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本
論
文
は
︑
祭
礼
が
社
会
や
時
代
状
況
に
ど
の
よ
う
に
影
響
さ
れ
て
き
た

の
か
︑
と
り
わ
け
明
治
維
新
を
画
期
と
す
る
﹁
近
代
化
﹂
は
祭
礼
に
ど
の
よ

う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
︑
と
い
う
問
い
に
対
す
る
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
ー
で

あ
る
︒

祭
礼
と
社
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
夙
に
示
唆
的
な
考
察
を
行
っ
た
の
は
柳
田

國
男
で
あ
る
︒
柳
田
は
﹃
祭
礼
と
世
間
﹄
の
中
で
︑
祭
礼
で
神
輿
が
暴
れ
る

こ
と
は
偶
然
で
は
な
く
︑
神
輿
舁
た
ち
の
﹁
公
怨
﹂
の
現
れ
で
あ
る
と
述
べ

て
い
る
︒

近
代
の
京
都
の
祭
礼
で
は
神
輿
が
暴
れ
た
り
︑
神
輿
場
で
抗
争
が
起
こ
る

こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
︒
本
論
文
で
は
明
治
期
に
お
け
る
今
宮
祭
と
祇
園

祭
で
の
﹁
神
輿
荒
れ
﹂
の
事
例
を
取
り
上
げ
︑
そ
れ
ら
の
﹁
神
輿
荒
れ
﹂
が

﹁
公
怨
﹂
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
︑
先
行
研
究
や
諸
資
料
を
基
に
解

明
し
た
︒
そ
し
て
﹁
公
怨
﹂
に
基
づ
く
﹁
神
輿
荒
れ
﹂
が
起
こ
る
の
は
︑
近

代
の
祭
礼
に
特
徴
的
な
現
象
で
あ
る
こ
と
︑﹁
公
怨
﹂
に
基
づ
く
﹁
神
輿
荒

れ
﹂
と
は
︑
神
輿
場
と
い
う
公
共
空
間
で
起
こ
っ
た
公
共
性
を
帯
び
た
異
議

申
し
立
て
で
あ
る
こ
と
を
解
明
し
た
︒

キ
ー
ワ
ー
ド

都
市
祭
礼
︑
神
輿
︑
公
怨
︑
祇
園
祭
︑
今
宮
祭

は
じ
め
に

柳
田
國
男
が
祭
礼
に
つ
い
て
論
じ
た
著
作
と
し
て
は
昭
和
十
七

(一
九
四
二
)

年
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
日
本
の
祭(1
)﹄

が
最
も
有
名
で
あ
る
︒
新
谷
尚
紀
に
よ
れ
ば
︑

﹃
日
本
の
祭
﹄
は
﹁
柳
田
と
そ
の
学
問
に
と
っ
て
最
も
充
実
し
た
﹂
時
期
に
著
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
︑﹁
全
国
各
地
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
神
事
や
祭
礼
を
通
し
て
日

本
の
神
祭
り
の
原
初
の
形
態
を
も
と
め
︑
そ
れ
が
次
第
に
変
化
し
て
き
て
い
る
こ

と
を
の
べ
﹂
て
い
る(2
)︒

日
本
の
祭
り
の
歴
史
の
概
説
と
も
い
う
べ
き
﹃
日
本
の

祭
﹄
を
著
す
か
な
り
以
前
の
大
正
八

(一
九
一
九
)
年
︑
柳
田
は
祭
礼
に
つ
い
て

の
初
め
て
の
本
格
的
な
論
考
﹃
祭
礼
と
世
間(3
)﹄

を
著
し
て
い
る
︒
こ
の
論
考
で
柳
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田
は
︑
塩
竈
神
社
の
帆
手
祭
を
事
例
に
︑﹁
な
ぜ
神
輿
が
暴
れ
る
の
か
﹂
に
つ
い

て
考
察
し
て
い
る
︒

京
都
の
都
市
祭
礼(4
)に

於
い
て
も
︑
明
治
大
正
期
に
﹁
神
輿
が
暴
れ
た
﹂﹁
神
輿

場
が
荒
れ
た
﹂
事
例(5
)は

事
欠
か
な
い
︒
と
り
わ
け
被
差
別
部
落
民
が
神
輿
へ
の
参

入
を
求
め
て
神
輿
場
で
乱
闘
と
な
っ
た
今
宮
祭
の
事
例
と
︑
神
輿
を
交
番
に
打
ち

付
け
警
察
官
と
に
ら
み
合
い
に
な
っ
た
祇
園
祭
の
事
例
は
﹁
神
輿
荒
れ
﹂
の
典
型

と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
れ
ら
の
事
件
は
な
ぜ
そ
れ
が
起
こ
っ
た
の
か
︑

十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
︒
本
論
文
は
明
治
期
の
京
都
の
都
市
祭

礼
の
場
で
起
こ
っ
た
﹁
神
輿
荒
れ
﹂
の
典
型
と
も
い
え
る
そ
れ
ら
二
つ
の
事
例
を
︑

柳
田
の
﹃
祭
礼
と
世
間
﹄
を
補
助
線
と
し
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
︒

一
．

『
祭
礼
と
世
間
﹄

(
一
)
﹃
祭
礼
と
世
間
﹄
の
あ
ら
ま
し

『
祭
礼
と
世
間
﹄
は
も
と
も
と
大
正
八

(一
九
一
九
)
年
五
月
に
東
京
朝
日
新

聞
に
掲
載
さ
れ
︑
大
正
十
一

(
一
九
二
二
)
年
に
改
め
て
出
版
さ
れ
た
論
考
で
あ

る
︒
冒
頭
で
柳
田
は
﹁
東
京
朝
日
新
聞
の
仙
台
通
信
に
よ
れ
ば
︑
(中
略
)
国
幣

中
社
塩
竃
神
社
の
帆
手
祭
に
︑
神
輿
が
暴
れ
廻
っ
て
毎
年
三
戸
四
戸
の
人
家
を
壊

し
︑
本
年
な
ど
は
と
う
と
う
警
察
署
の
構
内
ま
で
乱
入
し
た
の
で
︑
官
憲
で
も
捨

て
お
か
れ
ぬ
こ
と
に
な
り
︑
(
中
略
)
右
教
授

(東
北
大
学
教
授
日
下
部
四
郎

太
：
筆
者
注
)
は
頼
ま
れ
て
現
場
に
出
張
し
︑
何
人
で
も
﹁
そ
う
で
す
か
﹂
と
言

わ
ず
に
お
ら
れ
ぬ
よ
う
な
報
告
を
せ
ら
れ
た
︒
教
授
の
意
見
で
は
︑
多
数
の
人
が

神
輿
の
ご
と
き
重
い
も
の
を
舁
い
で
あ
る
く
と
︑
偶
然
に
行
列
の
路
筋
で
な
い
処

に
も
︑
飛
び
込
む
も
の
で
あ
る
と
い
う(6
)︒﹂

と
述
べ
︑﹁
神
輿
荒
れ
﹂
が
偶
然
に
起

こ
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
日
下
部
の
意
見
を
紹
介
し
た
う
え
で
︑﹁
日
下
部
教

授
は
否
認
せ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
︑
祭
り
の
神
輿
舁
き
の
悪
意
と
い
う
こ
と
は
︑

絶
対
に
存
在
し
得
ぬ
も
の
で
も
な
い(7
)︒﹂

と
﹁
神
輿
荒
れ
﹂
が
偶
然
で
は
な
く
神

輿
舁
き
た
ち
の
何
が
し
か
の
意
識
が
働
い
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
︑
日
下
部
の
見

解
を
否
定
し
た
う
え
で
︑
こ
の
よ
う
な
﹁
神
輿
荒
れ
﹂
が
﹁
平
和
な
る
前
代
か
ら

引
き
続
い
て
相
応
に
行
わ
れ
て
い
る
﹂
と
日
下
部
に
欠
け
て
い
る
歴
史
的
視
点
を

提
示
し
︑﹁
こ
の
類
の
悪
意
が
︑
果
た
し
て
宮
城
県
警
察
の
い
わ
ゆ
る
︑
私
怨
を

霽
さ
ん
と
す
る
の
挙
で
あ
っ
た
の
か
︑
あ
る
い
は
ま
た
公
怨
の
結
果
で
あ
っ
た
か

は
︑
公
を
官
︑
私
を
民
と
始
め
か
ら
決
定
し
て
掛
か
ら
ぬ
限
り
︑
そ
う
簡
単
に
判

断
し
得
る
問
題
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る(8
)︒﹂

と
問
題
を
政
治
的
・
社
会
的

な
次
元
に
ま
で
高
め
︑﹁
普
通
に
反
す
る
こ
と
を
す
る
よ
う
な
人
間
を
︑
す
こ
し

も
い
じ
め
ず
に
お
く
と
い
う
こ
と
が
︑
公
人
と
し
て
も
あ
る
ま
じ
き
事
で
あ
っ
た

時
代
と
し
て
は
︑
こ
の
徒
に
対
す
る
祭
礼
の
日
の
悪
意
の
ご
と
き
は
︑
た
と
い
少

数
の
若
衆
頭
の
手
で
こ
れ
を
表
示
し
た
と
し
て
も
︑
や
っ
ぱ
り
公
怨
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
﹂
と
結
論
づ
け
て
い
る(9
)︒

柳
田
は
公
怨
を
歴
史
的
に
考
察
し
︑
共
同
体
の
共
通
の
敵
た
る
人
物
に
向
け
ら

れ
た
悪
意
の
基
底
に
は
神
意
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
︒

﹁
神
輿
は
本
来
重
く
も
な
り
軽
く
も
な
る
性
質
の
物
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
︑
今
ま

で
軽
か
っ
た
も
の
が
に
わ
か
に
重
く
な
る
と
い
う
の
は
︑
す
な
わ
ち
眼
に
見
え
ぬ

奇
し
き
力
の
︑
新
た
に
来
た
り
加
わ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
解
す
る
の
は
︑
単
に

過
去
何
千
年
の
間
の
人
の
習
癖
で
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
ぬ
ほ
ど
︑
確
乎
と
し
た
論

理
学
上
の
基
礎
あ
る
事
柄
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒
別
の
語
で
言
う
と
︑
そ
れ
は
一

つ
の
信
仰
の
結
果
で
は
な
く
て
︑
む
し
ろ
そ
の
原
因
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る(10
)﹂︒

神
輿
場
は
な
ぜ
荒
れ
た
の
か

(中
西

仁
)
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神
輿
が
荒
れ
る
の
は
神
輿
が
に
わ
か
に
重
く
な
る
か
ら
で
あ
り
︑
神
輿
が
に
わ
か

に
重
く
な
る
か
ら
こ
そ
人
々
は
神
輿
を
信
仰
の
対
象
と
し
た
の
で
あ
る
と
柳
田
は

言
う
︒
神
輿
が
に
わ
か
に
重
く
な
り
︑
神
輿
が
荒
れ
る
こ
と
に
昔
の
人
々
は
神
意

を
見
︑
信
仰
心
に
よ
っ
て
神
意
を
信
じ
た
が
︑
こ
の
神
意
こ
そ
が
公
怨
で
あ
っ
た
︒

柳
田
は
神
意
は
公
怨
と
い
う
人
々
の
共
同
体
の
集
団
的
無
意
識
の
現
れ
で
あ
る

と
喝
破
し
た
の
で
あ
る
︒
神
意
の
中
に
人
々
の
公
怨
を
見
る
こ
と
は
柳
田
を
し
て

初
め
て
で
き
た
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
柳
田
は
何
事
も
物
理
学
的
に
説
明
で

き
る
と
︑
﹁
信
仰
物
理
学
﹂
を
標
榜
す
る
日
下
部
と
も
︑﹁
神
輿
は
本
来
重
く
も
な

り
軽
く
も
な
る
性
質
の
物
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
︑
今
ま
で
軽
か
っ
た
も
の
が
に
わ

か
に
重
く
な
る
と
い
う
の
は
︑
す
な
わ
ち
眼
に
見
え
ぬ
奇
し
き
力
の
︑
新
た
に
来

た
り
加
わ
る
こ
と
﹂
を
心
底
信
じ
て
い
た
﹁
我
々
の
親
た
ち
の
信
仰
﹂
と
も
違
っ

た
立
ち
位
置
に
い
る(11
)︒

『
祭
礼
と
世
間
﹄
が
書
か
れ
た
大
正
八

(一
九
一
九
)
年
は
大
正
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
の
高
揚
期
で
あ
っ
た
︒
前
年
の
大
正
七
年

(一
九
一
八
)
八
月
に
は
米
価
の

高
騰
に
対
し
︑
都
市
下
層
や
被
差
別
部
落
民
を
中
心
と
す
る
米
騒
動
が
全
国
に
広

が
っ
た
︒
政
府
は
軍
隊
を
投
入
し
鎮
圧
し
た
が
︑
米
価
高
騰
の
き
っ
か
け
と
な
っ

た
シ
ベ
リ
ア
出
兵
を
推
進
し
た
首
相
寺
内
正
毅
は
九
月
二
十
一
日
に
退
陣
し
た
︒

民
衆
の
力
を
目
の
当
た
り
に
し
た
山
縣
有
朋
ら
元
老
た
ち
は
政
党
内
閣
を
認
め
︑

立
憲
政
友
会
の
原
敬
を
首
相
に
推
薦
︑
九
月
二
十
九
日
︑
日
本
で
初
の
本
格
的
な

政
党
内
閣
原
内
閣
が
成
立
し
︑
そ
の
後
普
通
選
挙
の
要
求
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
た
︒

こ
の
よ
う
な
時
代
背
景
の
も
と
﹃
祭
礼
と
世
間
﹄
は
書
か
れ
た
︒
柳
田
は
﹁
神

を
頼
り
に
苦
の
世
界
を
渡
っ
て
行
く
人
々
に
は
︑
ぜ
ひ
と
も
何
か
他
の
新
し
い
方

法
を
も
っ
て
︑
そ
の
心
ゆ
か
し
の
途
を
授
け
て
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
︒
政
治
教
育
が

不
足
だ
か
ら
こ
そ
︑
こ
ん
な
石
占
系
統
の
信
仰
が
︑
今
な
お
大
い
に
行
わ
れ
て
い

る
の
で
は
あ
る
ま
い
か(12
)﹂

と
言
う
︒﹁
心
ゆ
か
し
の
途
﹂
と
は
来
る
べ
き
普
通
選

挙
に
於
い
て
各
自
が
自
ら
の
見
識
と
意
思
に
基
づ
く
投
票
を
行
い
︑
民
意
が
反
映

さ
れ
る
こ
と
に
違
い
な
い
︒
こ
の
一
文
を
も
っ
て
柳
田
が
﹁
神
輿
荒
れ
﹂
を
前
近

代
的
な
迷
信
に
基
づ
く
暴
力
と
捉
え
て
い
た
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
﹁
神
輿
荒

れ
﹂
を
と
り
わ
け
米
騒
動
や
農
民
運
動
︑
労
働
運
動
︑
部
落
解
放
運
動
な
ど
の
民

衆
に
よ
る
社
会
運
動
に
先
立
つ
も
の
と
見
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
神
輿
場
で
荒

れ
る
民
衆
の
行
動
の
背
景
に
は
一
種
の
公
共
性

(公
怨
)
が
あ
り
︑
彼
ら
の
公
共

性
は
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
け
る
民
衆
運
動
の
も
つ
公
共
性
と
同
質
の
も
の
で

あ
る
と
柳
田
は
と
ら
え
て
い
た
︒

柳
田
は
﹁
世
間
﹂
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
﹁
セ
ケ
ン
は

実
際
の
日
本
語
に
お
い
て
は
︑
今
の
社
会
と
い
う
新
語
よ
り
も
意
味
が
狭
い
︒
こ

れ
に
対
立
す
る
の
は
土
地
ま
た
は
郷
土
で
︑
つ
ま
り
自
分
た
ち
の
共
に
住
む
以
外

の
地
︑
弘
く
他
郷
を
総
括
し
て
世
間
と
は
言
っ
て
い
た
の
で
あ
る(13
)︒﹂

こ
の
こ
と

か
ら
︑
柳
田
は
公
怨
に
基
づ
い
た
﹁
神
輿
荒
れ
﹂
は
﹁
荒
れ
た
者

(ま
た
は
荒
ら

し
た
者
)﹂
た
ち
の
共
同
体
に
お
い
て
共
通
認
識
さ
れ
た
何
ら
か
の
﹁
正
義
﹂﹁
常

識
﹂
が
︑﹁
他
郷
﹂
(
す
な
わ
ち
﹁
他
者
﹂)
に
よ
っ
て
認
知
さ
れ
な
い
︑
あ
る
い

は
損
な
わ
れ
た
と
感
じ
ら
れ
た
場
合
に
︑
そ
の
﹁
他
者
﹂
に
対
す
る
異
議
申
し
立

て
と
捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
︒

(
二
)

先
行
研
究
よ
り

『祭
礼
と
世
間
﹄
に
注
目
し
た
先
行
研
究
は
数
少
な
い
︒
最
近
の
研
究
で
は
中

里
亮(14
)･(15
)

平
︑
大
塚
英
志(16
)が

あ
げ
ら
れ
る
︒
﹃
祭
礼
と
世
間
﹄
は
二
つ
の
読
み
方
が
可
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能
で
あ
る
︒
一
つ
は
祭
礼
と
社
会
と
の
関
わ
り
に
注
目
し
た
読
み
方
で
あ
り
︑
も

う
一
つ
は
公
怨
と
い
う
祭
礼
参
加
者
の
意
識
に
注
目
し
た
読
み
方
で
あ
る
︒
中
里

は
前
者
︑
大
塚
は
後
者
の
読
み
で
論
を
立
て
て
い
る
︒

中
里
の
二
つ
の
論
文
の
う
ち
︑
﹃
祭
礼
と
世
間
﹄
を
よ
り
本
格
的
に
取
り
扱
っ

て
い
る
の
は
﹁
祭
礼
研
究
か
ら
見
る
柳
田
國
男
の
可
能
性
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
論
文

に
於
い
て
中
里
は
︑
祭
礼
と
社
会
と
の
関
わ
り
に
注
目
し
た
読
み
で
論
を
進
め
て

い
る
︒
中
里
は
柳
田
の
主
張
を
﹁
﹁
祭
礼
と
い
う
非
日
常
の
場
は
︑
共
同
体
の
中

で
暗
黙
に
了
解
さ
れ
た
意
思
を
神
の
名
の
も
と
に
発
現
す
る
場
で
あ
っ
た
﹂︑﹁
共

同
体
の
秩
序
を
維
持
し
︑
そ
の
権
威
を
象
徴
す
る
存
在
が
以
前
の
信
仰
に
支
え
ら

れ
た
神
輿
を
担
ぐ
若
者
た
ち
か
ら
︑
国
家
権
力
の
力
を
代
表
す
る
警
察
と
い
う
存

在
へ
と
移
り
変
わ
っ
た
が
た
め
に
今
回
の
問
題
が
発
生
し
た
﹂︑﹁
こ
う
し
た
問
題

は
単
純
に
近
代
的
︑
あ
る
い
は
疑
似
科
学
的
な
解
釈
で
片
づ
け
て
よ
い
も
の
で
は

な
く
︑
歴
史
的
な
背
景
を
考
え
る
必
要
が
あ
る(17
)﹂﹂

と
要
約
し
て
い
る
︒

中
里
は
﹁
神
輿
荒
れ
﹂
の
原
因
を
﹁﹁
新
し
い
世
間
﹂
で
あ
る
近
代
国
家
と
し

て
の
明
治
政
府
の
論
理
と
い
わ
ゆ
る
民
俗
的
論
理
の
対
立
と
葛
藤(18
)﹂

と
と
ら
え
た

上
で
︑
狭
く
て
古
い
共
同
体
の
民
俗
的
論
理
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
祭
礼
は
︑
常
に

広
く
て
新
し
い
﹁
世
間
﹂
で
あ
る
国
家
権
力
︑
市
民
社
会
︑
世
論
な
ど
の
論
理
に

よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
き
た
と
述
べ
る
︒

中
里
の
論
で
興
味
深
い
点
は
︑
祭
礼
と
政
治
権
力
は
本
来
︑
対
立
関
係
に
あ
る

と
捉
え
て
い
る
点
で
あ
る
︒
現
在
︑
祭
礼
は
政
治
利
用
さ
れ
る
存
在
と
い
う
感
が

強
い
︒
例
え
ば
祇
園
祭
が
京
都
市
に
よ
っ
て
﹁
市
民
の
祭
﹂
と
喧
伝
さ
れ
た
り
︑

文
部
科
学
省
の
学
習
指
導
要
領(19
)に

於
い
て
︑
祭
り
は
地
域
住
民
︑
日
本
国
民
と
い

う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
高
め
る
た
め
の
重
要
な
学
習
内
容
と
し
て
と
ら
え
ら
れ

て
い
た
り
︑
と
い
う
事
実
が
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
︒
し
か
し
祭
礼
と
は
そ
の
非

日
常
性
か
ら
世
俗
の
権
力
を
否
定
す
る
暴
動
︑
蜂
起
︑
反
乱
に
容
易
に
転
換
す
る

も
の
で
あ
り
︑
祭
礼
と
政
治
権
力
は
本
来
対
立
す
る
と
い
う
中
里
の
指
摘
が
正
し

い
こ
と
は
歴
史
が
物
語
っ
て
い
る(20
)︒

た
だ
し
︑
中
里
は
明
治
か
ら
戦
前
に
政
治
と
祭
礼
の
対
立
の
主
た
る
局
面
を
風

俗
取
締
や
治
安
維
持
を
目
的
と
し
た
国
家
に
よ
る
祭
礼
の
規
制
に
限
定
し
て
い
る
︒

し
か
し
︑
風
俗
規
制
や
治
安
維
持
を
目
的
と
す
る
限
り
︑
祭
礼
で
暴
れ
る
民
衆
に

対
し
て
必
要
な
の
は
﹁
修
身
﹂﹁
道
徳
教
育
﹂
の
類
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
柳
田
は

彼
ら
の
﹁
心
ゆ
か
し
﹂
に
は
﹁
政
治
教
育
﹂
が
必
要
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
の
で

あ
る
︒﹁
政
治
教
育
﹂
が
必
要
だ
と
主
張
す
る
柳
田
は
︑﹁
神
輿
荒
れ
﹂
の
現
場
に

何
ら
か
の
﹁
政
治
﹂
が
働
い
て
い
る
こ
と
を
見
て
い
る
︒
そ
う
言
っ
た
柳
田
の
主

張
を
よ
り
理
解
す
る
た
め
に
は
︑
大
塚
の
ご
と
く
祭
礼
参
加
者
の
意
識
︑
公
怨
に

注
目
し
た
読
み
方
が
必
要
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
︒

大
塚
は
帆
手
祭
の
事
件
に
つ
い
て
︑
ま
ず
﹁
結
論
か
ら
言
え
ば
︑﹁
神
輿
荒
れ
﹂

は
旧
式
の
世
論
形
成
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
﹂
と
述
べ
る
︒

大
塚
は
結
論
に
重
ね
る
よ
う
に
﹁
柳
田
は
神
輿
の
暴
走
行
為
が
氏
子
側
な
り
の

﹁
公
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
に
議
論
を
も
ど
す
︒
つ
ま
り
﹁
世
間(21
)﹂

と
い
う
︑
村
落
共

同
体
な
り
の
﹁
公
﹂
の
発
露
で
あ
っ
た
と
論
じ
る
︒﹂
と
し
︑﹁
柳
田
は
い
わ
ば
社

会
的
運
動
と
し
て
こ
れ

(﹁
神
輿
荒
れ
﹂：
筆
者
注
)
を
捉
え
直
し
て
い
る
︒
だ
か

ら
そ
の
行
為
の
是
非
は
別
と
し
て
︑
神
輿
に
よ
る
家
屋
の
破
壊
は
﹁
私
怨
﹂
で
は

な
く
﹁
公
怨
﹂
で
あ
り
︑
そ
れ
を
神
輿
に
よ
っ
て
実
行
す
る
の
は
そ
の
点
で
﹁
公

人
﹂
で
あ
る
︑
と
指
摘
す
る
﹂
と
し
た
上
で
︑
柳
田
は
﹁﹁
神
輿
荒
れ
﹂
が
表
出

し
た
︑
か
つ
て
の
公
共
性
の
あ
り
方
︑
つ
ま
り
﹁
祭
礼
﹂
と
﹁
世
間
﹂
の
関
わ
り

神
輿
場
は
な
ぜ
荒
れ
た
の
か

(中
西

仁
)
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方
を
検
証
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
﹂
と
論
じ
︑﹁﹁
神
輿
荒
れ
﹂
は
︑
村
に
お
け
る

﹁
公
﹂
と
︑
近
代
に
於
い
て
警
察
が
氏
子
に
も
と
め
る
﹁
公
﹂
と
い
う
︑
二
つ
の

﹁
公
﹂
の
衝
突
で
あ
﹂
り
︑
﹁
15
歳
で
成
人
し
て
﹁
若
い
衆
﹂
と
呼
ば
れ
る
が
︑

﹁
若
い
衆
﹂
の
中
で
も
年
長
者
が
﹁
や
や
大
き
な
権
限
﹂
を
持
ち
︑
そ
の
意
志
が

反
映
し
易
い
仕
組
み
が
あ
っ
た
と
す
る
︒﹁
若
い
衆
﹂
は
︑
民
意
の
い
わ
ば
代
表

で
あ
り
︑
彼
ら
の
担
ぐ
神
輿
の
運
動
は
そ
れ
ゆ
え
︑
物
理
的
法
則
の
総
和
で
は
な

く
︑
彼
ら
な
り
の
意
思
の
総
和
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
一
見
︑
暴
徒
に
見
え
る
が
︑

自
ら
を
律
し
︑
﹁
民
意
﹂
を
生
成
し
︑
実
行
す
る
の
が
﹁
神
輿
荒
れ
﹂
で
あ
﹂
る

と
ま
と
め
る(22
)︒

大
塚
の
議
論
は
か
つ
て
の
祭
礼
︑
特
に
神
輿
場
が
ど
の
よ
う
な
場
で
あ
っ
た
の

か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
︑
十
分
な
答
え
を
用
意
し
て
い
る
︒
た
だ
し
な
ぜ
荒
れ

る
の
が
神
輿
な
の
か
︑
神
輿
以
外
の
例
え
ば
山
車
や
ダ
ン
ジ
リ
で
は
な
か
っ
た
の

か
に
つ
い
て
は
十
分
に
説
明
し
て
い
な
い
︒
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
柳
田
自
身

の
言
葉
に
直
に
当
た
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒
柳
田
は
言
う
︒﹁
神
輿
の
中
に
は

神
様
が
乗
っ
て
お
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
事
実
で
あ
っ
て
︑
詩
で
も
な
く
空
想
で
も
な

い
︒
ま
た
い
わ
ゆ
る
御
旅
所
な
る
も
の
は
︑
も
と
人
間
の
設
け
た
座
敷
で
は
な
く

て
︑
神
が
自
ら
選
び
た
ま
い
し
祭
場
で
あ
る
︒
ゆ
え
に
神
の
美
幸
を
降
臨
と
も
︑

影
向
と
も
い
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
へ
御
出
ま
し
に
な
る
道
筋
と
て
も
同
じ
こ
と

で
︑
こ
れ
を
担
ぐ
者
の
身
勝
手
な
ど
は
︑
神
霊
の
前
で
は
零
で
あ
っ
た
の
み
な
ら

ず
︑
さ
ら
に
一
段
と
信
心
の
強
烈
な
世
の
中
で
は
︑
人
が
な
く
て
も
神
輿
は
行
く

べ
き
処
へ
行
く
も
の
と
︑
認
め
ら
れ
て
い
た(23
)﹂︒

す
な
わ
ち
前
近
代
や
明
治
・
大
正
の
人
々
か
ら
す
れ
ば
︑
神
輿
に
は
実
際
に
神

が
乗
っ
て
お
り
︑
神
輿
場
で
起
こ
っ
た
こ
と
は
︑
公
怨
に
基
づ
く
人
々
の
行
動
も

含
め
て
す
べ
て
﹁
神
意
﹂
に
基
づ
く
も
の
と
い
う
捉
え
方
は
﹁
常
識
﹂
で
あ
っ
た
︒

で
あ
る
か
ら
こ
そ
神
輿
場
が
様
々
な
騒
動
の
現
場
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り

騒
動
の
渦
中
の
人
々
の
心
の
奥
底
に
は
﹁
神
よ
御
照
覧
あ
れ
﹂
と
い
う
集
団
的
無

意
識
が
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
︒

二
．

今
宮
祭
に
お
け
る
﹁
神
輿
荒
れ
﹂

(
一
)

今
宮
祭
の
概
要
と
﹁
神
輿
荒
れ
﹂

今
宮
祭
は
長
保
三

(
一
〇
〇
一
)
年
の
﹁
紫
野
御
霊
会
﹂
を
起
源
と
す
る
︒
応

仁
の
乱
を
は
じ
め
幾
多
の
戦
火
を
受
け
て
長
く
中
断
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
近
世

に
入
る
と
︑
西
陣
の
出
身
で
あ
っ
た
桂
昌
院

(徳
川
綱
吉
生
母
)
が
復
興
に
尽
力

し
た
︒
西
陣
が
興
隆
す
る
と
と
も
に
西
陣
の
氏
子
祭
と
し
て
栄
え
︑
祇
園
祭
︑
稲

荷
祭
︑
御
靈
祭
と
と
も
に
京
都
を
代
表
す
る
都
市
祭
礼
に
数
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
︒
現
在
は
本
社
か
ら
旅
所
へ
と
三
基
の
神
輿

(先
御
輿
︑
中
御
輿
︑
大
御

輿(24
))

を
中
心
に
太
鼓
︑
剣
鉾
︑
牛
車
︑
八
乙
女
な
ど
か
ら
な
る
行
列
が
本
社
か
ら

旅
所
に
む
か
う
神
幸
祭

(五
月
五
日
)
と
︑
神
輿
三
基
が
旅
所
か
ら
本
社
へ
還
る

還
幸
祭

(五
月
十
五
日
に
近
い
日
曜
日
)
か
ら
な
る
︒
還
幸
祭
で
は
御
供
所
に
て

還
御
祭

(か
ん
ぎ
ょ
さ
い
)
を
行
っ
た
後
︑
大
宮
御
輿
の
み
が
提
灯
の
飾
り
つ
け

を
行
い
︑
松
明
の
先
導
を
受
け
て
︑
大
宮
通
か
ら
本
社
に
還
る
︒
他
の
二
基
の
神

輿
は
千
本
通
を
通
っ
て
本
社
に
還
る(25
)︒

三
基
の
神
輿
の
担
い
手
に
つ
い
て
で
あ
る
が
︑
や
や
小
型
の
先
御
輿
は
﹁
あ
ぐ

い
御
輿
﹂
と
呼
ば
れ
︑
元
々
は
洛
中
と
洛
外
の
境
で
あ
る
﹁
あ
ぐ
い
﹂
地
域
の

人
々
が
担
っ
て
き
た
︒
中
御
輿
は
﹁
鷹
御
輿
﹂
と
も
呼
ば
れ
︑
旧
鷹
ヶ
峰
村
の
鷹

峯
地
区
の
﹁
鷹
若
﹂
(鷹
若
中
輿
丁
会
)
が
担
っ
て
い
る
︒
先
御
輿
は
﹁
あ
ぐ
い
﹂
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地
域
の
人
々
が
何
ら
か
の
事
情
で
神
輿
に
寄
ら
な
く
な
っ
て
か
ら
︑
そ
の
担
い
手

は
変
わ
っ
て
き
た
が
︑
現
在
は
中
御
輿
の
﹁
鷹
若
﹂
(鷹
若
中
輿
丁
会
)
の
﹁
預

か
り
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
大
宮
御
輿
は
も
と
も
と
は
今
宮
神
社
周
辺
の
上
野
村
の

﹁
上
野
若
中
﹂
及
び
新
門
前
村
の
﹁
新
門
前
若
中
﹂
で
担
っ
て
き
た
︒﹁
若
中
﹂
と

い
う
組
織
は
一
〇
年
ほ
ど
前
ま
で
か
ろ
う
じ
て
存
続
し
て
き
た
が
︑
そ
の
前
か
ら

人
が
集
ま
ら
な
く
な
り
︑
現
在
は
二
つ
の
村
の
あ
っ
た
二
つ
の
学
区

(待
鳳
︑
鳳

徳
)
の
有
志
で
担
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る(26
)︒

本
多
健
一(27
)に

よ
れ
ば
︑
三
基
の
神
輿
の
担
い
手
は
変
遷
を
繰
り
返
し
て
き
て
い

る
︒
今
宮
神
社
の
氏
地
は
洛
外
の
北
部
村
落
地
域
と
南
部
市
街
地
域

(西
陣
)
に

分
か
れ
る
が
︑
正
徳
二

(
一
七
一
一
)
年
の
時
点
で
は
︑
北
部
村
落
地
域
﹁
西
賀

茂
田
尻
村
﹂
﹁
同
林
村
﹂
が
神
輿
三
基
を
舁
い
て
い
た
︒
し
か
し
延
享
二

(一
七

四
五
)
年
に
は
南
部
市
街
地
域
の
人
々
に
担
い
手
が
変
わ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き

る
︒
そ
の
後
︑
明
和
三

(
一
七
六
六
)
年
の
﹃
花
車
町
文
書
﹄
に
よ
る
と
︑
担
い

手
の
地
域
は
﹁
大
徳
寺
門
前
﹂
﹁
安
居
院
筋
違
南
半
町
﹂﹁
同
北
半
町
﹂﹁
鷹
ヶ
峰
﹂

﹁
同
木
ノ
下
町
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
れ
は
現
在
の
﹁
大
宮
御
輿
﹂︑﹁
あ
ぐ
い
御

輿
﹂
︑
﹁
鷹
御
輿
﹂
の
担
い
手
の
地
域
に
ほ
ぼ
対
応
し
て
お
り
︑
約
二
五
〇
年
前
か

ら
現
在
に
至
る
ま
で
﹁
大
宮
御
輿
﹂
と
﹁
鷹
神
輿
﹂
は
担
い
手
集
団
が
変
わ
っ
て

い
な
い
こ
と
と
な
る
︒
次
に
述
べ
る
明
治
二
十
一

(一
八
八
八
)
年
の
今
宮
祭
の

﹁
神
輿
荒
れ
﹂
の
際
に
は
︑
事
件
の
一
方
の
当
事
者
で
あ
る
﹁
大
宮
御
輿
﹂
の
神

輿
舁
き
集
団
は
︑
す
で
に
一
二
〇
年
以
上
に
亘
っ
て
︑
神
輿
渡
御
を
担
い
続
け
て

い
た
こ
と
に
な
る
︒

明
治
二
十
一

(
一
八
八
八
)
年
五
月
十
五
日
︑
今
宮
祭
の
還
幸
祭
に
於
い
て
事

件
が
起
こ
っ
た
︒
以
下
の
ご
と
く
︑
当
時
の
新
聞
記
事
は
生
々
し
く
報
道
し
て
い

る
︒

一
昨
十
五
日
︑
今
宮
神
社
の
祭
禮
に
つ
き
大
喧
嘩
あ
り
し
︒
次
第
を
尚
能
く

聞
く
に
︑
往
昔
同
神
社
の
神
輿

(大
宮
と
稱
す
る
も
の
)
は
︑
愛
宕
郡
東
紫

竹
大
門
村
の
壮
年
輩
が
舁
く
の
例
な
り
し
に
︑
維
新
後
彼
穢
多
の
稱
號
を
廃

せ
し
よ
り
︑
同
郡
鷹
ヶ
峰
村
字
蓮
臺
野

(舊
穢
多
村
)
の
人
民
等
も
同
く
氏

子
の
者
な
れ
ば
︑
共
に
神
輿
を
舁
か
せ
貰
は
ん
と
︑
種
々
打
合
せ
あ
り
し
も
︑

之
を
舁
す
は
神
に
對
し
て
不
敬
な
り
と
て
拒
絶
な
し
︑
爾
来
年
々
夫
等
の
為

紛
議
の
生
じ
る
こ
と
も
あ
り
︒
左
れ
ば
同
日
午
後
八
時
頃
︑
第
三
の
神
輿
が

東
紫
竹
大
門
村
字
追
分
と
云
ふ
處
ま
で
來
り
し
折
柄
︑
豫
て
不
平
の
あ
る
蓮

臺
野
の
人
民
凡
五
十
名
︑
各
々
瓦
礫
を
携
へ
て
出
來
り
︑
神
輿
を
見
掛
て
投

付
た
り
︒
紫
竹
大
門
村
の
神
輿
舁
は
之
を
支
へ
ん
と
て
︑
神
輿
を
畑
中
に
下

し
遂
に
双
方
亂
擊
に
及
び
︑
護
衛
の
巡
査
數
名
が
之
を
制
せ
ん
と
す
る
も
︑

其
勢
ひ
當
る
べ
く
も
あ
ら
ず
︒
喧
嘩
は
益
々
盛
ん
に
な
り
︑
血
を
見
ざ
れ
ば

治
り
難
き
有
様
な
れ
ば
︑
巡
査
は
急
を
上
京
警
察
署
及
び
田
中
警
察
署
へ
報

ぜ
し
を
以
て
︑
両
警
察
署
よ
り
應
援
の
爲
數
十
名
の
警
部
巡
査
派
出
し
︑
双

方
を
取
鎭
め
し
に
ぞ
︒
漸
く
翌
十
六
日
午
前
三
時
頃
︑
神
輿
を
今
宮
神
社
に

舁
き
入
る
ゝ
に
至
り
し
が
︑
右
の
喧
嘩
に
よ
り
︑
蓮
臺
野
の
大
塚
富
之
助

(四
十
一
年
)
原
田
勇
次
郎

(六
十
三
年
)
野
村
か
な

(六
十
年
)
の
三
人

は
重
傷
を
蒙
り
︑
生
死
も
計
り
難
き
程
に
て
︒
其
他
輕
傷
を
受
た
る
は
︑
同

地
の
者
に
七
八
名
︑
大
門
村
の
者
に
十
二
三
名
あ
り
し
が
︑
何
分
夜
間
の
事

な
れ
ば
兇
行
者
も
分
明
な
ら
ず
︒
今
尚
︑
取
調
中
な
り
と
︒
(句
読
点
：
筆

者(28
))

神
輿
場
は
な
ぜ
荒
れ
た
の
か

(中
西

仁
)

八
二



蓮
台
野
村
の
人
々
が
渡
御
中
の
大
宮
御
輿
を
襲
っ
て
乱
闘
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

蓮
台
野
村
の
人
々
の
行
動
は
︑
祭
礼
で
の
突
発
的
な
喧
嘩
と
は
言
い
難
く
︑
た
だ

な
ら
ぬ
何
か
を
感
じ
る
︒
柳
田
國
男
の
い
う
と
こ
ろ
の
﹁
公
怨
﹂
が
強
く
作
用
し

た
の
で
は
な
い
か
︒
﹁
時
代
は
攻
究
し
て
お
く
べ
き
も
の
で
あ
る(29
)﹂

と
い
う
柳
田

の
言
葉
に
従
っ
て
︑
蓮
台
野
村
と
今
宮
祭
の
関
わ
り
を
歴
史
的
に
探
究
し
て
い
く
︒

(
二
)

蓮
台
野
村
と
今
宮
祭

記
事
中
の
鷹
ヶ
峰
村
字
蓮
臺
野

(
蓮
台
野
村
)
は
︑
近
世
に
於
い
て
は
六
条
村

の
枝
村
で
あ
り
︑
牢
屋
敷
の
番
役
︑
行
刑
役
な
ど
に
従
事
さ
せ
ら
れ
た
役
人
村
で

あ
っ
た
︒
ま
た
朝
廷
と
の
関
係
も
深
く
︑
年
寄
を
中
心
に
禁
裏
の
庭
掃
除
役
で
あ

る
小
法
師
役
を
勤
め
た
︒
は
や
く
か
ら
身
分
解
放
︑
平
等
に
関
す
る
意
識
が
高
く
︑

慶
応
三

(
一
八
六
七
)
年
に
年
寄
が
﹁
穢
多
﹂
身
分
か
ら
の
離
脱
を
意
図
し
た
身

分
取
立
て
の
嘆
願
を
行
っ
た
︒
ま
た
教
育
に
も
熱
心
な
村
で
あ
り
︑
寺
子
屋
で
は

読
み
書
き
そ
ろ
ば
ん
に
加
え
て
ド
イ
ツ
語
も
教
え
ら
れ
た
と
い
う
︒
寺
子
屋
は
明

治
六

(
一
八
七
三
)
年
に
は
蓮
台
野
校
︑
の
ち
に
楽
只
小
学
校
へ
と
発
展
し
た
︒

明
治
八

(
一
八
七
五
)
年
の
町
村
合
併
に
よ
り
蓮
台
野
村
は
西
紫
竹
大
門
村
と
合

併
︑
同
村
蓮
台
野
区
と
な
る
︒
明
治
十
七

(一
八
八
四
)
年
︑
西
紫
竹
大
門
村
は

鷹
ヶ
峰
村
と
改
称
さ
れ
た
︒
明
治
二
十
二

(一
八
八
九
)
年
の
市
制
︑
町
村
制
公

布
と
と
も
に
全
国
的
に
市
町
村
合
併
が
あ
い
つ
い
だ
に
も
関
わ
ら
ず
︑
蓮
台
野
区

は
明
治
二
十
五

(
一
八
九
二
)
年
︑
野
口
村
と
し
て
独
立
し
た
︒
こ
の
独
立
は

﹁
鷹
ヶ
峰
村
役
場
引
継
文
書
﹂
の
﹁
明
治
二
十
四
年
五
月
四
日
分
離
二
関
ス
ル
上

申
書
﹂
に
よ
れ
ば
︑
﹁
抑
蓮
台
野
区
は
古
来
穢
多
ノ
一
部
落
ニ
シ
テ
︑
戸
数
弐
百

有
余
戸
︑
多
ク
ハ
古
来
ノ
因
習
ニ
依
リ
テ
下
駄
表
ヲ
製
ス
ル
ノ
職
工
者
タ
リ
︒

(中
略
)
鷹
峯
区
ニ
於
テ
ハ
古
来
商
業
ヲ
以
テ
成
リ
︑
汎
ク
世
上
ニ
往
来
ス
ル
ヲ

以
テ
カ
稍
世
態
ニ
通
ス
ル
ノ
風
ア
リ
テ
︑
(中
略
)
斯
ニ
於
テ
カ
相
互
ノ
情
誼
益マ

マ

疎
遠
ト
ナ
リ
︑
其
極
ヤ
遂
ニ
意
外
ノ
軋
轢
ヲ
来
シ
︑
時
々
事
々
円
滑
ナ
ラ
サ
ル
ニ

至
ル(30
)︒﹂

と
あ
る
︒
蓮
台
野
区
は
遅
れ
た
被
差
別
部
落
で
あ
る
と
い
う
鷹
峯
区
の

差
別
意
識
が
分
村
の
底
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

近
世
に
於
い
て
多
く
の
﹁
穢
多
﹂
村
は
︑
地
域
の
神
社
の
氏
子
と
し
て
周
り
の

村
か
ら
認
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
︒
例
え
ば
︑
盛
田
嘉
徳
・
岡
本
良
一
・
森
杉
夫

に
よ
れ
ば
︑
泉
国
南
王
子
村
は
聖
明
神
に
様
々
な
奉
仕
を
行
っ
て
い
た
が
︑
周
囲

の
村
か
ら
氏
子
と
し
て
認
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
︒
八
月
十
日
の
祭
礼
に
は
︑
前

日
か
ら
神
幸
の
道
の
補
修
を
す
る
な
ど
の
奉
仕
を
行
っ
て
き
た
が
︑
祭
礼
の
当
日

に
は
︑
け
が
れ
て
い
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
神
輿
に
近
づ
く
こ
と
さ
え
許
さ
れ
な

か
っ
た
と
い
う(31
)︒

蓮
台
野
村
も
南
王
子
村
と
同
じ
よ
う
な
扱
い
を
受
け
て
き
た
︒

十
八
世
紀
初
頭
に
作
成
さ
れ
た
﹃
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書(32
)﹄

に
よ
れ
ば
︑
今
宮

神
社
の
氏
地
は
﹁
東
ハ
西
堀
川
限

(
但
︑
一
條
ゟ
北
ハ
︑
小
川
通
の
西
側
限
)︑

西
ハ
七
本
松
通
限
︑
南
ハ
二
条
御
城
番
北
之
方
御
屋
敷
迄
︑
北
ハ
千
束
村
上
限
﹂

と
あ
り
︑
蓮
台
野
村
は
お
よ
そ
西
北
の
境
界
の
内
側
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
し

か
し
大
阪
朝
日
新
聞
の
記
事
に
﹁
維
新
後
彼
穢
多
の
稱
號
を
廃
せ
し
よ
り
︑
同
郡

鷹
ヶ
峰
村
字
蓮
臺
野

(舊
穢
多
村
)
の
人
民
等
も
同
く
氏
子
の
者
な
れ
ば
﹂
と
あ

る
よ
う
に
︑
近
世
を
通
じ
て
氏
子
と
し
て
は
認
め
ら
れ
て
来
な
か
っ
た
︒

明
治
四

(一
八
七
一
)
年
八
月
の
﹁
解
放
令
﹂
及
び
︑
同
年
か
ら
行
わ
れ
た
公

的
な
﹁
氏
子
調
べ
﹂
以
降
︑
各
地
の
被
差
別
部
落
民
は
地
域
の
神
社
の
氏
子
で
あ

る
と
の
認
識
を
持
っ
た
︒
近
世
以
前
か
ら
当
該
神
社
と
の
つ
な
が
り
の
強
い
場
合

に
は
氏
子
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
し
た
︒
そ
し
て
︑
祭
礼
へ
の
参
加
を
求
め
る
よ

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要

文
学
研
究
科
篇

第
四
十
七
号

(二
〇
一
九
年
三
月
)

八
三



う
に
な
る
︒
白
石
正
明(33
)は

︑
京
都
で
は
明
治
一
〇
年
代
に
な
る
と
被
差
別
部
落
民

が
祭
礼
参
加
を
要
求
す
る
よ
う
に
な
り
︑
そ
の
解
決
に
十
四
︑
五
年
か
か
っ
て
い

る
と
す
る
︒
蓮
台
野
村
に
つ
い
て
い
え
ば
︑
少
な
く
と
も
近
世
後
期
に
は
皮
革
関

連
産
業
な
ど
で
蓄
え
た
経
済
力
を
背
景
に
︑
今
宮
祭
に
何
ら
か
の
関
わ
り
を
持
と

う
と
し
て
き
た
︒
近
世
に
お
け
る
今
宮
祭
と
蓮
台
野
村
の
関
係
は
小
林
丈
広(34
)に

詳

し
い
︒
以
下
︑
小
林
の
論
文
を
ト
レ
ー
ス
す
る
形
で
︑
近
世
に
お
け
る
今
宮
祭
と

蓮
台
野
村
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
年
代
順
に
述
べ
て
い
き
た
い
︒

①
(
年
代
不
詳
)
祭
礼
に
使
う
小
太
鼓
四
基
の
修
復
を
今
宮
神
社
が
蓮
台
野
村
に

命
じ
︑
蓮
台
野
村
は
太
鼓
の
修
復
を
無
料
で
行
っ
た
︒
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
太
鼓

の
巡
行

(
こ
の
時
は
太
鼓
を
舁
い
て
い
た
)
に
︑
蓮
台
野
村
の
人
々
が
混
ざ
る
よ

う
に
な
っ
た
︒
も
と
も
と
太
鼓
の
巡
行
を
請
け
負
っ
て
き
た
﹁
氏
子
講
中
神
輿
舁

請
負
方
之
者
﹂
か
ら
差
し
出
さ
れ
た
人
足
た
ち(35
)が

こ
れ
を
嫌
が
り
祭
り
に
出
て
こ

な
く
な
っ
た
︒

②
文
化
十
四

(
一
八
一
七
)
年
に
も
蓮
台
野
村
は
小
太
鼓
の
修
復
を
命
じ
ら
れ
た
︒

し
か
し
蓮
台
野
村
で
は
小
太
鼓
の
修
復
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
︑
大
太
鼓
を
無
料

で
奉
納
し
︑
さ
ら
に
太
鼓
の
巡
行
の
際
の
人
足
料
ま
で
負
担
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒

③
天
保
一
〇

(
一
八
三
九
)
年
に
は
太
鼓
巡
行
の
人
数
を
節
約
し
太
鼓
の
破
損
を

防
ぐ
た
め
︑
太
鼓
を
舁
く
こ
と
を
止
め
︑
車
で
牽
か
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
太
鼓

の
巡
行
に
つ
い
て
は
︑
神
社
が
雇
っ
た
者
に
蓮
台
野
村
の
人
々
が
混
ざ
る
よ
う
に

な
っ
た
︒
ま
た
神
社
雇
の
人
足
の
賃
銭
も
蓮
台
野
村
が
負
担
し
︑
結
果
︑
太
鼓
の

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
︑
購
入
及
び
太
鼓
の
巡
行
な
ど
太
鼓
に
つ
い
て
の
一
切
は
︑
蓮
台

野
村
が
差
配
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

④
安
政
三

(一
八
五
六
)
年
︑
蓮
台
野
村
の
太
鼓
の
巡
行
に
つ
い
て
︑
神
社
側
は

﹁
不
浄
之
も
の
神
事
之
節
︑
列
中
え
入
交
リ
不
申
様
仕
度
奉
存(36
)﹂

の
で
︑
氏
子
ら

と
相
談
し
︑
太
鼓
の
修
繕
は
蓮
台
野
村
に
申
し
付
け
る
が
︑
修
繕
料
に
つ
い
て
は

神
社
や
氏
子
が
負
担
し
︑
太
鼓
巡
行
の
た
め
の
人
足
は
元
の
通
り
﹁
氏
子
講
中
神

輿
舁
請
負
方
之
者
﹂
が
差
し
出
す
こ
と
と
な
っ
た
︒
も
し
人
足
が
不
足
し
た
場
合

は
神
社
が
雇
う
が
︑
そ
の
場
合
の
賃
銭
は
西
陣
地
域
の
氏
子
二
名
が
負
担
す
る
こ

と
と
な
っ
た
︒

以
上
が
近
世
末
に
お
け
る
今
宮
祭
で
の
蓮
台
野
村
と
今
宮
神
社
お
よ
び
氏
子
と

の
関
係
で
あ
る
が
︑
一
連
の
流
れ
の
中
で
注
目
す
べ
き
は
︑
特
に
蓮
台
野
村
の
排

除
に
関
与
し
た
の
が
﹁
氏
子
講
中
神
輿
舁
請
負
方
之
者
﹂
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ

る
︒
一
連
の
流
れ
の
④
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
安
政
六

(一
八
五
九
)
年
の
神
輿
渡
御

請
負
の
状
況
に
つ
い
て
本
多
健
一
は
︑﹁﹃
今
宮
御
神
事
行
事
勤
来
控
﹄
に
よ
れ
ば
︑

や
は
り
北
部
村
落
地
域
に
属
す
る
﹁
京
方
千
本
﹂﹁
鷹
ヶ
峯
﹂﹁
紫
野
﹂
の
者
が
当

年
の
神
輿
舁
を
請
け
負
っ
て
お
り
︑
こ
れ
ら
は
明
和
三

(一
七
六
六
：
筆
者
注
)

年
の
請
負
人
在
所
と
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
現
在
で
も
︑
今
宮
祭
の
舁
手

は
︑
北
区
紫
野
と
同
鷹
峯
両
地
区
の
住
民
が
参
加
し
て
い
る
の
で
あ
る(37
)︒﹂

と
述

べ
て
い
る
が
︑
そ
う
な
る
と
﹁
氏
子
講
中
神
輿
舁
請
負
方
之
者
﹂
と
は
︑
明
治
二

十
一

(一
八
八
八
)
年
五
月
十
八
日
の
大
阪
朝
日
新
聞
の
記
事
に
登
場
す
る
﹁
愛

宕
郡
東
紫
竹
大
門
村(38
)﹂

に
︑
近
世
末
に
住
ま
い
し
て
い
た
人
々
も
含
ま
れ
る
と
い

神
輿
場
は
な
ぜ
荒
れ
た
の
か

(中
西

仁
)
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う
こ
と
に
な
る
︒
と
な
れ
ば
︑
明
治
二
十
一

(一
八
八
八
)
年
の
﹁
神
輿
荒
れ
﹂

は
相
当
根
深
い
背
景
を
持
っ
て
い
た
こ
と
と
な
ろ
う
︒

な
ぜ
﹁
氏
子
講
中
神
輿
舁
請
負
方
之
者
﹂
が
蓮
台
野
村
の
者
を
排
除
し
よ
う
と

し
た
の
か
︒
勿
論
︑
そ
こ
に
は
前
近
代
的
な
差
別
意
識
で
あ
る
﹁
け
が
れ
﹂
意
識

が
作
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
︑
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
︒

今
宮
神
社
の
氏
子
構
成
は
︑
今
宮
祭
を
財
政
的
に
支
え
た
﹁
神
事
行
事
町
﹂
が
存

在
し
た
西
陣
地
域
の
氏
子
と
︑
北
部
村
落
地
域
の
氏
子
か
ら
な
る
︒﹁
氏
子
講
中

神
輿
舁
請
負
方
之
者
﹂
は
北
部
村
落
地
域
の
人
々
で
あ
っ
た
が
︑
村
山
弘
太
郎
に

よ
れ
ば
﹁
(
近
世
の
今
宮
祭
に
お
い
て
は
：
筆
者
注
)
神
輿
舁
請
負
方
お
よ
び
神

輿
舁
人
足
は
神
事
行
事
町
よ
り
下
位
の
扱
い
を
受
け
て
い
る
︒
む
し
ろ
︑
給
金
が

明
記
さ
れ
︑
神
事
行
事
町
の
指
示
の
も
と
﹁
大
切
二
相
勤
﹂
め
﹁
不
埒
成
仕
方
﹂

が
あ
っ
た
場
合
に
は
残
金
を
受
け
取
ら
な
い
︑
と
い
う
文
体
は
人
足
の
請
状
に
類

似
す
る
も
の
が
あ
る(39
)︒

﹂
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
︒
祭
礼
に
於
い
て
微
妙
な
位
置

に
い
た
﹁
氏
子
講
中
神
輿
舁
請
負
方
之
者
﹂
た
ち
に
と
っ
て
︑
蓮
台
野
村
の
人
々

と
は
︑
祭
礼
に
於
い
て
絶
え
ず
自
分
た
ち
の
領
域
に
侵
入
し
て
く
る
存
在
と
移
っ

て
い
た
︒
小
林
丈
広
は
﹁
(
安
政
三

(一
八
五
八
)
年
の
動
き
は
：
筆
者
注
)
大

局
的
に
い
え
ば
︑
身
分
は
低
く
と
も
経
済
力
を
背
景
に
神
事
に
対
し
て
影
響
力
を

持
ち
始
め
た
蓮
台
野
村
に
対
し
て
︑
旧
例
に
復
帰
す
る
こ
と
で
︑
そ
の
勢
力
を
押

さ
え
つ
け
る
こ
と
を
意
図
し
︑
神
社
と
氏
子
側
は
ほ
ぼ
そ
の
意
図
を
達
成
し
た
こ

と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う(40
)︒

﹂
と
総
括
す
る
︒

①
～
④
で
示
し
た
太
鼓
の
巡
行
に
つ
い
て
は
︑﹁
氏
子
講
中
神
輿
舁
請
負
方
之

者
﹂
た
ち
に
と
っ
て
の
一
応
の
決
着
は
つ
い
た
が
︑﹁
氏
子
講
中
神
輿
舁
請
負
方

之
者
﹂
た
ち
は
蓮
台
野
村
の
人
々
を
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
︒

な
ぜ
な
ら
太
鼓
で
は
な
く
神
輿
に
も
蓮
台
野
村
の
人
々
が
︑
寄
っ
て
来
た
か
ら
で

あ
る
︒奉

願
口
上
書

一
︑
近
年
当
社
神
事
還
幸
之
節
︑
小
屋
竝
穢
多
之
者
神
輿
え
近
附
候
二
付
︑

兎
角
故
障
出
来
駕
輿
丁
之
者
大
二
心
配
仕
候
間
︑
何
卒
以
来
右
様
之
者

共
神
輿
え
不
近
附
様
御
沙
汰
被
下
置
候
様
駕
輿
丁
之
者
申
之
候
二
付
︑

此
段
奉
願
上
候
︑
御
許
容
被
成
下
置
候
者
難
有
可
奉
存
候
︑
以
上

明
治
四
年
辛
未
五
月
八
日

今
宮
神
主

佐
々
木
従
五
位

(印
)

京
都
御
政
府(41
)

近
世
後
期
の
京
都
の
都
市
祭
礼
の
神
輿
渡
御
で
は
﹁
願が
ん

舁か
き

﹂
と
呼
ば
れ
る
神
輿

舁
達
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た(
42
)︒﹁

願
舁
﹂
と
は
︑
神
社
と
の
特
別
な
関
係
に

よ
っ
て
駕
輿
丁
役
を
勤
め
る
駕
輿
丁
役
の
者
や
神
社
や
氏
子
に
雇
わ
れ
て
神
輿
を

舁
く
人
足
︑
あ
る
い
は
氏
子
を
代
表
し
て
神
輿
を
舁
く
者
と
い
っ
た
﹁
正
式
﹂
な

神
輿
舁
で
は
な
く
︑
﹁
勝
手
﹂
に
神
輿
に
寄
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
︒
右
の
史
料

に
示
さ
れ
た
蓮
台
野
村
の
人
々
の
姿
は
︑
神
社
や
駕
輿
丁
に
許
可
を
得
ず
︑
神
輿

に
近
づ
い
て
い
る
こ
と
か
ら
ま
さ
し
く
﹁
願
舁
﹂
で
あ
る
︒﹁
願
舁
﹂
に
は
例
え

ば
神
に
何
ら
か
の
願
を
か
け
て
い
る
者
︑
享
楽
の
た
め
の
者
︑
自
分
の
力
を
見
せ

つ
け
る
示
威
行
為
を
意
図
し
た
者
等
々
さ
ま
ざ
ま
な
者
た
ち
が
い
た
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
︒
①
～
④
の
経
緯
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
理
不
尽
な
扱
い
を
受
け
な
が

ら
も
祭
礼
に
関
わ
ろ
う
と
し
て
き
た
蓮
台
野
村
の
人
々
に
と
っ
て
は
︑﹁
願
舁
﹂

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要

文
学
研
究
科
篇

第
四
十
七
号

(二
〇
一
九
年
三
月
)
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五



と
い
う
行
為
は
︑
ま
ず
何
よ
り
も
﹁
神
﹂
と
の
結
縁
で
あ
り
︑
仮
令
︑
他
の
氏
子

や
神
社
か
ら
は
認
め
ら
れ
な
く
と
も
︑
今
宮
の
神
の
﹁
氏
子
﹂
と
い
う
実
感
を
得

る
た
め
で
あ
っ
た
ろ
う
︒

少
な
い
人
数
で
巡
行
す
る
太
鼓(43
)と

は
違
い
︑
神
輿
の
渡
御
に
は
多
く
の
者
が
ひ

し
め
く
よ
う
に
神
輿
に
寄
っ
て
舁
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
の
時
期
ま
で
に
は
︑

京
都
の
都
市
祭
礼
の
神
輿
渡
御
に
は
︑
轅
な
が
え

ま
た
は
大

(台
)
棒
と
い
う
太
く
て

長
い
角
材
を
綱
で
神
輿
に
絡
ま
せ
︑
益
々
︑
多
く
の
人
々
が
神
輿
に
寄
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
た
︒
神
輿
舁
の
統
制
は
非
常
に
難
し
い
も
の
と
な
っ
て
お
り
︑
そ
れ

ゆ
え
今
宮
神
主
は
﹁
京
都
御
政
府
﹂
に
お
願
い
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

(
三
)

今
宮
祭
の
﹁
神
輿
荒
れ
﹂
と
公
怨

以
上
の
経
緯
を
踏
ま
え
る
と
︑
﹁
同
く
氏
子
の
者
な
れ
ば
︑
共
に
神
輿
を
舁
か

せ
貰
は
ん
﹂
と
い
う
蓮
台
野
村
の
人
々
の
言
葉
は
非
常
に
切
実
な
も
の
で
あ
り
︑

悲
願
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
で
あ
る
か
ら
こ
そ
︑

﹁
之
を
舁
す
は
神
に
對
し
て
不
敬
な
り
と
て
拒
絶
﹂
さ
れ
た
際
の
絶
望
や
怒
り
︑

す
な
わ
ち
﹁
公
怨
﹂
は
い
か
ば
か
り
の
も
の
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
記
事
を
詳

し
く
読
む
と
こ
れ
は
た
だ
の
乱
闘
で
な
い
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
︒
ま
ず
乱
闘
が
起

こ
っ
た
場
所
で
あ
る
が
︑
東
紫
竹
大
門
村
で
あ
り
︑
神
輿
舁
た
ち
の
地
元
で
あ
る
︒

神
輿
は
西
陣
地
区
を
巡
行
し
て
今
宮
神
社
に
還
る
の
だ
が
︑
わ
ざ
わ
ざ
神
輿
舁
た

ち
の
地
元
で
騒
動
を
起
こ
し
た
こ
と
に
な
る(44
)︒

命
も
危
う
い
重
傷
を
負
っ
た
三
人

(
大
塚
富
之
助

(
四
十
一
歳
)
原
田
勇
次
郎

(六
十
三
歳
)
野
村
か
な

(六
十

歳
))
は
い
ず
れ
も
血
気
盛
ん
な
若
者
で
は
な
い
し
︑
原
田
や
野
村
は
当
時
の
基

準
で
は
還
暦
を
過
ぎ
た
老
人
と
な
ろ
う
︒
そ
の
う
え
野
村
は
女
性
で
あ
ろ
う
︒
還

暦
の
女
性
ま
で
が
参
加
し
︑
瀕
死
の
重
傷
を
負
う
﹁
大
喧
嘩
﹂
で
あ
っ
た
︒
と
り

わ
け
注
目
す
べ
き
な
の
は
︑﹁
瓦
礫
を
携
へ
て
出
來
り
︑
神
輿
を
見
掛
て
投
付
た

り
﹂
と
い
う
行
為
で
あ
る
︒
こ
れ
ま
で
今
宮
祭
に
参
加
す
る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な

努
力
を
続
け
て
き
た
蓮
台
野
村
の
人
々
が
︑
そ
の
今
宮
祭
で
神
が
乗
る
神
輿
に
対

し
て
こ
の
よ
う
な
挙
に
出
た
こ
と
は
︑
切
実
に
神
に
訴
え
た
い
﹁
何
か
﹂
が
あ
っ

た
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る(
45
)︒

三
．

祇
園
祭
に
お
け
る
﹁
神
輿
荒
れ
﹂

(
一
)

明
治
三
十
八

(
一
九
〇
五
)

年
七
月
十
七
日
の
﹁
神
輿
荒
れ
﹂

明
治
三
十
八

(一
九
〇
五
)
年
七
月
十
七
日
︑
祇
園
祭
神
輿
渡
御(46
)で

神
輿
舁
た

ち
が
警
官
を
相
手
に
暴
れ
る
﹁
神
輿
荒
れ
﹂
が
起
こ
っ
た
︒
今
宮
神
社
の
﹁
神
輿

荒
れ
﹂
が
部
落
史
や
地
域
史
の
研
究
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
の
に
対
し
︑

こ
の
事
件
は
先
行
研
究
も
事
実
を
叙
述
し
た
文
献
も
な
い
忘
れ
ら
れ
た
事
件
で
あ

る
︒

●
祇
園
神
輿
舁
の
騒
ぎ

一
昨
十
七
日
は
八
阪マ
マ

神
社
の
神
幸
と
て
︑
同
社
三

社
の
神
輿
中
東
御
座
の
神
輿
が
︑
午
後
八
時
頃
四
条
縄
手
の
巡
査
派
出
所
に

近
づ
く
や
︑
詰
合
の
巡
査
が
神
輿
舁
の
胸
を
顕
は
せ
る
を
咎
む
る
や
︑
一
同

は
非
常
に
激
昂
し
︑
神
輿
を
打
付
け
よ
巡
査
に
舁
か
せ
と
口
々
に
罵
り
︑
ア

ハ
ヤ
神
輿
を
派
出
所
に
打
付
け
卸
さ
ん
と
せ
し
を
︑
二
木
松
原
署
長
は
之
を

諭
し
て
止
め
し
め
︑
且
請
々
マ

マ

講
社
の
世
話
方
等
を
呼
び
た
る
も
︑
此
騒
ぎ
に

辟
易
し
て
何
れ
に
か
姿
を
隠
し
た
り
︒
斯
く
て
幸
に
無
事
に
済
た
る
も
︑
御

旅
へ
の
着
は
二
時
間
計
も
遅
れ
︑
十
時
過
漸
く
納
ま
り
た
り
︒
神
輿
舁
た
ち

神
輿
場
は
な
ぜ
荒
れ
た
の
か

(中
西

仁
)
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は
二
木
署
長
の
説
諭
に
舁
出
し
た
る
も
︑
還
幸
の
際
︑
巡
査
に
禮
を
云
ふ
べ

し
抔
毒
気
を
吐
き
︑
三
条
大
橋
を
越
え
る
迄
は
非
常
に
荒
れ
︑
警
官
も
殆
ど

持
餘
し
た
り
︒
聞
く
去
十
日
の
神
輿
洗
に
︑
東
御
座
の
鈴
を
修
繕
し
︑
人
力

車
に
積
み
て
本
社
に
持
参
の
途
︑
派
出
所
前
に
て
以
東
は
車
止
な
り
と
て
通

行
を
許
さ
ざ
る
を
憤
り
暴
言
を
吐
き
︑
為
に
數
名
松
原
書
に
引
致
し
︑
一
夜

検
束
を
加
え
た
る
を
︑
意
地
に
持
ち
居
た
る
折
も
折
と
て
胸
を
現
す
を
咎
め

た
る
よ
り
︑
遂
に
斯
る
暴
行
を
爲
し
た
る
な
り
と
︒
(句
読
点
：
筆
者(47
))

『
祭
礼
と
世
間
﹄
に
出
て
く
る
塩
竈
神
社
の
帆
手
祭
の
﹁
神
輿
荒
れ
﹂
を
髣
髴

と
さ
せ
る
事
件
で
あ
る
︒
こ
の
事
件
は
な
ぜ
起
こ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
記
事
に
よ

れ
ば
︑
東
御
座
の
神
輿
舁
た
ち
は
︑
上
半
身
裸
で
神
輿
を
舁
い
て
い
る
こ
と
を
警

官
に
咎
め
ら
れ
た
こ
と
に
激
昂
し
た
こ
と
が
直
接
の
き
っ
か
け
で
あ
る
が
︑
そ
の

一
週
間
前
の
七
月
十
日
の
神
輿
洗
の
日
︑
神
輿
に
飾
り
付
け
る
鈴
を
人
力
車
に
積

ん
で
︑
四
条
通
を
通
行
し
て
い
た
際
︑
警
官
に
車
は
通
行
禁
止
と
止
め
ら
れ
た
こ

と
が
伏
線
と
な
っ
て
い
た
と
述
べ
る(48
)︒

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
︑
警
察
に
よ
る
規
制

が
原
因
と
な
ろ
う
︒
し
か
し
こ
の
﹁
神
輿
荒
れ
﹂
に
は
も
っ
と
根
深
い
問
題
が
隠

さ
れ
て
い
た
︒

(
二
)

な
ぜ
神
輿
舁
た
ち
は
暴
れ
た
の
か

塩
竈
神
社
の
帆
手
祭
で
神
輿
が
警
察
署
の
構
内
ま
で
乱
入
し
た
こ
と
を
き
っ
か

け
に
柳
田
は
﹃
祭
礼
と
世
間
﹄
を
書
き
上
げ
た
︒
中
里
は
前
述
の
通
り
︑
こ
の
出

来
事
を
﹁
﹁
新
し
い
世
間
﹂
で
あ
る
近
代
国
家
と
し
て
の
明
治
政
府
の
論
理
と
い

わ
ゆ
る
民
俗
的
論
理
の
対
立
と
葛
藤
﹂
に
よ
る
も
の
と
捉
え
て
い
る
︒
中
里
の
言

う
よ
う
に
祭
礼
に
対
す
る
世
俗
権
力
の
規
制
︑
強
制
な
ど
は
﹁
神
輿
荒
れ
﹂
の

き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
柳
田
は
﹁
神
輿
荒
れ
﹂
の
中

に
公
怨
を
見
て
い
る
︒
柳
田
は
︑
帆
手
祭
で
の
神
輿
舁
た
ち
の
公
怨
が
何
で
あ
っ

た
の
か
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
が
︑
単
な
る
規
制
や
強
制
へ
の
反
感
だ
け

で
﹁
神
輿
荒
れ
﹂
を
説
明
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
︒
明
治
三
十
八

(一

九
〇
五
)
年
七
月
十
七
日
︑
祇
園
祭
神
輿
渡
御
で
の
﹁
神
輿
荒
れ
﹂
は
一
見
す
る

と
﹁
近
代
国
家
と
し
て
の
明
治
政
府
の
論
理
と
い
わ
ゆ
る
民
俗
的
論
理
の
対
立
と

葛
藤
﹂
で
あ
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
︑
底
に
は
神
輿
舁
た
ち
の
公
怨
が
存
在
し
た

と
思
わ
れ
る
︒
事
件
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
︒

事
件
の
続
報
で
あ
る
同
年
七
月
二
十
一
日
﹃
京
都
日
出
新
聞
﹄
記
事
﹁
神
輿
舁

ぎ
の
亂
暴
事
件
落
着
﹂
は
﹁
神
輿
荒
れ
﹂
の
首
謀
者
の
処
分
に
つ
い
て
報
じ
て
い

る
︒
記
事
に
よ
る
と
︑﹁
亂
暴
﹂
の
首
謀
者
は
︑
東
御
座
神
輿
の
神
輿
舁
が
多
く

住
む
地
域
で
あ
る
Ｔ
町
の
住
民
で
﹁
破
落
漢

ご

ろ

つ

き

通つ
う

名め
い

與よ

市い
ち

事こ
と

﹂
Ｄ
で
あ
っ
た
︒
Ｔ
町

は
井
戸
掘
り
た
ち
が
多
く
住
ん
で
お
り
︑
井
戸
掘
り
た
ち
は
東
御
座
神
輿
の
神
輿

舁
き
で
も
あ
っ
た
︒
記
事
に
よ
れ
ば
︑﹁
井
戸
浚
へ
を
托
け
親
分
の
名
義
を
濫
用

し
て
︑
市
内
の
各
戸
よ
り
無
法
の
金
額
を
強
請
す
る
風
あ
り
し
よ
り
︑
松
原
署
に

て
は
︑
昨
年
よ
り
本
年
に
か
け
是
等
の
徒
に
向
て
厳
重
な
る
處
分
を
な
せ
し
か
ば
︑

平
素
よ
り
幾
分
恨
み
を
抱
き
居
り
︒
渡
御
を
幸
ひ
酒
気
を
か
り
て
︑
亂
暴
を
為
し

た
る
も
の
な
ら
ん
と
﹂
と
あ
る
︒
つ
ま
り
神
輿
舁
き
と
し
て
神
輿
の
場
を
荒
ら
し

た
に
見
え
る
が
︑
そ
の
底
に
は
井
戸
掘
り
と
し
て
の
怨
み
が
あ
っ
た
︒

｢無
法
の
金
額
を
強
請
す
る
﹂
行
為
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
︒
同
年
七
月
一
日
の
﹃
京
都
日
出
新
聞
﹄
記
事
﹁
●
井
戸
堀マ

マ

の
悪
企
﹂
に
書
か

れ
た
事
件
な
ど
は
そ
の
典
型
で
あ
ろ
う
︒
同
記
事
よ
れ
ば
︑
Ｔ
町
の
二
十
四
歳
と
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十
九
歳
の
井
戸
掘
り
が
逮
捕
さ
れ
た
︒
二
人
は
六
月
二
十
七
日
に
下
京
の
牛
乳
商

を
訪
れ
井
戸
浚
え
を
勧
め
た
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
家
が
﹁
當
日
同
家
に
て
は
何
か

差
支
有
り
し
よ
し
に
て
︑
廿
九
日
に
延
ば
す
旨
を
告
げ
た
﹂
が
︑
三
十
日
に
同
家

を
再
訪
︒
﹁
主
人
の
留
守
な
り
し
を
幸
い
︑
井
戸
へ
中
へ
入
り
這
入
り
︑
一
塊
の

砂
を
持
ち
上
が
り
細
君
に
示
し
︑
尤
も
ら
し
き
理
窟
を
付
け
︑
是
非
と
も
井
戸
浚

へ
せ
ざ
れ
ば
衛
生
に
悪
し
︑
な
ど
と
い
ひ
居
る
處
へ
主
人
梅
太
郎
歸
り
來
り
︑
さ

ら
ば
と
井
戸
浚
を
依
頼
し
た
る
に
︑
両
人
は
﹂
砂

(﹁
代
八
銭
﹂
分
)
と
セ
メ
ン

ト

(﹁
代
十
銭
﹂
分
)
を
井
戸
に
持
っ
て
入
り
︑
中
に
ぶ
ち
ま
け
て
一
時
間
余
り

で
上
が
っ
て
き
て
︑
井
戸
浚
え
が
終
わ
っ
た
と
し
︑
料
金
と
し
て
九
円
を
請
求
し

た
︒
主
人
が
あ
ま
り
に
高
い
の
で
び
っ
く
り
し
︑
口
論
に
な
っ
た
と
こ
ろ
に
警
官

が
や
っ
て
き
て
︑
二
人
を
連
行
し
た
︒
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒

夏
前
の
こ
の
時
期
︑
京
都
で
は
井
戸
浚
え
が
各
戸
で
行
わ
れ
て
い
た
︒
お
そ
ら

く
各
戸
に
は
馴
染
み
の
出
入
り
の
業
者
が
あ
り
︑
そ
の
業
者
に
井
戸
浚
え
を
頼
む

こ
と
が
︑
慣
行
と
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒
そ
の
慣
行
を
利
用
す
る
形
で
︑

﹁
井
戸
浚
へ
を
托
け
親
分
の
名
義
を
濫
用
し
て
︑
市
内
の
各
戸
よ
り
無
法
の
金
額

を
強
請
す
る
風
﹂
潮
が
現
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
二
人
の
井
戸
掘
り
の
行
為
は
そ
の

よ
う
な
風
潮
に
の
っ
た
も
の
で
あ
り
︑
現
代
風
に
言
え
ば
︑
悪
徳
業
者
の
詐
欺
的

な
犯
罪
と
見
え
る
︒
と
は
い
え
︑
現
代
的
な
善
悪
の
判
断
を
留
保
し
て
考
え
て
み

れ
ば
︑
都
市
下
層
社
会(49
)に

生
き
る
彼
ら
に
と
っ
て
み
れ
ば
︑
こ
れ
も
稼
業
の
一
つ

の
在
り
方
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
加
え
て
こ
の
時
期
は
京
都
市
に
上
水
道
水
を

提
供
す
る
第
二
疏
水(50
)の

計
画
が
着
々
と
進
ん
で
お
り
︑
井
戸
掘
り
の
先
行
き
は
決

し
て
明
る
く
な
か
っ
た
︒
稼
げ
る
と
き
に
稼
い
で
お
こ
う
と
す
る
気
持
ち
が
無

か
っ
た
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
︒

彼
ら
の
先
行
き
を
暗
く
さ
せ
た
の
は
京
都
市
と
い
う
﹁
お
か
み
﹂
で
あ
り
︑
彼

ら
の
稼
ぎ
を
邪
魔
し
た
の
は
警
察
と
い
う
﹁
お
か
み
﹂
で
あ
っ
た
︒
こ
こ
に
東
御

座
神
輿
の
神
輿
舁
た
ち
の
公
怨
が
は
っ
き
り
す
る
︒
す
な
わ
ち
﹁
お
か
み
﹂
に
生

業
︑
稼
ぎ
︑
す
な
わ
ち
生
存
を
脅
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
公
怨
で
あ
る(
51
)︒

む
す
び

柳
田
國
男
は
﹃
明
治
大
正
史
世
相
篇
﹄
の
最
後
で
﹁
い
ち
ば
ん
大
き
な
誤
解
は

人
間
の
痴
愚
軽
慮
︑
そ
れ
に
原
因
を
も
つ
闘
諍
と
窮
苦
と
が
︑
個
々
の
偶
然
で

あ
っ
て
防
止
の
で
き
ぬ
も
の
の
ご
と
く
︑
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
か
と

思
う
︒
そ
れ
は
前
代
以
来
の
い
ま
だ
立
証
せ
ら
れ
ざ
る
当
て
推
量
で
あ
っ
た
︒

我
々
の
考
え
て
み
た
幾
つ
か
の
世
相
は
︑
人
を
不
幸
に
す
る
原
因
の
社
会
に
あ
る

こ
と
を
教
え
た
︒
す
な
わ
ち
我
々
は
公
民
と
し
て
病
み
か
つ
貧
し
い
の
で
あ
っ

た(52
)﹂︑

と
述
べ
る
︒
こ
の
言
葉
は
前
近
代
と
近
代
の
違
い
と
し
て
︑
様
々
な
事
柄

に
当
て
は
ま
る
と
思
わ
れ
る
︒

柳
田
の
言
葉
を
祭
礼
と
絡
め
て
解
釈
す
れ
ば
︑
前
近
代
に
お
け
る
祭
礼
は
不
運
︑

不
幸
︑
災
難
︑
天
罰
を
祓
う
場
で
あ
り
︑
も
し
神
輿
が
暴
れ
た
と
し
て
も
︑
人
々

は
全
く
神
意
で
あ
る
と
感
じ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒
公
怨
は
神
意
に
隠
さ
れ

て
い
た
︒
も
し
く
は
神
意
と
混
然
一
体
と
な
り
︑
公
怨
の
内
実
が
具
体
的
ど
の
よ

う
な
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
は
見
え
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
こ
れ
が
柳
田
が
言

う
と
こ
ろ
の
﹁
神
輿
は
本
来
重
く
も
な
り
軽
く
も
な
る
性
質
の
物
で
あ
る
の
み
な

ら
ず
︑
今
ま
で
軽
か
っ
た
も
の
が
に
わ
か
に
重
く
な
る
と
い
う
の
は
︑
す
な
わ
ち

眼
に
見
え
ぬ
奇
し
き
力
の
︑
新
た
に
来
た
り
加
わ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
解
す

る
﹂
と
い
う
状
態
で
あ
ろ
う
︒

神
輿
場
は
な
ぜ
荒
れ
た
の
か

(中
西

仁
)
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し
か
し
︑
明
治
大
正
と
い
う
時
代
は
︑
そ
れ
ま
で
不
運
︑
不
幸
︑
災
難
︑
天
罰
︑

な
ど
と
あ
き
ら
め
ら
れ
て
き
た
﹁
闘
諍
﹂﹁
窮
苦
﹂
が
︑
実
は
社
会
に
原
因
す
る

と
人
々
が
う
す
う
す
感
じ
始
め
た
時
代
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
人
々
は
﹁
神
輿
荒

れ
﹂
に
神
意
と
と
も
に
︑
公
怨
を
垣
間
見
た
の
で
あ
る
︒
公
怨
を
訴
え
る
に
は
︑

公
共
空
間
に
お
け
る
公
的
な
活
動
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
神
を
現
代
よ
り

も
ず
っ
と
身
近
に
感
じ
て
い
た
明
治
・
大
正
に
お
い
て
︑
人
々
は
祭
礼
を
公
の
も

の
と
捉
え
て
い
た
︒
ゆ
え
に
神
の
乗
り
物
で
あ
る
神
輿
が
渡
御
す
る
神
輿
場
と
は
︑

ま
ぎ
れ
も
な
い
公
共
空
間
で
あ
り
︑
そ
の
場
で
起
こ
る
神
輿
荒
れ
と
は
公
共
性
を

帯
び
た
あ
る
種
の
異
議
申
し
立
て
で
あ
っ
た
︒

本
稿
で
取
り
上
げ
た
二
つ
の
事
例
を
振
り
返
る
と
︑
今
宮
祭
の
場
合
は
﹁
平

等
﹂︑
祇
園
祭
の
場
合
は
﹁
生
存
﹂
に
関
わ
る
公
怨
が
背
景
に
あ
っ
た
︒
い
ず
れ

も
近
代
に
入
っ
て
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
基
本
的
人
権
に
関
わ
る
怨
み

に
端
を
発
し
て
お
り
︑
公
怨
に
よ
る
﹁
神
輿
荒
れ
﹂
の
典
型
で
あ
る
と
言
え
る
だ

ろ
う
︒

現
代
に
つ
い
て
は
今
後
考
察
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
が
︑
最
早
︑
人
々
が
神
意

を
感
じ
な
が
ら
祭
礼
に
参
加
す
る
こ
と
が
ほ
ぼ
な
く
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

様
々
な
公
怨
は
存
在
し
続
け
て
い
る
が
︑
祭
礼
︑
神
輿
場
は
す
で
に
公
怨
を
表
現

す
る
に
適
し
た
公
共
空
間
で
は
な
く
な
り
︑
神
輿
舁
き
も
公
怨
を
晴
ら
す
べ
き
公

的
活
動
と
は
呼
べ
な
く
な
っ
て
い
る(53
)︒

公
怨
に
よ
る
﹁
神
輿
荒
れ
﹂
と
は
︑
前
近
代
で
も
現
代
で
も
な
く
︑
近
代
の
祭

礼
に
特
徴
的
な
現
象
で
あ
る
と
言
え
よ
う
︒

〔
注
︺

(1
)
柳
田
國
男
﹃
日
本
の
祭
﹄
一
九
四
二
年

(﹃
柳
田
國
男
全
集
13
﹄
一
九
九
〇
年

筑
摩
書
房
)︒

(2
)
新
谷
尚
紀
﹁
(﹃
柳
田
國
男
全
集
13
﹄)
解
説
﹂
一
九
九
〇
年
﹃
柳
田
國
男
全
集
13
﹄

筑
摩
書
房
︑
七
三
〇
～
七
三
一
頁
︒

(3
)
柳
田
國
男
﹃
祭
礼
と
世
間
﹄
一
九
一
九
年

(﹃
柳
田
國
男
全
集
13
﹄
一
九
九
〇
年

筑
摩
書
房
)︒

(4
)
本
稿
に
お
け
る
﹁
今
宮
祭
﹂
と
は
京
都
の
紫
野
の
今
宮
神
社
の
︑﹁
祇
園
祭
﹂
と

は
京
都
の
祇
園
の
八
坂
神
社
の
神
幸
・
還
幸
を
伴
う
祭
礼
を
指
す
︒

(5
)
大
塚
英
志
﹁
柳
田
國
男
で
読
む
主
権
者
教
育
﹁
祭
礼
と
世
間
﹂
を
読
む
／
柳
田
国

男
の
﹁
群
衆
﹂
論
﹂
二
〇
一
七
年

(h
ttp
:
//w
w
w
.oh
tab
o
ok
s.com
/at-p
lu
s/

en
try
/13540/in
d
ex
.h
tm
l)
で
大
塚
英
志
は
︑
帆
手
祭
の
事
例
を
﹁
神
輿
荒
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図 2 近代の祭礼におけ

る神意と公怨



れ
﹂
と
表
現
し
て
い
る
︒
本
論
文
で
は
﹁
神
輿
が
暴
れ
た
﹂﹁
神
輿
場
が
荒
れ
た
﹂

を
含
め
て
﹁
神
輿
荒
れ
﹂
と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
︒

(6
)
前
掲
注
(3
)︑
五
四
七
頁
︒

(7
)
前
掲
注
(3
)︑
五
五
〇
頁
︒

(8
)
前
掲
注
(3
)︑
五
五
〇
頁
︒

(9
)
前
掲
注
(3
)︑
五
五
一
頁
︒

(10
)
前
掲
注
(3
)︑
五
六
八
～
五
六
九
頁
︒

(11
)
柳
田
は
子
ど
も
の
頃
か
ら
こ
の
よ
う
な
立
ち
位
置
に
い
た
︒﹁
自
分
は
幸
い
に
し

て
︑
も
と
村
童
で
あ
っ
た
た
め
に
︑
祭
り
の
日
に
渡
御
を
待
ち
侘
び
る
と
い
う
︑

古
風
な
心
持
に
経
験
が
あ
る
︒
今
年
は
ど
う
い
う
も
の
か
︑
神
輿
様
が
ひ
ど
く
荒

い
な
ど
と
い
う
年
が
あ
る
︒
(中
略
)
か
く
の
ご
と
き
際
に
も
︑
人
の
心
は
相
応

に
働
い
て
い
た
︒
ま
ず
棒
端
を
担
ぐ
倔
強
な
る
青
年
等
は
微
笑
し
て
い
る
︒
そ
の

他
の
男
た
ち
の
眼
の
光
に
も
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
が
あ
っ
た
︒
あ
る
い
は
世
話
人

の
世
話
焼
き
が
余
計
で
あ
る
と
か
︑
一
部
の
若
者
の
熱
心
が
足
ら
ぬ
と
か
い
う
類

の
批
評
的
表
情
ま
で
も
︑
当
時
の
子
供
に
は
そ
の
眼
の
色
か
ら
︑
読
む
こ
と
が
で

き
た
よ
う
に
思
う
﹂︒
前
掲
注
(3
)︑
五
六
二
頁
︒

(12
)
前
掲
注
(3
)︑
五
七
八
頁
︒

(13
)
柳
田
國
男
﹁
世
間
話
の
研
究
﹂
一
九
三
一
年

(﹃
柳
田
國
男
全
集
9
﹄
一
九
九
〇

年
)︑
五
二
六
頁
︒

(14
)
中
里
亮
平
﹁
祭
礼
研
究
か
ら
見
る
柳
田
國
男
の
可
能
性
﹂
二
〇
一
四
年
・
柳
田
國

男
研
究
会
編
﹃
柳
田
國
男
の
学
問
は
変
革
の
思
想
た
り
う
る
か
﹄
梟
社
︒

(15
)
中
里
亮
平
﹁
新
し
い
祭
礼
研
究
へ
向
け
て

︱
︱
二
つ
の
世
間
と
現
代
民
俗
学

︱
︱
﹂
二
〇
一
八
年
・
古
家
信
平
編
﹃
現
代
民
俗
学
の
フ
ィ
ー
ル
ド
﹄
吉
川
弘
文

館
︒

(16
)
前
掲
注
(5
)︒

(17
)
前
掲
注
(15
)︑
一
〇
八
頁
︒

(18
)
前
掲
注
(15
)︑
一
〇
八
頁
︒

(19
)
例
え
ば
小
学
校
4
年
生
の
社
会
科
で
は
祭
り
を
取
り
上
げ
る
が
︑
祭
り
に
は
﹁
地

域
の
生
産
活
動
や
ま
ち
の
発
展
︐
人
々
の
ま
と
ま
り
な
ど
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て

い
る
﹂︹
文
部
科
学
省
﹃
小
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
社
会
編
二
〇
一
八
年
︑
日

本
文
教
出
版
︑
六
三
頁
︺︑
と
記
述
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
表
現
に
基
づ
い
て
社
会

科
教
科
書
︑
各
種
副
読
本
が
作
成
さ
れ
る
︒

(20
)
森
山
軍
治
郎
﹃
民
衆
蜂
起
と
祭
り

︱
︱
秩
父
事
件
と
伝
統
文
化
﹄
一
九
八
一
年
︑

筑
摩
書
房
︒
ベ
ル
セ
︑
Ｙ
・
Ｍ
﹃
祭
り
と
叛
乱
﹄
一
九
九
二
年
︑
井
上
幸
治
監
訳
︑

藤
原
書
店
な
ど
︒

(21
)
こ
の
場
合
の
﹁
世
間
﹂
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
は
︑
本
稿
で
紹
介
し
た
﹁
世
間
﹂

と
は
﹁
他
郷
﹂
で
あ
る
と
し
た
柳
田
の
﹁
世
間
﹂
の
定
義
づ
け
と
は
異
な
っ
て
い

る
︒
た
だ
し
︑
柳
田
は
﹃
祭
礼
と
世
間
﹄
で
は
﹁
世
間
﹂
を
定
義
し
て
い
な
い
︒

(22
)
前
掲
注
(5
)︑
(p
ag
e
2/3)
3/8～
5/8︒

(23
)
前
掲
注
(3
)︑
五
五
九
頁
︒

(24
)﹁
先
御マ

マ

輿
︑
中
御
輿
︑
大
宮
御
輿
﹂
の
表
現
は
今
宮
神
社
社
務
所
配
布
の
﹁
今
宮

神
社
﹁
還
幸
祭
﹂
列
書
﹂
に
よ
っ
た
︒

(25
)
紫
野
今
宮
神
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

(h
ttp
:
//w
w
w
.im
am
iy
ajin
ja.org
/)︒

(26
)
大
宮
御
輿
の
役
員
︑
元
﹁
上
野
若
中
﹂
で
あ
っ
た
S
氏
か
ら
の
聞
き
書
き

(2
0

1
8
年
5
月
5
日
)
に
よ
る
︒

(27
)
本
多
健
一
﹃
中
近
世
京
都
の
祭
礼
と
空
間
構
造

︱
︱
御
靈
祭
・
今
宮
祭
・
六
斎

念
仏
︱
︱
﹄
二
〇
一
三
年
・
吉
川
弘
文
館
︑
一
八
一
～
一
八
四
頁
︒

(28
)﹃
大
阪
朝
日
新
聞
﹄
明
治
二
十
一

(一
八
八
八
)
年
五
月
十
八
日
付
﹁
京
都
通
信
﹂

(十
七
日
正
午

マ

十
二
時

マ

四
十
五
分
発
)
記
事
︒

(29
)
前
掲
注
(3
)︑
五
五
一
頁
︒

(30
)
京
都
市
﹃
史
料

京
都
の
歴
史

第
6
巻

北
区
﹄
一
九
九
三
年
・
平
凡
社
︑
四

八
九
頁
︒

(31
)
盛
田
嘉
徳
・
岡
本
良
一
・
森
杉
夫
﹃
あ
る
被
差
別
部
落
の
歴
史
﹄
一
九
七
九
年
・

岩
波
書
店
︑
一
九
五
頁
︒
祭
礼
か
ら
の
﹁
穢
多
﹂
村
の
排
除
の
例
と
し
て
は
︑
他

に
も
︑
近
江
国
坂
本
の
日
吉
山
王
祭
な
ど
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
︒
(ブ
リ
ー
ン
︑

ジ
ョ
ン
﹁
近
代
山
王
祭
の
原
点

︱
︱
官
幣
大
社
日
吉
神
社
史
の
一
齣
﹂
二
〇
〇

九
年
﹃
人
文
學
報
﹄
第
98
号

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
︑
一
六
五
～
一
六
七

頁
)

(32
)﹃
京
都
役
所
向
大
概
覚
書

︱
︱
下
巻
︱
︱
﹄
(清
文
堂
史
料
叢
書
)
一
九
七
三

年
・
清
文
堂
︑
二
〇
頁
︒

神
輿
場
は
な
ぜ
荒
れ
た
の
か

(中
西

仁
)

九
〇



(33
)
竹
森
健
二
郎
・
廣
岡
浄
進
﹁
特
集
第
20
回
全
国
部
落
史
研
究
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

②

討
論
の
ま
と
め
﹂
二
〇
一
五
年
・
部
落
解
放
・
人
権
研
究
所
﹃
部
落
解
放
研

究
﹄
№
2
0
2
・
解
放
出
版
社
︑
一
六
一
頁
︒

(34
)
小
林
丈
広
﹁
今
宮
神
事
と
蓮
台
野
村
﹂
一
九
九
三
年
﹃
京
都
市
史
編
さ
ん
通
信
﹄

№
2
4
3
︒
本
論
文
で
紹
介
し
た
事
実
に
つ
い
て
は
︑
全
て
﹃
今
宮
神
社
文
書
﹄

の
記
録
に
よ
る
︒

(35
)
前
掲
注
(34
)
所
収
の
﹁
今
宮
神
社
文
書
﹂
に
よ
れ
ば
︑﹁
人
足
之
義
ハ
神
輿
舁
請

負
之
者
よ
り
差
出
候
仕
来
候
処
﹂
云
々
と
あ
り
︑
太
鼓
巡
行
の
た
め
の
人
足
は
神

輿
舁
請
負
之
者

(神
輿
舁
き
集
団
)
か
ら
出
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒

(36
)
前
掲
注
(34
)
所
収
の
﹁
今
宮
神
社
文
書
﹂
に
よ
る
︒

(37
)
前
掲
注
(27
)︑
一
八
三
頁
︒

(38
)
近
世
に
は
大
宮
郷
と
呼
ば
れ
た
紫
竹
︑
大
門
︑
上
野
︑
雲
林
院
︑
門
前
の
大
徳
寺

境
内
五
か
村
と
︑
大
宮
森
︑
三
筑
︑
新
門
前
︑
開
︑
薬
師
山
の
合
計
十
か
村
は
明

治
二

(一
八
六
九
)
年
に
は
東
紫
竹
大
門
村
と
な
っ
た
︹﹃
史
料

京
都
の
歴
史

第
6
巻

北
区
﹄︑
五
二
〇
頁
︺︒
こ
の
う
ち
上
野

(現
︑
北
区
紫
野
上
野
町
周

辺
)
と
新
門
前

(現
︑
北
区
紫
野
下
門
前
町
周
辺
)
は
現
代
に
い
た
る
ま
で
大
宮

御
輿
の
神
輿
舁
を
請
け
負
っ
て
い
る
︒

(39
)
村
山
弘
太
郎
﹁
近
世
京
都
に
お
け
る
祭
礼
運
営
と
町
組

︱
︱
西
陣
・
今
宮
祭
を

事
例
と
し
て
︱
︱
﹂
二
〇
一
六
年
﹃
京
都
外
国
語
大
学
研
究
論
叢
﹄
86
号
︑
一

四
頁
︒

(40
)
前
掲
注
(34
)︑
一
頁
︒

(41
)
前
掲
注
(34
)
所
収
の
﹁
今
宮
神
社
文
書
﹂
に
よ
る
︒

(42
)﹃
京
都
町
触
集
成
﹄
(京
都
町
触
研
究
会
編
︑
岩
波
書
店
)
所
収
の
史
料
に
よ
れ
ば
︑

祇
園
祭
で
は
宝
永
元

(一
七
〇
四
)
年
か
ら
天
保
五

(一
八
三
四
)
年
の
間
に
二

十
一
回
の
願
舁
禁
止
令
が
出
さ
れ
て
い
る
︒﹃
京
都
町
触
集
成
﹄
に
よ
れ
ば
︑
こ

う
い
っ
た
願
舁
禁
止
令
は
︑
今
宮
祭
に
は
四
回
︑
御
霊
祭
に
は
二
回
︑
下
御
霊
の

祭
礼
に
は
七
回
︑
上
御
霊
の
祭
礼
に
は
一
回
出
さ
れ
て
い
る

(御
霊
祭
︑
下
御
霊
︑

上
御
霊
の
別
に
つ
い
て
は
不
明
だ
が
史
料
の
表
記
に
従
っ
た
)︒
洛
中
の
大
規
模

祭
礼
に
お
い
て
願
舁
が
共
通
の
現
象
で
あ
っ
た
︒
例
え
ば
宝
永
元

(一
七
〇
四
)

年
に
は
以
下
の
よ
う
な
願
舁
禁
止
令
が
出
さ
れ
て
い
る
が
︑
他
の
も
の
も
文
面
は

ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
︒﹁
一

祇
園
会
御
輿
か
き
之
儀
︑
従
前
々
駕
輿
丁
役
出
シ
来

候
町
々
之
外
︑
く
わ
ん
か
き

(願
舁
)
之
も
の
出
候
処
︑
近
年
猥
ニ
罷
出
候
よ
し

不
届
ニ
思
召
候
︑
弥
前
々
之
通
く
わ
ん
か
き
と
し
て
罷
出
候
義
仕
間
敷
之
旨
︑
相

触
候
様
ニ
被
仰
付
候
︑
以
上

申
五
月

町
代

誰
﹂
(京
都
町
触
研
究
会
﹃
京

都
町
触
集
成
第
一
巻
﹄
一
九
八
三
年
・
岩
波
書
店
︑
一
二
二
頁
)︒

(43
)﹁
車
太
鼓
﹂
は
現
在
の
今
宮
祭
の
行
列
の
先
頭
で
あ
る
︒
太
鼓
及
び
車
の
製
作
時

期
は
特
定
で
き
な
い
が
︑
非
常
に
古
い
感
じ
で
︑
お
そ
ら
く
近
世
か
ら
の
形
態
を

そ
の
ま
ま
残
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
二
〇
一
八
年
の
今
宮
祭
で
は
曳
き
手
は
六
︑

七
名
で
あ
っ
た
︒
舁
く
場
合
に
は
そ
の
数
倍
の
人
数
が
必
要
で
あ
っ
た
か
と
思
わ

れ
る
が
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
神
輿
に
比
べ
て
か
な
り
少
人
数
で
舁
く
こ
と
が
で
き
る
︒

(44
)﹁
紫
竹
大
門
村
字
追
分
﹂
を
確
認
す
る
こ
と
は
現
時
点
で
で
き
て
い
な
い
が
︑﹁
追

分
﹂
と
い
う
地
名
で
あ
る
限
り
三
差
路
で
あ
り
︑
午
後
八
時
に
神
輿
が
通
る
の
で

あ
れ
ば
︑
今
宮
神
社
近
く
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
今
宮
神
社
か
ら
約
二
〇

〇
メ
ー
ト
ル
東
に
上
野
通
と
今
宮
通
が
作
る
三
差
路
が
あ
る
︒
こ
の
三
差
路
は
十

八
世
紀
初
頭
の
﹁
京
都
明
細
図
絵
﹂
に
も
描
か
れ
て
い
る
︒
こ
こ
が
﹁
追
分
﹂
で

あ
れ
ば
︑
神
輿
舁
た
ち
の
地
元
で
あ
る
上
野
村
の
入
り
口
で
あ
り
︑
新
門
前
村
か

ら
も
ほ
ど
近
い
場
所
と
な
る
︒
一
方
︑
蓮
台
野
村
か
ら
は
道
な
り
に
約
一
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
離
れ
て
い
る
︒

(45
)
今
宮
祭
の
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
解
明
で
き
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
︒
最
大
の
も

の
が
︑
な
ぜ
蓮
台
野
村
の
人
々
が
同
じ
鷹
ヶ
峰
村
の
鷹
峯
区
の
人
々
が
舁
い
て
い

た
中
御
輿

(鷹
神
輿
)
を
襲
わ
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
︒
平
等
を
求
め

る
な
ら
同
じ
村
の
者
に
訴
え
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
︒
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

ま
た
現
在
の
今
宮
祭
で
も
千
本
地
区

(旧
蓮
台
野
村
)
は
地
域
と
し
て
は
神
輿
舁

き
に
携
わ
っ
て
い
な
い
︒
千
本
地
区
を
含
む
楽
只
学
区
が
担
当
し
て
い
る
の
は
︑

﹁
車
太
鼓
﹂
で
あ
る
︒﹁
車
太
鼓
﹂
に
つ
い
て
は
︑
近
世
に
蓮
台
野
村
の
人
々
が
太

鼓
の
修
繕
や
太
鼓
舁
き
な
ど
を
通
じ
て
そ
の
関
わ
り
を
模
索
し
た
が
︑
近
世
末
に

は
関
わ
り
を
絶
た
れ
て
し
ま
っ
た
︒
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
現
在
の
姿
が
あ
る
の
か

に
つ
い
て
も
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

(46
)
祇
園
祭
神
輿
渡
御
の
概
要
と
神
輿
舁
き
の
組
織
の
変
遷
に
つ
い
て
は
︑
中
西
仁

﹁
祇
園
祭
神
輿
渡
御
の
担
い
手
の
変
遷

︱
︱
近
代
・﹁
四
若
﹂
を
中
心
と
し
て

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要

文
学
研
究
科
篇

第
四
十
七
号

(二
〇
一
九
年
三
月
)

九
一



︱
︱
﹂
二
〇
一
八
年
・
京
都
民
俗
学
会
﹃
京
都
民
俗
﹄
第
36
号
を
参
照
の
こ
と
︒

(47
)﹃
京
都
日
出
新
聞
﹄
明
治
三
十
八

(一
九
〇
五
)
年
七
月
十
九
日
付
記
事
︒

(48
)
神
輿
洗
式
は
四
条
大
橋
に
於
い
て
︑
鴨
川
の
水
で
中
御
座
神
輿
を
清
め
る
神
事
で

あ
る
︒
四
条
通
が
車
通
行
禁
止
に
な
っ
た
の
は
︑
こ
の
神
輿
洗
い
の
行
列
や
神
輿

が
通
行
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
神
輿
洗
い
は
こ
の
当
時
は
中
御
座
神
輿
の
神
輿
舁

き
集
団

(﹁
三
若
﹂)
が
携
わ
っ
て
お
り
︑
東
御
座
の
神
輿
舁
き
集
団

(﹁
四
若
﹂)

は
東
御
座
神
輿
の
飾
り
付
け
だ
け
を
担
当
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒
神
輿
の
飾
り

を
運
ぶ
こ
と
は
神
事
で
は
な
い
が
︑
神
輿
舁
た
ち
に
と
っ
て
は
︑
祭
礼
の
一
部
で

あ
る
と
い
う
意
識
が
働
い
た
に
違
い
な
い
︒

(49
)
小
林
丈
広
﹃
近
代
日
本
と
公
衆
衛
生

︱
︱
都
市
社
会
史
の
試
み
︱
︱
﹄
二
〇
〇

一
年
・
雄
山
閣
︑
に
よ
れ
ば
Ｔ
町
は
﹁
い
わ
ば
京
都
の
三
大
ス
ラ
ム
と
で
も
い
う

べ
き
存
在
で
あ
っ
た
︒
と
く
に
︑
九
〇
年
の
米
価
高
騰
と
コ
レ
ラ
の
流
行
の
際
に

は
︑
い
ず
れ
も
新
聞
紙
上
に
頻
繁
に
登
場
し
て
世
間
の
注
目
を
集
め
た
︒﹂
(同
書
︑

八
七
頁
)︒
米
価
高
騰
の
際
に
は
米
屋
打
ち
壊
し
の
う
わ
さ
が
流
れ
た
︒
す
な
わ

ち
公
衆
衛
生
及
び
治
安
維
持
の
両
面
か
ら
特
別
な
対
象
と
さ
れ
た
地
域
で
あ
っ
た
︒

(50
)
明
治
三
十
五

(一
九
〇
二
)
年
四
月
第
2
疏
水
計
画
を
府
に
出
願
︒
三
十
八
年
九

月
第
2
疏
水
計
画
を
滋
賀
県
に
も
出
願
︒
三
十
九
年
四
月
第
2
疏
水
計
画
許
可
︒

四
十
一
年
十
月
大
津
・
京
都
間
の
測
量
を
完
了
︒
四
十
二
年
五
月
水
道
創
設
事
業

に
着
手
︒
四
十
五
年
三
月
第
2
疏
水
・
蹴
上
浄
水
場
完
成
︒

『京
都
市
上
下
水
道
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
﹄﹁
琵
琶
湖
疏
水
の
紹
介
﹂

(h
ttp
:
//w
w
w
.city
.k
y
oto.lg
.jp
/su
id
o/p
ag
e/0000007153.h
tm
l)
よ
り
︒

(51
)
東
御
座
神
輿
の
神
輿
舁
た
ち
は
そ
の
後
も
何
度
か
﹁
神
輿
荒
れ
﹂
を
起
こ
し
て
い

る
︒
交
番
に
神
輿
を
打
ち
付
け
た
事
件
か
ら
一
〇
年
以
上
た
っ
た
大
正
四

(一
九

一
五
)
年
の
還
幸
祭
︑
大
正
八

(一
九
一
九
)
年
の
還
幸
祭
で
は
神
輿
と
京
都
市

電
が
接
触
し
た
こ
と
に
対
し
て
︑
神
輿
を
舁
き
捨
て
て
電
車
に
殺
到
︒
大
混
乱
を

引
き
起
こ
し
て
い
る

(﹃
京
都
日
出
新
聞
﹄
大
正
四

(一
九
一
五
)
年
七
月
二
十

七
日
記
事
︑
同
大
正
八

(一
九
一
九
)
年
7
月
25
日
記
事
)︒
公
共
交
通
機
関
の

運
行
と
神
輿
渡
御
の
優
先
順
位
が
拮
抗
し
て
い
た
と
い
う
事
実
を
示
し
て
い
る
点

で
興
味
深
い
︒
中
里
の
い
う
と
こ
ろ
の
﹁﹁
新
し
い
世
間
﹂
で
あ
る
近
代
国
家
と

し
て
の
明
治
政
府
の
論
理
と
い
わ
ゆ
る
民
俗
的
論
理
の
対
立
と
葛
藤
﹂
の
一
つ
の

形
で
あ
ろ
う
︒
Ｔ
町
の
人
々
の
中
に
は
人
力
車
夫
を
稼
ぎ
と
す
る
者
も
い
た
が
︑

市
電
は
客
を
奪
う
憎
い
存
在
で
あ
る
と
と
も
に
︑
車
の
走
行
を
邪
魔
す
る
う
っ
と

お
し
い
存
在
で
も
あ
っ
た
ろ
う
︒
そ
う
考
え
れ
ば
︑
こ
の
二
つ
の
﹁
神
輿
荒
れ
﹂

も
生
業
や
稼
ぎ
が
関
わ
っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
︒

(52
)
柳
田
國
男
﹃
明
治
大
正
史
世
相
篇
﹄
一
九
四
二
年

(﹃
柳
田
國
男
全
集
26
﹄
一
九

九
〇
年
・
筑
摩
書
房
)︒
引
用
は
﹃
柳
田
國
男
全
集
26
﹄︑
三
九
四
頁
︒

(53
)
三
隅
貴
史
﹁
東
京
周
辺
地
域
に
お
け
る
﹁
江
戸
前
﹂
の
美
学
の
成
立

︱
︱
神
輿

会
に
着
目
し
て
︱
︱
﹂
二
〇
一
七
年

(日
本
民
俗
学
会
﹃
日
本
民
俗
学
﹄
第
2
9

2
号
所
収
)︑
に
よ
れ
ば
︑
東
京
に
お
け
る
神
輿
舁
き
は
地
域
共
同
体
を
離
れ
た

同
好
会
で
あ
る
﹁
神
輿
会
﹂
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
︒
神
輿
場
は
神
輿
の
愛
好

家
た
ち
の
娯
楽
の
場
で
あ
り
︑
仮
令
︑
喧
嘩
や
も
め
ご
と
が
起
こ
っ
て
も
そ
れ
は

公
怨
に
基
づ
く
も
の
で
は
無
く
︑
神
輿
を
楽
し
み
た
い
の
に
邪
魔
さ
れ
た
と
い
う

私
怨
に
基
づ
く
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒
も
し
く
は
喧
嘩
や
も
め
ご
と
自
体
を
楽
し

む
も
の
た
ち
さ
え
存
在
す
る
︒
京
都
で
も
例
え
ば
﹁
京
都
神
輿
愛
好
会
﹂
を
は
じ

め
︑
様
々
な
同
好
会
的
組
織
が
存
在
し
て
お
り
︑
状
況
は
共
通
す
る
部
分
が
あ
る
︒

(な
か
に
し

ひ
と
し

文
学
研
究
科
歴
史
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
)

(指
導
教
員
：
八
木

透

教
授
)

二
〇
一
八
年
九
月
二
八
日
受
理

神
輿
場
は
な
ぜ
荒
れ
た
の
か

(中
西

仁
)

九
二


