
氏
願

書
案
」
に
は
「
年
中
十
二
月
之
内
十
月
ヲ
、大
社
明
神
御
つ
か
さ
と
り

給
）
（（
（

」
と
記
さ
れ
る
。
ま
た
同
年
の
「
国
造
北
島
広
孝
覚
書
案
」
に
は
以

下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
）
（（
（

。

 

大
社
之
御
文
者
、
亀
甲
ニ
有
文
字
也
、
有
文
字
者
十
月
ト
書
之
、
当

社
者
陰
神
而
在
乾
ニ
神
宮
也
。
号
日
隅
宮
、
十
月
ヲ
専
ニ
用
之
事
、

神
道
之
神
秘
也
、
故
十
月
ヲ
御
文
ニ
用
来
事

こ
れ
ら
は
直
接
、
神
集
い
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
神
在
祭
を
主

管
す
る
北
島
家
の
十
月
に
対
す
る
意
識
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
者
は
十
月
を
出
雲
大
社
祭
神
が
司
っ
て
い
る
こ
と
、
後
者
は
出
雲

大
社
が
乾
（
極
陰
の
場
所
）
に
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
祀
り
手

以
外
の
立
場
で
み
た
考
え
方
と
の
比
較
か
ら
、
こ
こ
に
神
在
祭
に
対

す
る
意
識
を
見
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。
し
か
し
ス
サ
ノ
ヲ
を
前
提

と
し
た
前
者
の
考
え
方
は
、
主
祭
神
の
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
へ
の
復
帰
の

た
め
か
、
管
見
の
限
り
こ
れ
以
後
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

後
者
の
陰
陽
説
に
基
づ
く
考
え
方
は
、
出
雲
大
社
寛
文
度
の
造
営

を
主
導
し
た
佐
草
自
清
に
よ
っ
て
展
開
し
て
い
る
。『
出
雲
水
青
随

筆
』
顕
國
玉
神
条
で
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
）
（（
（

。

基
本
的
に
は
寛
文
度
の
造
営
に
向
け
た
動
向
の
中
で
果
た
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
た
め
か
、
こ
の
考
え
方
は
中
世
の
資
料
に
散
見
し
て
い
る
。

例
え
ば
、『
古
今
和
歌
集
頓
阿
序
注
』
に
は
「
そ
さ
の
を
の
み
こ
と
は

出
雲
の
国
を
領
じ
て
、
毎
年
十
月
ひ
と
つ
き
を
つ
か
さ
ど
り
て
、
今
に

て
も
、
十
月
は
も
ろ
〳
〵
の
神
た
ち
お
お
や
し
ろ
に
ま
い
り
あ
つ
ま

り
給
ふ
に
よ
り
て
、よ
の
国
に
て
は
神
無
月
と
云
な
り
）
（（
（

」
と
記
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
見
地
は
、十
七
世
紀
半
ば
の
『
貞
徳
文
集
』
な
ど
に
見
ら

れ
る
が
、
主
祭
神
の
復
帰
以
後
こ
と
さ
ら
主
張
す
る
資
料
は
少
な
い
。

第
三
は
陰
陽
の
考
え
に
基
づ
く
も
の
で
、
略
言
す
れ
ば
極
陰
の
時

（
十
月
）、極
陰
の
場
所
（
出
雲
）
に
す
べ
て
の
陽
（
神
）
が
集
う
こ
と

で
、
陽
の
来
復
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
い

わ
ば
こ
の
陰
陽
説
で
出
雲
へ
の
神
集
い
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
資
料

は
多
い
が
、
直
接
出
雲
大
社
へ
の
神
集
い
を
説
く
も
の
は
限
ら
れ
る
。

例
え
ば
十
八
世
紀
の
『
出
雲
鍬
』
に
は
「
出
雲
者
陰
陽
始
終
之
神
国
、

杵
築
ハ
神
祇
会
之
霊
社
大
社
鎮
坐
于
日
隅
ノ
宮
、
巳
来
殊
ニ
十
月
専

ラ
祭
礼
侍
ル
）
（（
（

」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

第
四
は
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
が
幽
事
を
収
め
て
い
る
こ
と
に
基
づ
く
考

え
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
日
本
書
紀
』
第
九
段
一
書
第
二
の
神
話
に
由

来
す
る
も
の
で
、
オ
オ
ナ
ム
チ
（
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
）
が
神
事
・
幽
事

（
目
に
見
え
な
い
こ
と
・
神
々
に
関
す
る
こ
と
）
を
司
る
が
故
に
出
雲

大
社
に
集
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
当
然
だ
が
、こ
の
考
え
方
は
主
祭

神
が
オ
オ
ク
ヌ
ヌ
シ
に
復
帰
以
後
の
も
の
と
な
る
。
例
え
ば
文
政
二

（
一
八
一
九
）
年
の
『
神
社
問
答
』
で
は
、
オ
オ
ナ
ム
チ
が
神
幽
の
事
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名
を
永
く
子
孫
に
つ
た
え
（
後
略
）

こ
こ
で
は
、オ
オ
モ
ノ
ヌ
シ
（
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
）
が
幽
事
を
司
っ
て
お

り
、
そ
の
た
め
十
月
に
神
々
は
出
雲
大
社
に
参
集
し
、
男
女
の
縁
な
ど

様
々
な
こ
と
を
決
定
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
見

地
は
千
家
尊
福
に
受
け
継
が
れ
、例
え
ば
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
の

『
出
雲
大
神
』
で
は
、
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
が
死
後
の
世
界
を
含
ん
だ
幽
冥

界
を
主
宰
し
、
国
々
に
国
津
神
、
産
土
神
を
派
遣
し
て
治
め
さ
せ
て

い
る
が
、
毎
年
十
月
に
こ
れ
ら
の
神
々
を
集
め
て
、
そ
の
年
の
報
告
、

来
年
の
事
柄
を
協
議
す
る
、
と
現
在
に
つ
な
が
る
考
え
方
を
示
し
て

い
る
の
で
あ
る
）
（1
（

。

こ
の
よ
う
に
出
雲
大
社
に
お
い
て
も
、
国
学
者
な
ど
と
の
相
互
関

係
の
も
と
、
時
代
時
代
に
よ
っ
て
異
な
る
考
え
方
か
ら
神
在
祭
・
神
集

い
伝
承
を
捉
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
少
な
く
と
も
十
七
世
紀
初

ま
で
は
、
陰
陽
説
と
と
も
に
出
雲
大
社
祭
神
が
十
月
を
統
治
し
て
い

る
と
い
っ
た
、
お
そ
ら
く
歌
学
か
ら
生
じ
た
所
謂
中
世
神
話
を
土
台

と
し
な
が
ら
神
集
い
を
説
明
し
、
主
祭
神
の
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
の
復
帰

後
は
陰
陽
説
で
、
や
が
て
十
八
世
紀
後
半
か
ら
は
幽
顕
説
で
説
明
す

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

出
雲
神
在
祭
の
共
通
基
盤

略
述
し
て
き
た
各
社
の
神
在
祭
に
つ
い
て
の
個
別
的
・
歴
史
的
研

 

日
本
者
神
國
也
、
八
雲
立
出
雲
者
、
神
國
之
中
ノ
神
國
也
如
何
ン
ト

ナ
レ
ハ
主
リ
玉
フ
神
ノ
事
ヲ
大
己
貴
ノ
神
、
日
隅
ノ
宮
鎭
座
ス
故
ニ
云
爾
、

且
又
毎
年
諸
神
聚
會
之
靈
地
也

 

卜
部
家
ニ
十
月
陽
皆
盡
ク
、
依
之
神
無
月
ト
號
ス
、
然
ニ
諸
神
出

雲
大
社
二
集
ヒ
給
フ
ニ
ヨ
リ
、
雲
州
ニ
神
在
月
ト
稱
ス
ト
云
、
非

本
説
也
、
水
青
云
、
是
萬
物
歸
根
有
合
本
之
義
、
故
ニ
於
大
社
ニ
十

月
神
在
リ
ノ
祭
リ
、
自
往
古
之
神
秘
也

こ
こ
で
は
吉
田
家
に
伝
わ
る
考
え
方
を
否
定
し
つ
つ
、
基
本
的
に
陰

陽
説
に
も
と
づ
き
な
が
ら
、出
雲
（
大
社
）
が
万
物
起
原
の
霊
地
で
あ

る
が
故
に
、
出
雲
に
神
々
集
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
一
方

で
、
出
雲
が
神
国
と
さ
れ
る
理
由
に
お
い
て
、
神
集
い
と
と
も
に
、
オ

オ
ナ
ム
チ
が
神
事
を
司
っ
て
い
る
こ
と
に
触
れ
て
い
る
こ
と
は
、
後

の
第
四
の
考
え
方
に
つ
な
が
っ
て
く
る
点
で
重
要
で
あ
ろ
う
。

第
四
の
考
え
方
が
明
瞭
と
な
る
の
は
、
豊
後
・
筑
後
国
を
担
当
し

た
出
雲
大
社
御
師
、
佐
々
誠
正
に
よ
る
安
永
二
（
一
七
七
三
）
年
の

『
大
社
幽
冥
誌
』
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
佐
草
に
よ
る
万
物
起
原
の
霊

地
と
し
て
の
出
雲
大
社
の
位
置
づ
け
を
継
承
し
な
が
ら
も
、
神
集
い

の
理
由
に
つ
い
て
は
オ
オ
モ
ノ
ヌ
シ
の
神
徳
の
中
で
次
の
よ
う
に
記

し
て
い
る
）
（（
（

。

 

葦
原
中
津
国
の
顕
露
を
執
て
国
土
を
主
り
給
ふ
、
其
政
務
は
皇

孫
尊
に
授
け
玉
ひ
し
か
ど
も
毎
年
の
神
在
月
に
領
給
ふ
八
百
万

の
神
を
集
め
、
其
れ
国
〃
に
お
ゐ
て
矩
規
を
た
て
か
く
れ
の
こ

と
の
制
禁
を
と
る
の
示
し
あ
り
、
ま
た
男
女
の
縁
を
結
び
て
家
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元
文
年
間
「
六
所
社
祭
祀
次
第
記
」・
・
・「（
十
月
）
十
一
日
、

御
法
事
御
供
熟
也
」

真
名
井
神
社

 

永
禄
六
（
一
五
六
三
）
年
「
伊
弉
諾
社
神
田
注
文
」・
・
・「
や
た
の

法
事
田
壱
段
大
　
八
百
尻
　
十
月
十
一
日
御
祭
田
」

こ
の
よ
う
に
、
各
社
と
も
十
月
に
神
が
集
う
と
考
え
ら
れ
、
十
一
日

に
「
御
法
事
（
忌
み
）」
御
供
が
献
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
天

正
十
一
年
（
一
五
八
三
）
の
「
神
魂
社
造
營
覺
斷
簡
」
に
は
「
日
本
ハ

み
な
神
國
と
い
ひ
な
が
ら
、
い
さ
な
き
・
い
さ
な
み
御
天
神
影
向
之
所

（
中
略
）
出
雲
の
國
と
号
せ
ら
れ
、
當
山
に
御
社
を
祝
奉
る
、
地
神
御

代
ニ
至
、
諸
神
も
面
々
い
に
し
へ
あ
か
め
、
御
孝
之
之
次
第
を
あ
ら
ハ

し
（
中
略
）
日
本
神
國
也
、
其
中
に
も
出
雲
國
ハ
神
國
の
眼
也
）
（（
（

」
と

記
さ
れ
、ま
た
時
代
は
下
が
る
が
上
記
の
「
神
魂
社
由
緒
注
進
」
に
は

「
神
魂
神
社
　
伊
弉
諾
尊
・
伊
弉
册
尊
　
山
号
ハ
比
波
山
）
（（
（

」
と
記
さ
れ

て
い
る
。
こ
こ
に
、祭
神
イ
ザ
ナ
ミ
に
対
す
る
孝
行
と
い
う
視
点
と
神

魂
神
社
を
イ
ザ
ナ
ミ
の
埋
葬
地
と
し
て
の
比
婆
山
に
結
び
付
け
よ
う

と
い
う
意
識
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
）
（（
（

。
こ
の
よ
う
に
、

大
庭
側
、
と
り
わ
け
神
魂
神
社
の
神
参
集
の
理
由
は
佐
太
神
社
に
共

通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
神
在
祭
に
お
い
て
大
庭
側
か
ら
佐
太
神
社
へ
の
巡
行
が

あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
佐
陀
大
社
縁
起
」で
は
、

「
大
草
六
所
ノ
社
者
異
国
ノ
諸
神
十
月
十
日
ニ
先
集
リ
テ
此
社
趣
キ
玉
フ
」）

（（
（

と

記
さ
れ
、十
八
世
紀
半
ば
の
『
雲
陽
大
数
録
』
で
は
「
柳
地
蔵
　
往
昔

究
を
ベ
ー
ス
と
し
な
が
ら
、
神
在
祭
を
行
う
各
社
の
共
通
基
盤
か
ら

神
在
祭
の
成
立
契
機
の
解
明
を
試
み
た
の
が
、拙
稿
「
出
雲
神
在
祭
の

共
通
基
盤
」
で
あ
る
）
（（
（

。
こ
こ
で
は
、神
在
祭
の
共
通
基
盤
と
し
て
榜
示

祭
と
い
っ
た
中
世
的
な
性
格
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
誤

解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
少
な
く
と
も
現
在
見
る
形
の
神
在
祭
は
、
中

世
の
い
ず
れ
か
の
時
期
に
成
立
し
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
神
在
祭

の
民
俗
的
な
源
流
に
亥
の
子
な
ど
の
刈
上
祭
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を

論
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
小
論
と
の
関
係
か
ら
さ
し
あ
た
り
以
下
の

二
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

第
一
に
、
イ
ザ
ナ
ミ
を
主
祭
神
と
す
る
神
魂
神
社
、
イ
ザ
ナ
キ
を
主

祭
神
と
す
る
真
名
井
神
社
、
六
所
神
社
な
ど
大
庭
側
の
諸
社
）
（（
（

と
佐
太

神
社
と
の
間
に
は
神
在
祭
に
お
い
て
共
通
点
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
ま
ず
、
両
者
と
も
神
集
い
の
理
由
が
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

大
庭
側
の
諸
社
の
神
在
祭
に
関
連
す
る
資
料
を
列
記
し
て
み
る
と
以

下
の
よ
う
に
な
る
）
（（
（

。

神
魂
神
社

 

天
正
十
三
（
一
五
八
五
）
年
「
神
魂
社
年
中
行
事
」・
・
・「
十
月

十
一
日
御
法
事
之
御
供
」

 

宝
永
二
（
一
七
○
五
）
年
「
神
魂
社
由
緒
注
進
」・
・
・「
十
月
十

一
日
御
祭
禮
、
御
い
み
の
洗
御
供
」

六
所
神
社

 

天
正
年
間
「
六
所
神
田
坪
付
斷
簡
」・
・
・「
十
月
神
寄
の
御
清

め
、
又
神
返
し
の
御
供
（
中
略
）
十
月
十
一
日
大
御
供
田
」
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れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
十
一
日
を
イ
ザ
ナ
ミ
に
関
連
付
け
て
重
視
す
る

見
地
が
存
在
し
、
こ
の
見
地
か
ら
神
在
祭
を
行
う
時
と
し
て
十
一
日

が
選
択
さ
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
各
社
の
神
在
祭
の
成
立
契
機

に
お
い
て
、
イ
ザ
ナ
ミ
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
可
能
性
を

指
摘
し
て
お
き
た
い
。

神
在
祭
は
多
様
な
要
素
が
一
体
と
な
っ
て
成
立
し
た
の
で
あ
り
、

ま
た
神
在
祭
を
行
う
根
拠
は
時
代
に
よ
り
、
ま
た
神
社
に
よ
り
異

な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
根
拠
や
神
集
い
伝
承
の
成
立
に
は
吉
田

神
道
を
は
じ
め
と
し
た
国
学
者
や
神
職
な
ど
の
宗
教
思
想
と
の
相
互

関
係
が
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
り
、単
純
に
「
田
の
神
去

来
」の
枠
組
み
の
み
で
は
言
い
得
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
少
な
く
と

も
、
そ
の
源
流
が
判
明
す
れ
ば
良
し
、
と
い
う
方
法
論
の
み
で
は
全
貌

を
理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

な
ぜ
出
雲
か
―
出
雲
大
社
御
師
説
・
熊
野
神
人
説
―

こ
こ
で
神
集
い
の
地
が
な
ぜ
出
雲
と
な
っ
た
の
か
、
と
り
わ
け
な

ぜ
そ
れ
が
全
国
的
な
伝
承
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
立
ち

戻
り
た
い
。
こ
れ
ま
で
、
朝
山
が
指
摘
し
た
吉
田
神
道
の
影
響
力
と

い
う
点
に
つ
い
て
は
一
定
の
根
拠
付
け
を
行
い
、
ま
た
一
方
で
カ
ン

ナ
ビ
山
起
原
説
に
は
再
検
討
が
必
要
な
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。
し
か

し
な
が
ら
石
塚
が
提
起
し
た
熊
野
神
人
と
出
雲
大
社
御
師
の
活
動
と

大
庭
社
ヨ
リ
伊
弉
冊
尊
佐
陀
へ
御
幸
有
）
（（
（

」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
神
魂

神
社
は
出
雲
国
造
の
新
嘗
会
や
火
継
ぎ
神
事
が
行
わ
れ
て
い
た
（
る
）

な
ど
、
出
雲
大
社
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
が
、
こ
と
神
在
祭
に
関
し
て

は
佐
太
神
社
と
の
関
係
が
深
い
の
で
あ
る
。

第
二
に
、祭
日
の
共
通
性
で
あ
る
。
中
近
世
に
神
在
祭
を
行
っ
て
い

た
神
社
十
二
社
の
う
ち
そ
の
日
程
が
わ
か
る
も
の
を
挙
げ
る
と
、
朝

山
神
社
（
一
日
か
ら
十
日
）、
出
雲
大
社
（
十
一
日
か
ら
十
八
日
）、
佐

太
神
社
（
十
一
日
か
ら
二
十
五
日
）、
神
魂
神
社
（
十
一
日
）、
神
原
神

社
（
十
日
・
二
十
六
日
）、
熊
野
大
社
（
十
一
日
・
二
十
六
日
）、
日
御

碕
神
社
（
十
一
日
か
ら
十
八
日
）、
六
所
神
社
（
十
一
日
）、
真
名
井
神

社
（
十
一
日
・
十
七
日
）
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
基
本
的
に
は
各
社
と

も
十
一
日
（
も
し
く
は
十
日
）
に
何
ら
か
の
神
事
が
行
わ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
十
一
日
に
関
し
て
『
大
社
幽
冥
誌
』
は
以
下
の
よ
う
に

記
し
て
い
る
）
（（
（

。

 

伊
勢
に
お
ゐ
て
ハ
伊
奘
諾
尊
を
立
て
大
日
孁
尊
神
道
を
受
嗣
陽

を
主
り
玉
ひ
て
御
神
徳
ハ
則
日
本
の
宗
廟
と
崇
め
、
出
雲
に
お

ゐ
て
は
伊
奘
冊
尊
を
立
て
「
古
書
を
引
て
式
撰
書
に
曰
月
毎
の

三
十
日
の
内
の
十
一
日
ハ
出
雲
国
に
鎮
座
し
玉
ふ
伊
奘
冊
尊
を

祭
日
と
ち
て
可
拝
と
云

式
撰
書
は
不
明
だ
が
、
少
な
く
と
も
出
雲
国
に
陰
神
イ
ザ
ナ
ミ
が
鎮

座
し
て
お
り
、
十
一
日
を
そ
の
祭
日
と
す
る
理
解
が
あ
り
、
イ
ザ
ナ
ミ

を
主
体
と
し
た
神
集
い
の
理
由
を
有
さ
な
い
出
雲
大
社
に
お
い
て
も

そ
れ
が
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
触



61　  論　考　編

次
に
熊
野
神
人
と
の
関
係
で
あ
る
。
石
塚
は
、佐
太
神
社
の
本
殿
が

遅
く
と
も
南
北
朝
時
代
頃
に
は
三
殿
並
立
と
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
祭

神
が
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
・
コ
ト
サ
カ
ノ
ヲ
・
ハ
ヤ
タ
マ
ノ
ヲ
な
ど

十
二
座
で
あ
っ
た
こ
と
、佐
陀
神
能
の
「
大
社
」
に
「
雲
陽
金
宝
山
ま

た
比
婆
山
」
と
出
て
く
る
こ
と
、『
雲
陽
誌
』
に
熊
野
系
の
神
社
が
六

十
一
社
あ
る
こ
と
、
神
魂
神
社
を
比
婆
山
と
み
な
す
伝
承
が
あ
る
こ

と
、
熊
野
大
社
に
は
明
治
維
新
ま
で
紀
州
系
の
熊
野
権
現
社
（
上
宮
）

が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
そ
の
推
定
の
根
拠
と
し
て
い
る
）
（（
（

。

と
こ
ろ
で
明
応
四
（
一
四
九
五
）
年
の
「
佐
陀
大
社
縁
起
」
で
は
、

中
正
殿
の
祭
神
は
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
、
北
社
は
イ
ザ
ナ
ミ
、
南
社

は
ア
マ
テ
ラ
ス
・
杵
築
大
明
神
と
さ
れ
、
紀
州
熊
野
権
現
は
杵
築
大
明

神
の
第
二
王
子
で
、
当
社
南
の
客
人
神
と
し
て
祀
ら
れ
る
と
記
さ
れ

て
い
る
）
（（
（

。
ハ
ヤ
タ
マ
ノ
ヲ
・
コ
ト
サ
カ
ノ
ノ
ヲ
が
祀
ら
れ
る
と
明
確

に
記
さ
れ
る
の
は
、
天
和
四
（
一
六
八
四
）
年
の
「
佐
田
大
社
之
記
）
（（
（

」

で
あ
る
。
ま
た
佐
太
神
能
「
大
社
」
の
成
立
は
、
近
世
初
期
頃
と
考

え
ら
れ
る
）
（（
（

。
ま
た
管
見
の
限
り
神
魂
神
社
を
比
婆
山
と
み
な
す
の
は
、

祀
り
手
以
外
の
手
と
な
る
資
料
に
な
る
が
、
承
応
二
（
一
六
五
三
年
）

の
『
懐
橘
談
』
の
「
大
庭
」
の
項
に
「
此
山
を
比
婆
山
と
昔
よ
り
申

し
傳
へ
侍
る
）
（（
（

」と
記
さ
れ
る
こ
と
を
初
出
と
し
て
い
る
。
熊
野
大
社
に

つ
い
て
は
、元
亀
三
年
（
一
五
七
二
）
の
「
毛
利
輝
元
判
物
」
に
「
熊

野
庄
伊
勢
領
・
権
現
領
事
）
（（
（

」
と
あ
り
、
上
宮
の
存
在
が
推
測
で
き
る
。

ま
た
宝
暦
一
四
年
（
一
七
六
四
）
の
「
熊
野
大
社
并
村
中
諸
末
社
荒

神
差
出
帳
」
に
、
永
禄
八
年
（
一
五
六
五
）
の
棟
札
が
引
用
さ
れ
て

い
っ
た
問
題
は
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
。

出
雲
大
社
御
師
（
旦
那
持
）
の
活
動
に
関
し
て
は
、
近
年
、
一
部

で
は
あ
る
が
関
連
文
献
の
翻
刻
も
行
わ
れ
、
そ
の
研
究
が
進
み
始
め

て
い
る
）
（1
（

。
ま
た
西
岡
和
彦
は
御
師
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
出
雲
大

社
神
職
に
よ
る
出
雲
大
社
造
営
の
た
め
の
勧
化
の
影
響
を
指
摘
し
て

い
る
。
こ
の
勧
化
は
延
享
度
の
造
営
に
向
け
て
遷
宮
費
用
を
調
達
す

る
た
め
に
、
江
戸
幕
府
の
協
力
の
も
と
行
わ
れ
た
。
こ
の
勧
化
の
際
、

神
職
は
出
雲
大
社
に
対
す
る
理
解
を
深
め
て
も
ら
う
た
め
に
出
雲
大

社
の
縁
起
を
持
参
し
た
。
こ
の
享
保
十
（
一
七
二
五
）
年
の
年
紀
を
持

つ
縁
起
に
は
、
縁
結
び
、
病
災
守
護
、
農
業
守
護
な
ど
の
御
神
徳
を
す

べ
て
の
人
が
蒙
る
証
拠
と
し
て
出
雲
大
社
へ
の
神
集
い
が
あ
り
、
地

域
の
神
々
も
人
々
を
恵
み
養
う
た
め
に
出
雲
大
社
に
集
う
こ
と
な
ど

が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
勧
化
の
際
に
こ
の
よ
う
な
縁
起
書
を
持

参
し
た
こ
と
が
、
出
雲
大
社
へ
の
神
参
集
伝
承
な
ど
が
広
ま
っ
た
契

機
に
な
っ
た
と
西
岡
は
論
じ
て
い
る
）
（（
（

。

ま
た
筆
者
も
、御
師
佐
々
誠
正
が
記
し
た
『
大
社
幽
冥
誌
』
を
翻
刻

し
た
上
で
、
御
師
が
広
め
た
で
あ
ろ
う
御
神
徳
の
内
容
を
論
じ
て
い

る
。
そ
こ
で
は
上
述
し
た
よ
う
に
、
出
雲
大
神
が
幽
冥
を
司
り
、
八
百

万
の
神
々
を
率
い
て
い
る
が
故
に
出
雲
大
社
へ
の
神
集
い
が
あ
る
こ

と
、
出
雲
大
社
の
神
在
祭
に
お
い
て
縁
結
び
が
な
さ
れ
る
こ
と
な
ど

が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
教
説
を
説
い
て
回
っ
た
こ
と
に
よ

り
、
神
在
祭
・
神
参
集
伝
承
が
全
国
的
に
広
ま
っ
た
契
機
と
な
っ
て

い
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
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結
び
信
仰
が
広
ま
っ
て
い
た
と
す
る
。
一
方
で
喜
田
貞
吉
ら
が
提
唱

し
た
出
雲
大
社
の
縁
結
び
信
仰
が
、本
来
は
出
雲
路
の
（
道
祖
）
神
の

信
仰
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
名
称
の
誤
解
か
ら
出
雲
大
社
に
結
び
つ
い

た
と
の
説
を
挙
げ
る
。
そ
し
て「
出
雲
へ
向
か
う
出
雲
路
の
神
の
信
仰

が
、
や
が
て
出
雲
そ
の
も
の
の
神
の
上
に
転
嫁
し
た
と
う
見
解
に
も
、

十
分
首
肯
で
き
る
も
の
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
）
（（
（

」
と
記
し
て

い
る
。

喜
田
貞
吉
ら
の
出
雲
路
の
神
の
転
嫁
説
を
否
定
し
た
の
は
、
千
家

尊
統
で
あ
る
。
千
家
は
『
大
梁
灰
儿
一
家
言
』
の
中
で
、出
雲
大
社
に

縁
結
び
信
仰
が
生
ま
れ
た
の
は
、
出
雲
大
社
に
そ
の
信
仰
を
成
立
さ

せ
る
根
拠
が
あ
っ
た
か
ら
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
『
古
事
記
』
の
ヤ

チ
ホ
コ
ノ
カ
ミ
と
ス
セ
リ
ヒ
メ
の
間
の
歌
の
や
り
取
り
を
挙
げ
、
杯

を
交
わ
し
て
誓
い
を
結
び
、
首
筋
に
手
を
掛
け
合
い
、
今
に
至
る
ま

で
鎮
座
す
る
こ
と
に
な
っ
た
由
来
を
ひ
き
な
が
ら
、
ス
セ
リ
ヒ
メ
が

御
向
社
に
今
も
鎮
座
し
て
い
る
こ
と
を
縁
結
び
の
根
拠
と
し
て
い
る
）
（（
（

。

小
論
で
は
、
こ
の
よ
う
な
学
説
史
を
踏
ま
え
た
上
で
、
出
雲
大
社
、
と

り
わ
け
神
在
祭
に
お
け
る
縁
結
び
信
仰
成
立
の
状
況
を
ま
ず
概
観
し

て
お
き
た
い
。

祀
り
手
以
外
の
手
に
よ
る
資
料
で
、
出
雲
大
社
で
の
縁
結
び
が
記

さ
れ
て
い
る
の
は
、
出
雲
大
社
で
の
神
集
い
の
由
来
を
語
る
能
の
演

目
「
大
社
」
の
中
で
な
さ
れ
る
「
間
」
と
呼
ば
れ
る
狂
言
で
あ
る
。「
大

社
」
そ
の
も
の
は
、
観
世
長
俊
（
一
四
八
八
？
―
一
五
四
一
？
）
作

と
さ
れ
、観
世
宗
節
（
一
五
○
九
―
一
五
八
四
）
本
に
そ
の
記
載
が
あ

お
り
、
そ
こ
に
は
「
出
雲
國
比
婆
山
熊
野
大
社
）
（（
（

」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
見
れ
ば
、
十
五
世
紀
末
に
は
紀
州
熊
野
の
影
響
は

見
ら
れ
る
も
の
の
、
比
婆
山
な
ど
熊
野
の
影
響
が
直
接
的
に
神
在
祭

に
関
連
し
て
く
る
の
は
、
資
料
で
見
る
限
り
石
塚
の
想
定
よ
り
も
少

し
遅
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
敢
え
て
言
う
な
ら
ば
、佐
太
神
社

に
お
い
て
吉
田
神
道
の
影
響
力
に
よ
っ
て
十
月
に
崩
御
し
た
神
格
が

イ
ザ
ナ
キ
か
ら
イ
ザ
ナ
ミ
に
変
化
し
た
後
、
す
な
わ
ち
中
世
末
か
ら

近
世
初
頃
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
後
考
を
待
ち
た
い
。

縁
結
び
と
神
集
い
伝
承

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
現
在
、
出
雲
大
社
の
神
在
祭
に
お
い
て
は

縁
結
び
が
な
さ
れ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
実
際
、民
間
伝
承
を
見
た
場

合
、
中
四
国
地
方
を
除
い
て
、
神
参
集
の
目
的
は
「
縁
結
び
」
と
す
る

も
の
が
多
い
）
（（
（

。
　

石
塚
は
、「
出
雲
信
仰
の
沿
革
」
に
お
い
て
、
出
雲
大
社
の
縁
結
び

信
仰
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
ま
ず
狂
言
「
福
の
神
」
か

ら
、
中
世
に
お
い
て
出
雲
大
社
を
福
神
と
み
な
す
考
え
方
が
あ
っ
た

と
し
）
（1
（

、
そ
の
背
景
に
は
、
音
の
一
致
か
ら
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
と
大
黒
天
と

の
習
合
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
元
禄
五
（
一
六
九
二
）
年
の

井
原
西
鶴
『
世
間
胸
算
用
』
に
「
出
雲
は
仲
人
の
神
）
（（
（

」
と
見
え
る
こ
と

な
ど
か
ら
、
こ
の
頃
に
は
い
わ
ゆ
る
民
衆
の
間
に
出
雲
大
社
で
の
縁
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十
八
世
紀
に
入
る
と
、
出
雲
大
社
の
縁
結
び
信
仰
は
神
集
い
伝
承

に
関
連
を
見
せ
る
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
、正
徳
五
（
一
七
一
五
）
年

の
『
広
益
俗
説
弁
』
に
は
「
近
年
印
行
の
一
書
に
云
、尼
嫗
の
語
り
伝

へ
に
、
十
月
、
出
雲
の
大
社
に
諸
神
あ
つ
ま
り
て
、
男
女
の
縁
を
結

び
給
ふ
と
い
ふ
は
、
偽
な
り
」
と
記
さ
れ
、
常
陸
帯
の
民
俗
が
誤
っ
て

出
雲
に
結
び
つ
い
た
も
の
と
し
て
い
る
）
（（
（

。
こ
の
こ
と
は
、逆
に
出
雲
大

社
の
神
集
い
に
お
い
て
縁
結
び
が
な
さ
れ
る
と
い
う
説
が
広
ま
っ
て

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
ま
た
享
保
十
五
（
一
七
三
○
）
年
の
序

を
持
つ
『
神
路
之
事
触
』
巻
二
「
合
盃
の
事
」
に
は
「
日
の
本
の
婦

夫
ハ
結
初
出
雲
の
大
社
に
て
十
月
ハ
国
〱
の
神
達
集
り
給
ひ
て
氏
子

〳
〵
の
縁
を
結
玉
ふ
と
世
に
口
伝
ふ
）
（（
（

」
と
あ
り
、
ま
た
元
文
二
（
一

七
三
七
）
年
の
『
七
福
神
伝
記
』
付
録
に
は
「
出
雲
の
国
へ
十
月
に
。

国
々
よ
り
諸
神
集
り
た
ま
ひ
て
国
々
の
人
の
縁
結
し
玉
ふ
）
（1
（

。」
と
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
江
戸
時
代
初
頃
か
ら
伝
承
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
出
雲
大
社
で
の
神
在
祭
（
神
集
い
）
に
お
け
る
縁
結
び
は
、十

八
世
紀
に
入
る
と
広
く
一
般
に
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た

こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
文
化
年
間
に
は
、
屋
代
弘
賢
が
民
俗
事
象
に
関
す
る
い

わ
ば
質
問
調
査
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
『
諸
国
風
俗
問
状
』
の
中
に
、

例
え
ば
九
月
の
項
目
に
「
此
月
神
送
り
と
い
ふ
事
候
哉
」、
十
月
の
項

目
に
「
此
月
神
迎
え
と
い
ふ
わ
さ
も
有
之
候
哉
）
（（
（

」
な
ど
、出
雲
へ
の
神

集
い
伝
承
に
関
す
る
質
問
項
目
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
神

集
い
伝
承
が
、
い
わ
ば
民
俗
調
査
の
項
目
に
挙
げ
ら
れ
る
な
ど
、
よ
く

る
）
（（
（

。
し
か
し
観
世
宗
節
本
に
は
「
間
」
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
間
と
し

て
の
「
大
社
」
の
台
本
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、管
見
の
限
り
貞
享
二

（
一
六
八
五
）
年
の
『
貞
享
松
井
本
間
之
本
』
六
で
あ
る
。
こ
れ
に
は

以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
）
（（
（

。

 

日
本
六
拾
六
ヶ
国
の
神
々
　
当
月
ハ
此
大
や
し
ろ
へ
あ
つ
ま
り

た
ま
ひ
　
此
に
て
弥
天
下
を
だ
や
か
に
目
出
た
う
守
給
へ
と
　

つ
ね
に
迎
合
さ
れ
て
　
又
人
間
の
男
女
ふ
う
ふ
の
ゑ
ん
を
御
定

被
成
る
ヽ
御
事
也

こ
の
間
が
い
つ
か
ら
存
在
し
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
少
な
く

と
も
寛
永
十
六
年
（
一
六
三
九
）
の
奥
書
が
あ
る
「
間
之
出
立
脇
付
事

書
　
不
流
之
出
立
（
大
蔵
虎
清
間
・
風
流
伝
書
）」
の
間
狂
言
目
録
に

記
載
が
あ
る
）
（（
（

。
寛
永
時
に
ど
の
よ
う
な
内
容
の
「
大
社
」
が
な
さ
れ
て

い
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
貞
享
時
と
同
じ
内
容
で
あ
っ
た
と
想
定

す
る
な
ら
ば
、
出
雲
大
社
の
縁
結
び
信
仰
、
と
り
わ
け
神
集
い
に
お
け

る
そ
れ
は
江
戸
時
代
初
め
ま
で
遡
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

上
述
し
た
よ
う
に
井
原
西
鶴
『
世
間
胸
算
用
』
に
「
出
雲
は
仲
人
の

神
」
と
記
さ
れ
、
ま
た
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
の
『
好
色
五
人
女
』

で
は
「
私
も
よ
き
男
を
持
し
て
く
だ
さ
り
ま
せ
い
」
と
い
う
女
性
の
問

い
に
関
し
て
「
そ
れ
は
出
雲
の
大
社
に
頼
め
）
（（
（

」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
石
塚
の
指
摘
の
よ
う
に
、
十
七
世
紀
末
に
は
浮
世
草
紙
に

記
さ
れ
る
ほ
ど
出
雲
大
社
で
の
縁
結
び
信
仰
は
一
般
に
広
ま
っ
て
い

た
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、こ
れ
ら
井
原
西
鶴
の
浮

世
草
紙
で
は
縁
結
び
は
神
集
い
伝
承
に
は
直
接
関
係
し
て
い
な
い
。
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こ
こ
で
は
、
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
で
は
な
く
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
御
神
徳
と
し

て
縁
結
び
が
語
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
神
集
い
と
も
関
係
づ
け
ら
れ
て

い
な
い
。
神
集
い
お
よ
び
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
と
の
関
係
で
縁
結
び
が
記

さ
れ
る
の
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
安
永
二
（
一
七
七
三
）
年
の
『
大
社

幽
冥
誌
』
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
○
頁
の
引
用
で
記
し
た
よ
う
に
、

神
在
祭
（
神
集
い
）
の
中
で
縁
結
び
が
あ
り
、そ
れ
は
オ
オ
モ
ノ
ヌ
シ

（
オ
オ
ク
ヌ
ヌ
シ
）
の
御
神
徳
で
あ
り
、
さ
ら
に
縁
結
び
の
結
果
と
し

て
家
・
子
孫
の
繁
栄
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
佐
々
は
な
ぜ
出
雲
大
社
で
縁
結
び
が
な
さ
れ
る
と
捉
え

た
の
だ
ろ
う
か
。
佐
々
は
こ
れ
を
三
点
か
ら
説
明
し
て
い
る
。
第
一
は

陰
陽
の
考
え
方
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
）
（（
（

。

 

十
月
ハ
亥
の
月
に
て
陰
十
一
月
ハ
子
ノ

月
に
て
陽
是
両
月
を
も

し
ろ
し
め
す
を
以
陰
陽
和
合
し
て
夫
婦
の
縁
を
結
び
玉
ふ
大
神

也

こ
こ
で
は
、
オ
オ
ナ
ム
チ
が
陰
の
十
月
と
陽
の
一
一
月
の
両
月
を

司
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
出
雲
大
社
に
て
縁
結
び
が
な
さ
れ
る
と

し
て
い
る
。

第
二
は
、『
日
本
書
紀
』
第
九
段
一
書
第
二
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ

る
）
（（
（

。 
愚
按
神
代
巻
ニ

曰
ク

高
皇
産
霊
尊
勅
大
物
主
ノ

神
ニ

汝
若
以
テ

国
ツ

神
ヲ
（
中
略
）
為
セ
バ
妻
我
猶
謂
汝
有
䟽
心
故
今
以
テ
吾
女
三
穂
津

姫
配
汝
為
妻
宜
領
八
百
万
永
為
皇
孫
奉
護
乃
チ
使
還
降
天
ノ
日
隅

ノ
宮
ニ
云
云
、
此
毎
年
八
百
万
の
神
集
の
証
と
す
、
按
に
八
百
万

知
ら
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
問
状

に
対
す
る
答
が
幾
つ
か
残
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
文
化
十
一（
一
八
一

四
）
年
の
『
越
後
国
長
岡
領
風
俗
問
状
答
』
に
は
「
十
月
は
神
々
出
雲

の
大
社
に
つ
ど
ひ
給
ひ
て
、
男
女
の
縁
を
結
び
給
ふ
と
て
、
女
子
持
ち

た
る
も
の
は
他
に
送
る
の
縁
に
や
、
神
送
り
を
祝
い
、
婦
を
迎
ふ
べ

き
男
子
持
た
る
も
の
は
十
月
の
神
迎
ひ
を
祝
ふ
）
（（
（

」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
嘉
永
二
（
一
八
四
九
）
年
の
『
北
越
月
令
』
に
は
、「
十
月
に
は

八
百
万
神
出
雲
の
大
社
に
つ
と
ひ
給
ひ
て
、
い
ま
だ
嫁
せ
ざ
る
男
女

の
縁
を
結
ひ
給
へ
り
と
て
、
処
女
壯
士
を
も
て
る
も
の
は
、
中
旬
す
ぐ

る
こ
ろ
よ
り
お
ほ
く
神
社
に
ま
う
て
、迎
ひ
送
り
の
こ
と
を
祈
る
）
（（
（

」
と

記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
十
九
世
紀
に
な
る
と
、
女
子
の
縁
を

祈
る
た
め
に
神
送
り
を
祝
う
、
神
社
に
早
く
詣
で
れ
ば
早
く
縁
が
結

ば
れ
る
な
ど
の
縁
結
び
に
対
す
る
派
生
伝
承
が
生
ま
れ
る
ほ
ど
、
出

雲
大
社
で
の
神
集
い
に
お
け
る
縁
結
び
信
仰
は
よ
り
一
層
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
祀
り
手
の
手
に
よ
る
資
料
で
縁
結
び
に
つ
い
て
触
れ
た
の

は
、
西
岡
が
紹
介
し
た
上
述
の
延
享
度
の
造
営
に
向
け
た
勧
化
で
用

い
ら
れ
た
縁
起
で
あ
る
）
（（
（

。

 

夫
出
雲
国
大
社
は
大
己
貴
命
の
御
鎮
座
な
り
。
此
神
の
御
父
は

天
照
太
神
の
御
弟
素
盞
嗚
尊
申
奉
る
初
素
盞
嗚
尊
簸
川
上
に
至

り
八
岐
大
蛇
を
き
り
給
ひ
稲
田
姫
を
娶
御
夫
婦
と
な
ら
せ
（
中

略
）
和
歌
の
祖
神
と
も
申
亦
は
夫
婦
縁
む
す
ひ
の
神
と
祝
ひ
奉

る
な
り
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ど
神
職
の
教
説
の
中
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
く
過
程
の
一
端
を
見
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
第
二
に
、
縁
結
び
の
神
徳
を
説
明
す
る
上
で
、
そ

の
結
果
と
し
て
の
子
孫
・
家
の
永
続
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
御
師
が
出
雲
大
社
の
御
神
徳
を
弘
め
る
上
で
、
子
孫
・

家
の
永
続
が
重
要
な
問
題
と
捉
え
て
い
た
、
逆
に
言
え
ば
、
縁
結
び
の

結
果
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
子
孫
・
家
の
永
続
を
人
々
が
希
求
し
て

い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
縁
結
び
、
ひ
い
て
は
子
孫
・

家
を
永
続
さ
せ
る
神
徳
を
出
雲
大
社
祭
神
（
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
）
が
持
つ

と
説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
集
い
伝
承
は
全
国
的
に
広
ま
っ
た

と
も
考
え
ら
れ
よ
う
）
（（
（

。

近
代
に
入
り
、
千
家
尊
福
は
、
結
婚
は
出
雲
大
神
（
オ
オ
ク
ニ
ヌ

シ
）
が
主
宰
し
、十
月
の
神
集
い
に
お
い
て
諸
神
か
ら
の
申
報
を
聞
い

て
、
配
偶
を
定
め
る
と
し
、
こ
の
決
定
は
神
事
（
カ
ミ
ノ
コ
ト
）
の
一

つ
で
あ
り
、
幽
事
の
統
御
者
で
あ
る
出
雲
大
神
が
こ
れ
を
定
め
る
の

は
当
然
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
縁
結
び
に
つ
い
て
ス
サ
ノ
ヲ
と
イ
ナ

ダ
ヒ
メ
と
の
結
婚
起
原
説
を
否
定
し
た
上
で
、
千
家
尊
統
が
挙
げ
た

オ
オ
ク
ヌ
ヌ
シ
と
ス
セ
リ
ヒ
メ
と
の
神
話
を
挙
げ
、「
大
神
は
諸
人
の

縁
結
び
の
始
よ
り
末
久
し
く
睦
ま
じ
く
栄
え
ゆ
く
を
守
」
る
こ
と
を

記
し
て
い
る
）
（（
（

。
こ
の
考
え
方
が
現
在
の
出
雲
大
社
に
引
き
継
が
れ
て

い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
出
雲
大
社
の
神
在
祭
に
お
い
て
縁
結
び
が

な
さ
れ
る
と
い
う
伝
承
は
、
十
七
世
紀
初
め
頃
か
ら
主
に
祀
り
手
以

外
の
側
か
ら
徐
々
に
形
成
さ
れ
、
十
八
世
紀
半
ば
頃
に
、
御
師
な
ど
を

の
神
を
ひ
き
い
か
ヽ
る
目
出
度
婚
姻
は
古
今
に
有
ま
し
（
中
略
）

相
縁
の
感
応
あ
ら
バ
子
孫
の
八
重
連
屬
さ
か
え
な
む
、
爰
を
以

も
縁
結
び
の
神
と
は
申
也

こ
こ
で
は
、
国
神
オ
オ
モ
ノ
ヌ
シ
が
天
神
ミ
ホ
ツ
ヒ
メ
と
目
出
度
き

婚
姻
を
行
っ
た
が
故
に
縁
結
び
の
神
徳
を
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と

記
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
子
孫
が
永
続
す
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い

る
。第

三
は
、
当
時
行
わ
れ
て
い
た
民
俗
事
象
か
ら
の
説
明
で
あ
る
）
（（
（

。

 

出
雲
浦
ニ
大
蛤
有
り
、
此
浦
ニ
限
リ
テ
此
類
な
し
、
世
に
此
を
縁

貝
と
も
い
ふ
、
縁
結
び
の
貝
と
も
い
ふ
心
に
や
、
貝
に
は
銚
子
を

包
む
女
蝶
の
ご
と
き
陰
の
具
へ
有
、
又
男
蝶
の
ご
と
き
陽
の
具

へ
有
、
爰
を
似
合
せ
ざ
れ
ハ
い
く
ほ
ど
の
貝
と
い
へ
ど
も
合
が

た
し
、
神
の
結
玉
ふ
縁
不
縁
ハ
杵
築
浦
の
蛤
に
ひ
と
し
き
物
な

り
、
遍
く
貝
合
を
以
熟
縁
を
祈
る
ゆ
へ
婚
姻
の
貝
桶
を
目
出
度

事
の
第
一
と
す
、
此
ゆ
へ
に
や
杵
築
浦
の
蛤
貝
を
娘
た
く
は
え

持
神
に
祈
を
か
け
て
相
縁
を
ね
が
へ
ハ
必
し
も
子
孫
さ
か
え
て

熟
縁
な
り

こ
こ
で
は
、女
性
が
杵
築
浦
（
稲
佐
浜
）
の
蛤
を
も
っ
て
縁
を
祈
る
民

俗
が
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
出
雲
大
社
で
の
縁
結
び
に
関
係

し
て
い
る
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
こ
こ
で
二
つ
の
点
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
一
つ
は
、
御
師

が
出
雲
大
社
の
縁
結
び
の
神
徳
を
説
明
す
る
上
で
、
民
俗
事
象
を
合

わ
せ
て
紹
介
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
、民
俗
事
象
が
御
師
な
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の
妻
の
神
は
、
現
安
来
市
西
松
井
町
の
出
雲
路
幸
神
社
と
さ
れ
、
当

社
は
『
雲
陽
誌
』
で
は
京
都
の
出
雲
路
の
道
祖
神
（
出
雲
路
幸
神
社
）

と
同
社
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
出
雲
路
幸
神
を
め
ぐ
っ
て
、
少

な
く
と
も
そ
の
鎮
座
地
が
京
都
か
ら
出
雲
へ
転
嫁
し
て
い
く
過
程
の

一
端
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
お
い
て
、石
塚
ら
の

指
摘
は
一
定
の
説
得
力
を
持
っ
て
お
り
、
出
雲
で
の
縁
結
び
信
仰
の

伝
承
成
立
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
弁
慶
伝
説
に
出
雲
路
幸
神
社
を
想
定
し
な
が
ら
登
場

す
る
「
出
雲
国
結
の
神
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
実

は
、結
の
神
は
承
応
二
（
一
六
五
三
）
年
の
『
懐
橘
談
』「
出
雲
大
概
」

に
お
い
て
も
、縁
結
び
に
関
わ
る
神
格
と
し
て
登
場
し
て
い
る
（
（（
）。

 

俗
間
に
い
ふ
出
雲
の
國
む
す
ぶ
の
神
と
は
い
か
な
る
故
に
や
、

分
明
の
神
書
舊
記
あ
り
も
や
す
ら
ん
我
未
見
。
し
か
あ
れ
其
伊

弉
諾
伊
弉
冊
は
、
日
域
男
女
の
元
神
な
れ
ば
、
此
陰
陽
の
神
を
い

ふ
な
る
べ
し
。
夫
婦
配
耦
は
神
力
に
よ
ら
ず
ば
あ
る
べ
か
ら
す
。

イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
を
男
女
の
元
神
と
み
な
す
見
地
は
、
筆
者
が

目
に
し
た
資
料
に
限
っ
て
も
『
古
今
和
歌
集
序
聞
書
三
流
抄
』
で
は

こ
の
二
神
を
夫
婦
神
と
し
）
（（
（

、『
神
皇
正
統
記
』
で
は
「
陰
陽
和
合
シ
テ

夫
婦
ノ
道
ア
リ
）
（（
（

」
と
し
、『
日
本
書
紀
神
代
巻
抄
』
に
も
こ
の
二
神
で

男
女
和
合
と
す
る
）
（（
（

な
ど
、
少
な
く
と
も
中
世
に
は
成
立
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
『
神
皇
正
統
記
』
で
は
こ
の
二
神
で
「
造
化

の
元
）
（（
（

」
と
し
、『
日
本
書
紀
神
代
巻
抄
』
で
は
「
萬
物
ヲ
生
し
て
、
三

界
ノ
父
母
ト
ナ
ル
ソ
）
（（
（

」
と
し
て
い
る
。
神
道
史
に
お
け
る
「
造
化
」・

中
心
に
出
雲
大
社
側
が
そ
れ
を
受
け
入
れ
、
さ
ら
に
人
々
が
希
求
す

る
縁
結
び
の
結
果
と
し
て
の
子
孫
・
家
の
永
続
と
い
う
見
地
を
付
け

加
え
て
い
っ
た
と
い
う
可
能
性
が
指
摘
で
き
よ
う
。

縁
結
び
伝
承
の
成
立
―
出
雲
国
結
の
神
―

こ
こ
で
石
塚
ら
が
指
摘
し
た
縁
結
び
信
仰
の
成
立
契
機
に
つ
い
て

立
ち
戻
ろ
う
。
石
塚
ら
は
、
京
都
の
出
雲
路
の
神
（
出
雲
路
幸
神
社
）

の
信
仰
が
出
雲
そ
の
も
の
の
神
に
転
嫁
し
た
と
い
う
立
場
を
取
っ
て

い
た
。
実
は
、後
の
資
料
に
な
る
が
こ
の
過
程
が
類
推
可
能
な
伝
承
が

残
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
弁
慶
伝
承
で
あ
る
。『
雲
陽
誌
』
の
「
杵
田
大

明
神
（
長
海
神
社
）」
の
項
に
記
さ
れ
る
伝
承
を
要
約
す
る
と
次
の
よ

う
に
な
る
）
（1
（

。

 

弁
慶
の
母
辨
吉
は
夫
が
な
く
、
両
親
が
悲
し
ん
で
、
出
雲
国
結
の

神
に
参
詣
さ
せ
る
。
辨
吉
は
出
雲
の
結
の
神
へ
参
詣
、枕
木
山
の

麓
の
長
海
村
に
七
年
住
め
ば
夫
を
得
さ
せ
る
と
の
夢
告
を
受
け

る
。
や
が
て
山
伏
が
来
て「
我
は
是
出
雲
の
神
の
結
に
て
汝
を
妻

と
定
り
そ
す
る
」
と
歌
い
、
や
が
て
弁
慶
が
生
ま
れ
た
。

こ
こ
で
登
場
し
て
い
る
「
出
雲
国
結
の
神
」
が
何
を
示
し
て
い
る
の

か
、『
雲
陽
誌
』
に
は
そ
の
記
載
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
十
八
世

紀
半
ば
の
『
出
雲
鍬
』「
枕
木
山
華
蔵
禅
寺
」
の
項
で
は
、
辨
吉
は
能

義
郡
妻
の
神
村
の
妻
の
神
に
参
詣
し
た
と
さ
れ
て
い
る
）
（（
（

。
そ
し
て
こ
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も
い
つ
も
八
重
垣
の
神
詠
有
て
此
国
土
て
婚
禮
の
初
な
れ
ハ
頼

奉
る
に
何
の
憚
あ
ら
ん

こ
こ
で
は
、
結
の
神
を
出
雲
大
社
（
ス
サ
ノ
ヲ
）
に
関
連
さ
せ
て
論

じ
、
結
の
神
の
由
来
を
、『
興
玉
傳
記
』
を
引
用
し
な
が
ら
根
の
国
の

サ
ス
ラ
ヒ
メ
を
慮
っ
た
こ
と
に
求
め
て
い
る
。
一
方
、『
七
福
神
伝
記
』

付
録
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
）
（（
（

。

 

結
の
神
は
素
盞
嗚
尊
。
稲
田
姫
両
神
な
り
稲
田
姫
は
。
手
摩
槌
足

摩
槌
の
娘
な
る
を
乞
た
ま
ひ
て
妻
と
し
玉
ふ
に
始
り
し
な
り
。

（
中
略
）出
雲
大
社
は
。
素
盞
雄
尊
の
御
子
。
大
己
貴
尊
の
御
社
。

後
の
方
八
雲
山
の
麓
。
素
盞
嗚
尊
の
御
社
有
。
出
雲
の
国
へ
十

月
に
。
国
〱
よ
り
諸
神
集
ま
り
た
ま
ひ
て
。
国
〱
の
人
の
縁
結
し

玉
ふ
御
社
ハ
別
に
神
在
の
社
あ
り
。
そ
の
始
ハ
天
孫
降
臨
の
時
。

猿
田
彦
天
鈿
女
命
。
両
神
の
縁
結
び
有
し
に
始
り
。
素
盞
雄
命
。

稲
田
姫
の
両
神
に
い
た
り
て
。
舅
。
姑
。
婿
。
嫁
。
の
禮
始
り

し
。
是
を
結
の
神
と
崇
め
け
り
。

こ
こ
で
も
基
本
的
に
結
の
神
を
出
雲
大
社
（
ス
サ
ノ
ヲ
）
に
関
連
さ
せ

て
論
じ
て
い
る
。
た
だ
し
、
結
の
神
の
由
来
に
、
神
在
社
と
し
て
の
佐

太
神
社
を
挙
げ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
縁
結
び
に
関
連
し
た
結
の
神
の
伝
承
は
、

一
定
程
度
の
広
が
り
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
し
か
も
、『
神

路
事
触
』
の
よ
う
に
婚
礼
時
の
夜
に
結
の
神
を
勧
請
し
、
神
酒
を
捧

げ
、
夫
婦
円
満
等
を
祈
っ
て
結
の
神
に
捧
げ
た
神
酒
で
合
盃
を
す
る

と
い
う
、い
わ
ば
民
俗
事
象
も
付
随
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な

「
む
す
び
」
の
問
題
の
解
明
は
、
筆
者
の
能
力
を
超
え
て
い
る
が
、
こ

こ
で
は
万
物
生
成
に
関
わ
る
「
む
す
び
」
の
力
が
、結
の
神
の
前
提
と

さ
れ
て
い
る
と
推
定
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
出
雲
国
結
の
神
が
当
時
、
一
定
程

度
知
ら
れ
た
神
格
で
あ
っ
た
こ
と
、
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
が
何
ら
か

の
形
で
出
雲
に
関
連
し
た
神
格
と
見
な
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。

前
者
の
点
に
つ
い
て
は
、『
懐
橘
談
』
よ
り
も
時
代
は
下
が
る
が
、

す
で
に
紹
介
し
た
『
神
路
事
触
』
や
『
七
福
神
伝
記
付
録
』
に
結
の
神

の
記
載
が
見
ら
れ
る
。『
神
路
事
触
』
に
は
出
雲
大
社
で
の
神
参
集
に

お
け
る
縁
結
び
に
触
れ
た
上
で
、
下
記
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
）
（（
（

。

 

人
間
一
生
の
大
事
何
事
も
婦
夫
よ
り
初
れ
ハ
神
に
任
し
私
な
く

む
す
ふ
な
す
を
神
国
の
な
ら
ハ
せ
な
り
、
其
夜
ハ
結
の
神
を
勧

請
し
御
酒
肴
の
類
を
捧
婦
夫
繁
昌
の
事
を
祈
、
扨
上
置
た
る
神

酒
を
下
て
此
神
酒
に
て
合
盃
を
す
る
事
な
り
、
今
ハ
人
情
の
誠

う
す
く
女
房
ハ
付
た
り
て
小
判
や
道
具
と
縁
む
す
ひ
す
る
に
お

ほ
し
、
其
類
ハ
大
社
の
帳
逃
に
て
む
す
ふ
の
神
か
ら
咎
ら
れ
て

散
〱
に
成
る
も
の
そ

興
玉
傳
記
曰

 

速
素
盞
嗚
神
就
根
国
与
佐
須
良
姫
神
合
慮
坐
成
养
思
神
（
ね
の

く
に
に
い
て
ま
し
き
　
さ
す
ら
ひ
ひ
め
の
こ
と
お
も
は
か
り
す

と
て
お
も
ひ
お
も
ひ
ニ
○
む
す
ふ
の
か
ミ
と
な
る
）

出
雲
国
大
社
　
杵
舂
大
明
神
と
申
奉
る
　
す
さ
の
を
の
尊
な
り

 

結
ふ
の
神
ハ
杵
舂
の
神
社
な
る
事
明
ら
か
也
　
此
御
神
は
八
く
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て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
、
ま
た
間
接
的
な
が
ら
そ
れ
を
、
出
雲
が
神
国

と
呼
ば
れ
る
理
由
に
関
係
づ
け
て
い
る
と
推
定
で
き
る
。

こ
れ
ら
は
出
雲
国
内
に
お
け
る
伝
承
で
あ
る
が
、
室
町
時
代
末
に

同
様
の
考
え
方
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
資
料
が
出
雲
国
以
外
に

も
残
さ
れ
て
い
る
。
能
の
「
神
あ
り
月
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
出
雲
大
社

の
神
集
い
の
由
来
な
ど
を
語
る
も
の
で
あ
る
が
、そ
の
中
に
「
出
雲
ハ

か
ミ
の
父
母
に
て
　
毎
年
日
本
の
か
み
〳
〵
出
雲
に
あ
つ
ま
り
給
ふ

と
き
ヽ
し
か
　
若
〃
さ
様
の
い
は
れ
や
あ
ら
ん
）
（（
（

」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

神
の
父
母
と
は
小
論
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ

を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
二
神
が
お
そ
ら
く
出
雲
に
鎮
座

し
て
い
る
が
故
に
、
出
雲
へ
の
神
集
い
が
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

男
女
の
元
神
、
夫
婦
の
始
め
と
さ
れ
た
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
が
出

雲
に
鎮
座
し
て
い
る
と
い
う
伝
承
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
中
世
末
に
佐

太
神
社
を
中
心
に
形
成
さ
れ
た
と
推
定
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
伝
承

が
出
雲
へ
の
神
集
い
伝
承
に
影
響
を
与
え
る
と
と
も
に
、
結
の
神
と

し
て
、出
雲
（
大
社
）
の
縁
結
び
信
仰
の
成
立
に
も
影
響
を
与
え
た
可

能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
）
（（
（

。
す
で
に
『
大
社
幽
冥
誌
』
に
お
い
て
、出
雲

大
社
に
お
い
て
も
出
雲
に
イ
ザ
ナ
ミ
が
鎮
座
し
て
い
る
こ
と
が
意
識

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
触
れ
た
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、出
雲
へ
の
神
集

い
伝
承
、
縁
結
び
信
仰
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
、
そ
の
成
立
時
に
佐
太
神

社
の
意
識
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う

出
雲
に
は
出
雲
大
社
が
鎮
座
し
て
お
り
、
出
雲
へ
の
神
集
い
伝
承
、

が
ら
、
こ
の
結
の
神
は
出
雲
大
社
、
と
り
わ
け
ス
サ
ノ
ヲ
に
関
連
し
た

も
の
で
、
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
を
主
体
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
二
神
と
出
雲
と
の
関
係
を
明
確
に
記
す
の
は
「
佐
陀
大
社
縁

起
」
で
あ
る
）
（1
（

。
 

是
故
伊
弉
諾
伊
弉
冊
尊
従
空
中
以
天
逆
鉾
下
探
海
底
水
中
有
沙

其
沙
觸
鉾
有
声
其
時
伊
弉
諾
乃
淡
地
言
今
淡
路
嶋
是
也
雖
然
水

漫
々
而
無
可
居
之
地
是
移
於
當
國
嶋
根
其
嶋
根
者
天
竺
東
有
鳩

留
国
其
鳩
留
国
戌
亥
方
有
一
小
嶋
其
嶋
浮
浪
而
是
来
是
謂
嶋
根

山
是
故
亦
謂
浮
浪
山
其
後
分
三
郡
（
後
略
）

こ
れ
は
、
佐
太
神
社
が
鎮
座
す
る
島
根
半
島
の
生
成
伝
承
と
と
も
に
、

当
社
が
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
を
主
祭
神
と
す
る
由
縁
な
ど
を
主
眼

と
し
て
記
さ
れ
た
縁
起
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
が

淡
路
島
を
産
ん
だ
後
、
こ
の
島
が
住
む
べ
き
地
で
は
な
い
と
し
て
、
出

雲
国
島
根
に
移
っ
た
と
さ
れ
、
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
が
出
雲
に
鎮
座

し
て
い
る
理
由
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
天
正
十
一
（
一
五
八
三
）

年
の
「
神
魂
社
造
営
覚
書
断
簡
」
に
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る
）
（（
（

。 

日
本
ハ
み
な
神
國
と
い
ひ
な
が
ら
、
い
ざ
な
き
・
い
ざ
な
み
御

天
神
影
向
之
所
、
天
の
御
空
を
ひ
ら
き
、
御
か
け
を
世
界
ニ
廣
め

た
ま
ふ
ニ
仍
、
出
雲
の
國
と
号
せ
ら
れ
、
當
山
に
御
社
を
祝
奉
る

（
中
略
）
日
本
神
國
也
、
其
中
に
も
出
雲
國
ハ
神
國
の
眼
也
（
後

略
）

こ
こ
で
も
、
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
が
出
雲
（
神
魂
神
社
）
に
鎮
座
し
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お
わ
り
に

 

神
国
―
神
々
の
国
―
は
日
本
の
聖
な
る
名
で
あ
る
。
そ
の
神
国

の
中
で
も
最
も
聖
な
る
地
は
出
雲
国
で
あ
る
。
高
天
原
か
ら
こ

の
地
に
最
初
に
降
り
立
ち
、
し
ば
ら
く
こ
の
地
に
住
ん
だ
の
は
、

国
産
み
の
神
、
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
、
神
々
と
人
間
の
御
祖
の

神
で
あ
り
、こ
の
出
雲
国
の
境
の
ど
こ
か
に
イ
ザ
ナ
ミ
は
埋
葬
さ

れ
た
。そ
し
て
イ
ザ
ナ
キ
は
彼
女
を
追
っ
て
こ
の
国
か
ら
死
者
の

住
む
暗
黒
の
国
（
根
の
国
）
へ
と
赴
い
た
が
、彼
女
を
こ
の
世
に

連
れ
戻
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。そ
し
て
イ
ザ
ナ
ギ
の
根
の
国

訪
問
神
話
と
イ
ザ
ナ
キ
が
遭
遇
し
た
様
々
な
神
話
が
『
古
事
記
』

に
記
さ
れ
て
い
る
。そ
し
て
冥
界
に
関
す
る
太
古
の
神
話
の
中
で

は
、
こ
の
神
話
が
最
も
異
様
で
あ
り
、
そ
れ
は
イ
シ
ュ
タ
ル
の
冥

界
訪
問
と
い
う
ア
ッ
シ
リ
ア
の
神
話
よ
り
も
異
様
で
あ
る
。

 

出
雲
が
と
り
わ
け
神
々
の
国
、
イ
ザ
ナ
キ
、
イ
ザ
ナ
ミ
が
今
も
崇

拝
さ
れ
て
い
る
民
族
の
揺
籃
の
地
だ
と
し
て
も
、
出
雲
国
杵
築

は
と
り
わ
け
神
々
の
都
で
あ
り
、
そ
の
太
古
か
ら
の
神
殿
は
古

代
信
仰
、
神
道
の
発
祥
の
地
な
の
で
あ
る
。（H

earn, `K
itzuki:

　

T
he m

ost ancient shrine of Japan’
,”

G
lim

pses of 
unfam

iliar Japan”, H
oughton and M

ifflin conm
any,（（（（,

）

 

こ
れ
は
小
泉
八
雲
『
見
知
ら
ぬ
日
本
の
面
影
』
の
「
杵
築
」
の
冒

頭
、
出
雲
が
神
国
の
中
の
神
国
で
あ
る
こ
と
に
触
れ
た
有
名
な
部
分

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、杵
築
に
出
雲
大
社
が
鎮
座
し
て
い
る
が
故
に
出

縁
結
び
信
仰
い
ず
れ
も
出
雲
大
社
（
も
し
く
は
ス
サ
ノ
ヲ
・
オ
オ
ク
ニ

ヌ
シ
）を
前
提
と
し
た
議
論
が
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
今
ま
で

紹
介
し
て
き
た
資
料
に
お
い
て
も
、
神
々
の
父
母
と
記
し
な
が
ら
出

雲
大
社
を
前
提
に
議
論
を
進
め
る
こ
と
な
ど
に
も
顕
著
に
表
れ
て
い

る
。
も
ち
ろ
ん
、こ
れ
ら
の
伝
承
の
成
立
に
出
雲
大
社
へ
の
信
仰
が
大

き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
伝
承
成
立
に
は
多
様
な
要
素
が
絡
み
合
っ
て
お
り
、
そ
の
糸
の
一

つ
に
佐
太
神
社
側
の
意
識
が
あ
り
、
そ
れ
が
少
な
か
ら
ず
の
影
響
を

与
え
て
い
た
こ
と
も
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

石
塚
は
、そ
の
著
『
神
去
来
』
の
末
尾
を
以
下
の
よ
う
に
結
ん
で
い

る
）
（（
（

。 

終
り
望
み
、こ
の
問
題
（
筆
者
注

：

神
在
祭
）
に
つ
い
て
考
え
て

い
る
う
ち
、
お
よ
そ
四
十
年
前
ご
ろ
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
格

別
の
ご
指
導
を
忝
う
し
た
恩
師
柳
田
國
男
先
生
の
ご
見
解
と
は

図
ら
ず
も
反
対
の
方
向
へ
走
っ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
同
じ
こ
ろ

し
ば
し
ば
ご
教
示
を
仰
い
た
朝
山
晧
先
生
の
ご
見
解
に
存
分
に

乗
っ
か
り
つ
つ
、
先
生
が
い
い
た
く
て
も
お
立
場
上
い
わ
ず
に

い
ら
れ
た
こ
と
を
ま
で
口
走
っ
て
し
ま
う
結
果
と
な
っ
た
。
顧

み
て
心
中
い
さ
さ
か
動
揺
を
禁
じ
得
な
い
。

私
も
朝
山
の
示
唆
に
導
か
れ
な
が
ら
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
石
塚
も
立

場
上
い
わ
ず
に
い
た
こ
と
に
踏
み
込
み
な
が
ら
、
神
在
祭
・
縁
結
び
信

仰
の
伝
承
成
立
の
絡
み
合
っ
た
糸
の
何
本
か
を
解
き
ほ
ど
く
こ
と
が

で
き
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
望
外
の
喜
び
で
あ
る
。
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の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
小
論
で
何
度
か
触
れ
た
『
日
本
書
紀

神
代
巻
抄
』
に
も
、「
出
雲
ハ
神
國
也
、
艮
方
ハ
萬
物
之
初
也
、
伊
弉

諾
・
伊
弉
册
ノ
所
主
也
、
未
申
ハ
、
天
孫
降
臨
ノ
処
也
、
中
国
ヨ
リ
戌

亥
ニ
ア
タ
リ
テ
ハ
、三
輪
降
臨
出
雲
也
）
（（
（

」
と
出
雲
を
神
国
と
み
な
し
て

い
る
。
詳
述
は
避
け
る
が
、
こ
こ
で
は
、「
陰
陽
和
合
」
の
地
と
さ
れ

る
戌
亥
の
方
向
に
、
こ
の
国
を
経
営
し
た
オ
オ
ナ
ム
チ
が
鎮
座
し
て

い
る
故
に
神
国
と
み
な
さ
れ
た
と
想
定
で
き
る
。

徳
川
義
直
の
命
に
よ
っ
て
書
写
さ
れ
寛
永
十
一
（
一
六
三
四
）
年
に

日
御
碕
神
社
に
奉
納
さ
れ
た
『
出
雲
国
風
土
記
』
日
御
碕
本
の
奥
書
に

は
、「
日
本
風
土
記
六
十
六
余
巻
今
纔
在
出
雲
國
記
一
冊
而
己
是
神
國

之
徴
兆
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、諸
国
で
編
纂
さ
れ
た
筈

の
奈
良
時
代
の
風
土
記
が
出
雲
国
風
土
記
一
冊
の
み
伝
わ
っ
て
い
る

こ
と
を
神
国
に
関
係
づ
け
て
い
る
。
ま
た
、
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）

の
佐
草
自
清
の
『
出
雲
水
青
随
筆
』
で
は
、出
雲
大
社
へ
の
神
参
集
と

と
も
に
オ
オ
ナ
ム
チ
が
神
事
（
幽
事
）
を
司
っ
て
い
る
こ
と
、十
八
世

紀
の
『
出
雲
鍬
』
で
は
出
雲
が
陰
陽
交
合
の
地
で
あ
る
こ
と
を
神
国
の

理
由
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
い
つ
か
の
例
を
挙
げ
た
だ
け
で
も
、
出
雲
神
国
論
は

多
様
な
伝
承
を
基
盤
と
し
て
成
立
し
て
き
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
そ
の
成
立
契
機
と
し
て
、
出
雲
を
陰
陽
和
合
の
地
と

み
な
す
点
を
含
め
、
出
雲
へ
の
神
集
い
伝
承
も
何
ら
か
の
影
響
を
与

え
て
い
る
こ
と
は
指
摘
し
て
良
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
そ
の
検
討
に
お

い
て
は
、
小
論
と
同
様
に
、
出
雲
大
社
の
み
で
は
な
く
、
佐
太
神
社
に

雲
が
神
国
で
あ
る
と
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
理
由
を
、
神
々
そ
し

て
人
間
の
祖
神
で
あ
る
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
が
出
雲
に
一
定
の
期

間
住
ん
だ
こ
と
に
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
伝
承
の
背
景
に
は
、

「
佐
陀
大
社
縁
起
」、「
神
魂
社
造
營
覺
斷
簡
」
な
ど
で
論
じ
た
よ
う
に
、

佐
太
神
社
に
由
来
す
る
考
え
方
が
伏
在
し
て
い
る
可
能
性
が
指
摘
で

き
る
だ
ろ
う
）
（（
（

。

実
は
直
接
、
佐
太
神
社
に
関
連
さ
せ
て
出
雲
を
神
国
と
記
す
も
の

が
あ
る
。
江
戸
時
代
初
期
と
さ
れ
る
『
寧
固
斎
談
叢
』
で
あ
る
）
（（
（

。

 

出
雲
の
國
は
吾
州
開
闢
以
来
、
神
國
の
中
の
神
國
と
て
不
思
議

の
神
徳
多
し
、
中
に
も
小
浦
と
い
ふ
濱
邊
へ
、
十
一
月
の
風
波
お

た
や
か
成
日
、
小
蛇
來
現
す
と
い
ふ
事
有
、
佐
陀
の
宮
の
神
官

（
後
略
）

こ
こ
で
は
、
神
在
祭
に
お
け
る
佐
太
神
社
へ
の
龍
蛇
漂
着
な
ど
の
神

威
に
関
連
付
け
て
出
雲
が
神
国
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

現
在
で
は
、
八
雲
の
フ
レ
ー
ズ
を
も
と
に
出
雲
を
神
国
と
み
な
す

説
明
が
よ
く
な
さ
れ
て
い
る
が
、
出
雲
を
神
国
と
み
な
す
考
え
方
は

少
な
く
と
も
中
世
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
幾
つ
か
例
を
挙
げ

て
お
こ
う
。
建
長
六
（
一
二
五
四
）
年
の
「
鰐
淵
寺
宗
徒
勧
進
帳
案
」

に
は
、「
我
朝
是
神
国
な
り
、當
州
亦
神
境
也
）
（（
（

」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
資
料
は
焼
失
し
た
伽
藍
再
興
の
た
め
の
勧
進
を
行
う
た
め
に
、
浮

浪
山
伝
承
な
ど
鰐
淵
寺
の
由
来
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中

に
明
確
な
表
現
で
は
な
い
も
の
出
雲
を
神
国
と
み
な
す
端
緒
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
本
資
料
で
は
、
な
ぜ
神
境
と
さ
れ
る
の
が
そ
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（
（1
）「
出
雲
神
在
祭
の
成
立
」『
神
去
来
』、
慶
友
社
、
一
九
九
五
年
な
ど
。

（
（（
）
前
掲
「
出
雲
神
在
祭
の
成
立
」、
三
四
六
頁
。

（
（（
）『
論
集
』
二
三
号
、
印
度
学
宗
教
学
会
、
一
九
九
六
年
。

（
（（
）  

岡
田
荘
司
『
日
本
書
紀
神
代
巻
抄
』、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
四
年
、

一
三
九
頁
。

（
（（
）『
群
書
類
従
』
二
輯
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
三
年
、
二
五
八
頁

（
（（
）  『
国
文
註
釈
全
書
』
一
七
、
國
學
院
大
學
出
版
部
、
一
九
一
○
年
、
六
五
―
六

六
頁
。

（
（（
）  『
重
要
文
化
財
　
佐
太
神
社
』、
鹿
島
町
立
歴
史
民
俗
資
料
館
、
一
九
九
九
年
、

四
二
五
頁
。

（
（（
）  

勝
田
勝
義
『
鹿
島
町
資
料
』、
島
根
町
、
一
九
七
六
年
、
一
二
五
―
一
二
六
頁
。

な
お
、『
神
社
啓
蒙
』
巻
之
五
に
も
イ
ザ
ナ
ミ
が
出
雲
国
で
崩
御
し
、
足
日
山

の
麓
に
葬
ら
れ
て
お
り
、
比
婆
山
は
こ
の
地
で
は
な
い
か
、
と
記
し
て
い
る

（
足
立
四
郎
吉
『
大
日
本
風
教
叢
書
』
八
、
大
日
本
風
教
叢
書
刊
行
会
、
一
九

三
四
年
、
六
頁
）。

（
（（
）  『
神
道
大
系
』
神
社
編
三
六
、
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
八
三
年
、
九
二
―
九

三
頁
。

（
（（
）  

前
掲
『
神
道
大
系
』、
九
七
頁
。
佐
太
神
職
層
が
、
神
名
火
山
を
足
日
山
と

比
定
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
資
料
が
出
雲
大
社
側
に
も
伝
わ
っ
て
い

る
。「
佐
太
社
弁
疑
考
証
」
は
、
十
七
世
紀
末
に
生
じ
た
出
雲
国
内
の
神
職
支

配
を
巡
る
佐
太
神
社
と
出
雲
大
社
の
争
論
に
際
し
、
出
雲
大
社
側
で
佐
太
神

社
の
由
緒
の
検
討
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
で
、
神
名
火
山
を
足
日

山
と
佐
太
神
社
が
比
定
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
、
郡
家
か
ら
の
距
離
な
ど
か

ら
、
神
名
火
山
と
足
日
山
が
『
出
雲
国
風
土
記
』
の
中
で
同
行
で
記
さ
れ
て

い
る
の
は
書
写
の
誤
り
だ
と
し
て
こ
の
比
定
を
批
判
し
て
い
る
（
村
田
正
志

『
出
雲
國
国
造
家
文
書
』、
清
文
堂
、
一
九
九
三
年
、
四
八
五
―
四
八
六
頁
）。

（
（1
）  『
日
本
宗
教
文
化
史
研
究
』
七
巻
一
号
、
日
本
宗
教
文
化
史
学
会
、
二
○
○
三

年
。

基
盤
を
置
く
伝
承
を
も
考
慮
す
る
必
要
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
問

題
は
、
歴
史
学
を
専
門
と
し
て
い
な
い
筆
者
の
能
力
を
大
き
く
超
え

て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
神
在
祭
・
お
よ
び
神
集
い
伝
承
の

検
討
結
果
を
基
盤
と
し
な
が
ら
、
今
後
、
こ
の
大
き
な
課
題
に
立
ち
向

か
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

（
参
考
文
献
）

朝
山
晧
『
続
佐
太
神
社
史
料
』
上
（
佐
太
神
社
蔵
）

石
塚
尊
俊
『
出
雲
信
仰
』、
雄
山
閣
、
一
九
八
六
年

『
神
去
来
』、
慶
友
社
、
一
九
九
五
年

【
註
】

（
（
）  「
家
の
神
の
問
題
」『
定
本
柳
田
国
男
集
』
一
三
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九

年
、
四
三
一
頁
。

（
（
）  「
い
わ
ゆ
る
神
送
り
・
神
迎
え
の
問
題
」『
山
陰
民
俗
』
四
六
号
、
一
旧
八
六

年
、
一
六
頁
。

（
（
）
柳
田
前
掲
論
文
、
四
三
三
頁
。

（
（
）「
留
守
神
」『
山
陰
民
俗
』
一
三
号
、
一
九
五
七
年
、
五
頁
。

（
（
）『
祭
日
考
』、
小
山
書
店
、
一
九
四
六
年
、
一
一
二
頁
。

（
（
）・（
（
）「
出
雲
神
在
祭
の
起
原
に
就
い
て
」（
一
九
三
三
年
）、「
神
在
祭
に
つ

い
て
」（
一
九
四
一
年
）（
石
塚
尊
俊
『
出
雲
信
仰
』
所
載
、”O

n the Shinto 
Festival, Jinzai-sai”

『
財
団
法
人
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
』
四
○
巻
、
一

九
三
三
年
な
ど
。

（
（
）  「
神
在
祭
・
新
嘗
祭
問
状
答
」『
山
陰
民
俗
』
四
四
号
、
一
九
八
五
年
、
一
九

頁
。

（
（
）「
お
忌
み
諸
社
の
成
立
」『
出
雲
民
俗
』
二
一
号
、
一
九
五
三
年
、
八
頁
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け
る
オ
オ
ク
ヌ
ヌ
シ
に
よ
る
幽
事
の
罰
の
進
展
に
つ
い
て
は
拙
稿
「『
大
社
幽

冥
誌
』
に
見
る
神
徳
の
弘
布
」『
出
雲
大
社
の
御
師
と
神
徳
弘
布
』
所
載
、
を

参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
（（
）  「
出
雲
神
在
祭
の
共
通
基
盤
」『
神
道
と
日
本
文
化
』
三
・
四
号
、
國
學
院
大

學
神
道
史
學
會
、
二
○
○
八
年
。
な
お
、
日
御
碕
神
社
、
万
九
千
神
社
、
朝

山
神
社
、
神
原
神
社
、
熊
野
大
社
な
ど
の
神
在
祭
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
出

雲
神
在
祭
の
歴
史
と
解
釈
」『
出
雲
大
社
の
祭
礼
行
事
』、
島
根
県
古
代
文
化

セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
九
年
、
の
注
を
参
照
の
こ
と
。

（
（（
）  

神
魂
神
社
宮
司
家
は
、大
永
三
年
（
一
五
二
三
）
以
来
、少
な
く
と
も
近
世
初

期
ま
で
は
真
名
井
神
社
、
六
所
神
社
の
宮
司
を
兼
ね
て
い
た
こ
と
か
ら
、
三

社
を
大
庭
側
と
し
て
一
括
し
て
記
述
す
る
。

（
（（
）  『
意
宇
六
社
文
書
』、
島
根
県
教
育
委
員
会
、
二
○
○
○
年
、
一
八
六
・
四
七

三
・
二
一
一
・
五
六
八
・
八
五
頁
。

（
（（
）
前
掲
『
意
宇
六
社
文
書
』、
一
四
三
頁
。

（
（（
）
前
掲
『
意
宇
六
社
文
書
』、
四
七
○
頁
。

（
（（
）  

こ
の
意
識
か
ら
推
測
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、「
法
事
」
は
イ
ザ
ナ
ミ
に
対
す
る

供
養
の
意
味
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
（（
）『
重
要
文
化
財
　
佐
太
神
社
』、
四
二
五
頁
。

（
（（
）
前
掲
『
松
江
市
史
』
史
料
編
五
、
六
四
八
頁
。

（
（（
）
前
掲
『
出
雲
大
社
の
御
師
と
神
徳
弘
布
』、
一
四
九
頁
。

（
（1
）  

前
掲
『
出
雲
大
社
の
御
師
と
神
徳
弘
布
』
に
お
い
て
、
岡
宏
三
が
多
く
の
御

師
関
連
資
料
を
翻
刻
し
、
ま
た
そ
の
活
動
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。

（
（（
）  

西
岡
和
彦
「
出
雲
大
社
の
「
日
本
勧
化
」
─
延
享
度
の
造
営
遷
宮
考
」『
近
世

出
雲
大
社
の
基
礎
的
研
究
』、
大
明
堂
、
二
○
○
二
年
。
こ
の
中
で
西
岡
は

「
出
雲
大
社
勧
化
帳
／
縁
起
」（
無
窮
会
図
書
館
神
習
文
庫
蔵
）
を
翻
刻
し
て

い
る
。
ま
た
古
代
出
雲
歴
史
博
物
館
で
は
、
同
じ
内
容
が
記
さ
れ
た
「
出
雲

国
大
社
造
営
寄
進
帳
」（
個
人
蔵
）
を
特
別
展
図
録
『
遷
宮
』（
古
代
出
雲
歴

史
博
物
館
、
二
○
一
六
年
）
の
中
で
写
真
掲
載
し
て
い
る
。

（
（（
）  『
神
道
大
系
』
論
説
編
九
、
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
九
一
年
、
二
二
八
頁
。

こ
の
資
料
は
吉
田
家
の
神
道
切
紙
を
集
成
し
た
も
の
だ
が
、
そ
の
中
に
神
無

月
の
由
来
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
資
料
か
ら
出
雲
へ
の
神
集
い
伝
承
を
知

ら
な
か
っ
た
諸
国
の
神
職
が
、
裁
許
の
た
め
吉
田
家
を
訪
れ
、
こ
こ
で
神
集

い
伝
承
を
知
り
得
た
こ
と
も
推
測
で
き
る
。
こ
の
点
に
も
、
朝
山
が
指
摘
し

た
吉
田
神
道
の
影
響
力
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
（（
）  

片
桐
洋
一
『
中
世
古
今
集
注
釈
書
解
題
』
二
、
赤
尾
昭
文
堂
、
一
九
七
三
年
、

三
○
二
頁
。
な
お
、
出
雲
大
社
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
も
の
の
、
出
雲
大

社
で
は
な
く
出
雲
に
参
集
す
る
と
す
る
資
料
で
は
、
十
三
世
紀
末
頃
と
さ
れ

る
『
古
今
和
歌
集
序
聞
書
三
流
抄
』
に
も
参
考
す
べ
き
記
載
が
あ
る
。
こ
こ

で
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
ス
サ
ノ
ヲ
に
使
者
を
送
り
、
も
し
養
子
と
な
る
な
ら

ば
十
月
を
譲
り
出
雲
・
石
見
を
支
配
さ
せ
る
と
伝
え
、
こ
の
結
果
ス
サ
ノ
ヲ

が
養
子
と
な
っ
た
の
で
十
月
に
神
々
は
出
雲
に
行
く
こ
と
に
な
っ
た
と
記
さ

れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、『
古
今
和
歌
集
序
聞
書
三
流
抄
』
に
は
「
出
雲
ニ
ハ

神
有
月
ヲ
イ
カ
ナ
レ
バ
神
無
月
ト
四
方
ニ
イ
フ
ラ
ム
」
と
い
う
源
経
信
の
歌

が
記
さ
れ
て
い
る
（
同
書
、
二
四
五
頁
）。
神
在
（
有
）
月
の
伝
承
も
古
い
こ

と
が
わ
か
る
。

（
（（
）『
松
江
市
史
』
史
料
編
五
　
近
世
Ⅰ
、
松
江
市
、
二
○
一
一
年
、
三
七
二
頁
。

（
（（
）  『
神
道
名
目
類
聚
鈔
』、
第
一
書
房
、
一
九
八
六
年
、
二
五
八
・
二
九
二
―
二

九
三
頁
。

（
（（
）『
新
修
平
田
篤
胤
全
集
』
三
、
名
著
出
版
、
一
九
七
七
年
、
一
八
○
頁
。

（
（（
）
村
田
前
掲
書
、
二
八
一
頁
。 

（
（（
）
村
田
前
掲
書
、
二
七
八
頁
。

（
（（
）『
神
道
大
系
』
神
社
編
三
七
、
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
九
一
年
、
二
二
四
頁
。

（
（（
）  「
大
社
幽
冥
誌
」『
出
雲
大
社
の
御
師
と
神
徳
弘
布
』、
島
根
県
古
代
文
化
セ
ン

タ
ー
、
二
○
○
五
年
、
一
四
一
頁
。

（
（1
）  

千
家
尊
福
『
出
雲
大
神
』、
大
社
教
東
京
分
祠
、
一
九
一
三
年
、
二
三
○
―
二

三
一
頁
。
な
お
、
出
雲
大
社
に
お
け
る
幽
事
の
内
容
、
と
り
わ
け
幽
事
に
お
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（
（（
）  

法
政
大
学
鴻
山
文
庫
蔵
。
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
編
『
大
蔵
虎
清
間
・
風
流

伝
書
』、
野
上
記
念
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
、
二
○
一
五
年
、
八
頁
・
四
四
―

四
五
頁
。

（
（（
）『
西
鶴
集
』
上
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
七
年
、
二
三
四
頁
。

（
（（
）『
広
益
俗
説
弁
』、
平
凡
社
、
一
九
八
九
年
、
三
○
頁
。

（
（（
）
国
立
国
会
図
書
館
蔵
。

（
（1
）
古
代
出
雲
歴
史
博
物
館
蔵
。

（
（（
）  『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
九
巻
、
三
一
書
房
、
一
九
六
九
年
、
四
五
八

頁
。

（
（（
）
前
掲
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』、
五
五
二
頁
。

（
（（
）
前
掲
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』、
五
八
七
頁
。

（
（（
）  

前
掲
『
遷
宮
』
に
よ
る
。
な
お
、
こ
の
縁
起
で
は
「
万
民
の
家
〃
に
仰
き
奉

る
大
こ
く
神
と
申
て
福
神
と
尊
も
此
神
の
御
事
な
り
」
と
し
て
オ
オ
ナ
ム
チ

（
オ
オ
ク
ヌ
ヌ
シ
）と
福
神
と
し
て
の
ダ
イ
コ
ク
を
同
一
視
し
て
い
る
。
な
お
、

出
雲
大
社
に
お
い
て
オ
オ
ク
ヌ
ヌ
シ
と
ダ
イ
コ
ク
を
同
一
視
し
た
こ
と
が
推

測
で
き
る
最
初
の
資
料
は
、
寛
文
度
に
造
営
さ
れ
た
西
神
饌
所
の
部
材
に
描

か
れ
た
ダ
イ
コ
ク
の
墨
書
絵
で
あ
る
。
こ
の
資
料
か
ら
寛
文
年
間
に
す
で
に
、

職
人
た
ち
の
間
で
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
が
ダ
イ
コ
ク
と
習
合
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
『
遷
宮
』
を
参
照
の
こ
と
。

　
　    

ち
な
み
に
、
一
般
に
出
雲
大
社
の
中
世
の
祭
神
は
ス
サ
ノ
ヲ
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
中
世
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
吉
田
兼
俱
は
、
オ
オ
ナ
ム
チ
（
オ
オ
ク

ニ
ヌ
シ
）
を
本
来
の
出
雲
大
社
の
祭
神
と
し
て
い
る
（
岡
田
前
掲
書
『
日
本

書
紀
神
代
巻
抄
』、
二
一
二
頁
）。
ま
た
、
こ
の
縁
起
と
ほ
ぼ
同
年
代
の
『
神

路
之
事
触
』
巻
一
「
七
福
神
の
事
」
で
は
、「
大
黒
と
い
ふ
ハ
大
国
主
の
神
な

ら
ん
　
地
主
の
福
神
な
れ
ハ
也
」
と
し
、
さ
ら
に
「
布
袋
ハ
袋
を
持
と
い
へ

ハ
大
国
魂
神
の
別
称
に
て
大
己
貴
の
神
な
ら
ん
」（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
）
と

も
記
し
、
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
（
オ
オ
ナ
ム
チ
）
は
、
ダ
イ
コ
ク
・
ホ
テ
イ
と
い

う
二
点
か
ら
七
福
神
と
み
な
さ
れ
て
い
た
伝
承
も
存
在
し
て
い
る
。

（
（（
）
前
掲
「
出
雲
神
在
祭
の
成
立
」。

（
（（
）
前
掲
『
重
要
文
化
財
　
佐
太
神
社
』、
四
二
三
頁
。

（
（（
）
前
掲
『
神
道
大
系
』
神
社
編
三
六
、
九
三
頁
。

（
（（
）  『
懐
橘
談
』「
府
城
」
の
項
に
、
神
能
と
し
て
「
切
目
荒
神
天
照
大
神
（
中
略
）

八
戸
坂
十
羅
大
社
佐
陀
（
後
略
）」
が
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（
秦
慶
之

助
、
一
九
一
四
年
、
六
五
頁
）。
台
本
は
幕
末
以
後
の
も
の
し
か
残
さ
れ
て
い

な
い
た
め
、
詞
章
の
確
認
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
「
大
社
（
佐
陀
）」

が
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）
の
段
階
で
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
確
認
で
き
る
。

（
（（
）
前
掲
『
懐
橘
談
』、
四
四
頁
。

（
（（
）『
松
江
市
史
』
史
料
篇
四
　
中
世
Ⅱ
、
松
江
市
、
二
○
一
四
年
、
四
五
四
頁
。

（
（（
）  

前
掲
『
神
道
大
系
』
神
社
編
三
六
、一
四
九
頁
。
な
お
こ
の
差
出
帳
に
は
「
出

雲
國
比
婆
山
熊
野
大
社
」、「
熊
野
大
社
ハ
天
神
册
尊
乃
神
廟
也
」
な
ど
の
記

載
も
あ
る
。

（
（（
）
前
掲
『
出
雲
大
社
の
祭
礼
行
事
』
巻
末
の
表
を
参
照
の
こ
と
。

（
（1
）  

例
え
ば
、「
福
の
神
」（
池
田
廣
司
・
北
原
保
雄
『
大
虎
虎
明
本
　
狂
言
集
の

研
究
』、
表
現
社
、
一
九
七
二
年
、
三
五
頁
）
で
は
、
出
雲
大
社
を
福
の
神
と

し
て
い
る
。

（
（（
）『
西
鶴
集
』
下
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
○
年
、
二
一
一
頁
。

（
（（
）
前
掲
『
出
雲
信
仰
』、
八
七
頁
。

（
（（
）  「
縁
結
び
の
神
様
」『
大
梁
灰
儿
一
家
言
』、出
雲
大
社
社
務
所
、一
九
七
八
年
。

な
お
千
家
は
、
本
書
の
中
で
縁
結
び
の
由
来
と
し
て
、
ス
サ
ノ
ヲ
と
イ
ナ
タ

ヒ
メ
が
結
婚
し
、
八
雲
立
つ
の
歌
を
歌
っ
た
と
い
う
説
も
否
定
し
て
い
る
。

（
（（
）  『
観
世
文
庫
蔵
　
室
町
時
代
謡
本
集
』
翻
印
篇
、
観
世
文
庫
、
一
九
九
七
年
。

な
お
、
石
塚
は
「
大
社
」
の
「
間
」
に
、
出
雲
大
社
で
の
縁
結
び
が
記
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
間
の
成
立
時
期
が
不
明
な
た
め
、
縁
結

び
信
仰
成
立
の
上
で
は
参
考
す
る
に
留
め
て
い
る
。

（
（（
）  

野
上
記
念
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
蔵
。
法
政
大
学
能
学
研
究
所
編
『
貞
享
年

間
大
蔵
流
間
狂
言
本
二
種
』、
わ
ん
や
書
店
、
一
九
八
六
年
、
一
九
七
頁
。
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（
（（
）
前
掲
『
神
去
来
』、
三
五
八
頁
。

（
（（
）  

ま
た
「
杵
築
」
で
は
、
出
雲
（
大
社
）
へ
の
神
集
い
に
関
す
る
真
鍋
晃
の
説

明
を
記
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
龍
蛇
は
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
を
祀
る
神
社

へ
竜
王
が
送
っ
た
使
者
だ
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
も
、
佐
太
神
社
の
意
識
の

影
響
が
見
ら
れ
る
。

（
（（
）
勝
田
勝
年
編
『
鹿
島
町
史
料
』、
鹿
島
町
、
一
九
七
六
年
、
九
九
頁
。

（
（（
）  

曽
根
研
三
『
鰐
淵
寺
文
書
の
研
究
』、
鰐
淵
寺
文
書
刊
行
会
、
一
九
六
三
年
、

二
七
○
頁
。

（
（（
）
前
掲
『
大
社
幽
冥
誌
』
一
五
七
頁
。

（
（（
）
前
掲
『
大
社
幽
冥
誌
』、
一
四
一
頁
。

（
（（
）
前
掲
『
大
社
幽
冥
誌
』、
一
五
七
頁
。

（
（（
）  

な
お
、『
大
社
幽
冥
誌
』
に
お
け
る
出
雲
大
社
の
縁
結
び
の
神
徳
、
な
ら
び
に

子
孫
・
家
の
永
続
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
拙
稿
「『
大
社
幽
冥
誌
』
に
見
る
神

徳
の
弘
布
」
お
よ
び
「
補
論
　
千
家
尊
福
の
幽
冥
観
」（
い
ず
れ
も
前
掲
『
出

雲
大
社
の
御
師
と
神
徳
弘
布
』
所
載
）
を
参
照
の
こ
と
。
な
お
岡
宏
三
も
『
大

社
幽
冥
誌
』
を
用
い
な
が
ら
、
出
雲
大
社
で
の
縁
結
び
信
仰
の
成
立
に
つ
い

て
本
論
と
同
様
の
指
摘
を
し
て
い
る
（「
大
国
さ
ま
と
縁
結
び
信
仰
」『
出
雲

び
と
の
信
仰
と
祭
祀
・
民
俗
・
芸
能
』、
今
井
書
店
、
二
○
一
六
年
）。

（
（（
）
前
掲
『
出
雲
大
神
』、
四
八
頁
。

（
（1
）『
雲
陽
誌
』、
雄
山
閣
、
一
九
七
一
年
、
四
七
頁
。

（
（（
）
前
掲
『
松
江
市
史
』
史
料
編
五
、
二
五
九
頁
。

（
（（
）
前
掲
『
懐
橘
談
』、
二
二
頁
。

（
（（
）
片
桐
前
掲
書
、
二
三
一
頁

（
（（
）・（
（（
）『
神
皇
正
統
記
　
増
鏡
』、
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
、
五
○
頁

（
（（
）・（
（（
）
岡
田
前
掲
書
、
一
一
八
頁
。

（
（（
）  

国
立
国
会
図
書
館
蔵
。
な
お
サ
ス
ラ
ヒ
メ
は
「
大
祓
詞
」
に
記
さ
れ
る
神
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
根
の
国
の
ス
セ
リ
姫
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
と
推
定

で
き
る
。

（
（（
）
古
代
出
雲
歴
史
博
物
館
蔵
。

（
（1
）
前
掲
『
重
要
文
化
財
　
佐
太
神
社
』、
四
二
二
―
四
二
三
頁
。

（
（（
）
前
掲
『
意
宇
六
社
文
書
』、
一
四
三
頁
。

（
（（
）
前
掲
『
観
世
文
庫
蔵
　
室
町
時
代
謡
本
集
』、
三
二
五
頁
。

（
（（
）  

佐
太
神
社
の
宮
司
家
で
あ
る
朝
山
氏
の
一
族
の
中
に
は
、
室
町
幕
府
に
出
仕

す
る
者
が
お
り
、
そ
の
中
か
ら
織
田
信
長
に
仕
え
た
朝
山
日
乗
な
ど
が
出
て

い
る
。
朝
山
家
と
中
央
と
の
関
係
が
、
佐
太
神
社
の
意
識
が
中
央
で
も
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
一
因
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
後
考
を
待
ち
た
い
。


