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氏
神
鎮
守
と
社
会
構
造
の
関
連
に
関
す
る
一
考
察

四
〇
　
　
（
一
二
四
六
）

氏
神
鎮
守
と
社
会
構
造
の
関
連
に
関
す
る
一
考
察
（
二
・
完
）

米

地

実

一
、
は
じ
め
に

二
、
生
活
組
織
と
氏
神
鎮
守
（
以
上
本
誌
第
四
十
四
巻
第
五
号
）

三
、
集
団
と
守
護
神
ー
氏
神
鎮
守
と
家
の
互
助
集
団
ー

四
．
村
落
生
活
組
織
の
基
本
類
型
と
氏
神
鎮
守

五
、
氏
神
鎮
守
の
階
統
的
性
格

六
．
祭
杞
組
織
と
全
体
社
会

七
、
結
ぴ
に
代
え
て
ー
祭
杞
組
織
と
国
家
統
制
1

三
、

集
団
と
守
護
神

！
氏
神
鎮
守
と
家
の
互
助
集
団
1

　
日
本
人
の
信
仰
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
人
々
の
個
性
へ
の
自
覚
が
高
ま
つ
て
い
る
現
在
に
お
い
て
も
、
個
人
信
仰
が
一
般
的
な
信
仰
の
形

態
で
あ
る
と
云
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
個
人
の
信
仰
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
日
本
に
お
い
て
個
人
信
仰
が
果
し
て
あ
る
の



で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
間
す
ら
い
だ
か
ざ
る
を
え
な
い
状
況
で
あ
る
。
こ
れ
は
何
も
今
に
始
ま
つ
た
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
問
題
は
簡
単
に
結

論
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
歴
史
的
に
み
る
と
、
日
本
人
の
信
仰
は
神
道
、
仏
教
、
そ
の
他
の
信
仰
を
間
わ
ず
、
そ
の
多
く
は
集
団
の
守
護

神
（
仏
）
信
仰
と
し
て
成
立
し
て
い
た
。

　
た
と
え
ば
、
個
々
人
の
神
仏
へ
の
祈
願
も
病
気
平
癒
な
ど
の
か
た
ち
で
確
か
に
存
在
し
た
、
そ
の
よ
う
な
ば
あ
い
は
特
別
な
と
き
で
は
あ
つ
た

が
、
た
と
え
個
人
の
信
仰
を
各
自
が
も
つ
た
ば
あ
い
で
も
、
個
々
人
は
彼
の
所
属
す
る
集
団
の
守
護
神
に
対
す
る
信
仰
を
同
時
に
も
つ
て
い
た
。

家
、
同
族
、
各
種
の
組
、
村
落
、
町
、
都
市
、
大
名
領
国
、
統
一
国
家
等
の
す
べ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
守
護
神
を
も
つ
た
、
ま
た
そ
れ
ら
ば
か
り

で
は
な
く
職
業
集
団
、
年
齢
階
梯
集
団
、
性
別
そ
の
他
特
定
の
契
機
に
よ
つ
て
結
び
つ
い
た
集
団
で
あ
つ
て
も
、
守
護
神
を
も
つ
た
。
す
な
わ

ち
、
集
団
と
し
て
そ
れ
ら
を
祭
杷
す
る
こ
と
が
あ
つ
た
し
、
む
し
ろ
、
そ
れ
は
極
め
て
普
通
の
こ
と
で
あ
つ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
い
ろ
い
ろ
な
集

団
に
幾
重
に
も
属
す
る
人
々
は
こ
れ
ら
の
守
護
神
を
同
時
に
重
層
的
に
信
仰
し
た
。
一
般
に
そ
れ
ら
の
守
護
神
の
祭
杷
は
集
団
の
代
表
者
が
集
団

の
成
員
を
代
表
し
て
司
祭
す
る
の
が
慣
行
で
あ
つ
た
。
だ
か
ら
そ
れ
ら
の
集
団
の
政
治
的
側
面
や
そ
の
他
の
諸
側
面
と
そ
れ
ら
の
守
護
神
に
関
す

る
祭
杷
は
密
接
に
関
連
し
合
つ
て
い
た
。
従
つ
て
、
集
団
と
守
護
神
祭
杷
と
の
関
係
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
集
団
や
集
団
相
互
の
関
係
を

象
徴
的
に
把
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
こ
こ
で
は
有
賀
喜
左
衛
門
の
所
説
を
中
心
に
論
を
進
め
て
ゆ
き
た
い
。

　
有
賀
は
研
究
活
動
の
初
期
よ
り
こ
の
間
題
を
と
り
あ
げ
て
お
り
、
そ
の
独
自
の
説
を
随
所
に
展
開
し
て
い
る
。
こ
こ
に
そ
れ
を
示
す
と
、
有
賀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

は
お
お
よ
そ
、
次
の
よ
う
に
説
べ
る
。

　
す
な
わ
ち
日
本
人
の
信
仰
が
集
団
の
守
護
神
信
仰
を
基
本
と
す
る
の
で
、
ま
ず
家
に
つ
い
て
の
検
討
が
基
礎
的
な
作
業
と
な
る
。
有
賀
は
家
の

信
仰
を
基
礎
に
す
え
て
、
日
本
社
会
の
信
仰
の
あ
り
方
を
社
会
構
造
と
の
関
連
に
お
い
て
把
え
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
い
か
な
る
民
族
と

い
え
ど
も
そ
の
民
族
に
共
通
な
る
信
仰
を
持
つ
か
ぎ
り
、
家
族
そ
の
も
の
の
信
仰
の
内
に
閉
じ
籠
つ
て
、
絶
体
に
そ
れ
か
ら
出
る
こ
と
の
で
き
な

　
　
　
氏
神
鎮
守
と
社
会
構
造
の
関
連
に
関
す
る
叫
考
察
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四
七
）
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い
と
い
う
性
質
は
な
い
に
ち
が
い
な
い
」
と
述
べ
さ
ら
に
、
「
個
々
の
家
族
が
民
族
に
共
通
な
信
仰
に
結
合
す
る
性
格
に
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
も

の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
に
民
族
或
い
は
文
化
の
違
い
を
指
摘
し
て
い
る
の
か
、
各
家
族
ご
と
の
違
い
を
説

く
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
多
分
前
者
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
日
本
村
落
の
同
族
団
の
祭
神
に
つ
い
て
、
「
日
本
の
村
落
に
お
け
る
同
族
団
体
の
祭
神
は
彼
ら
の
守
護
神
で
あ
る
と
共
に
、
そ
れ
は
国
民
的
信

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ

仰
の
中
心
と
な
る
神
々
を
杷
つ
て
い
た
。
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
祭
神
に
つ
い
て
は
よ
り
厳
密
に
は
国
民
的
信
仰
の
中
心
と
な
る
神
々
と
同
じ
も
の

ヤ
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ヤ

を
勧
請
し
た
り
し
て
杷
つ
て
い
た
と
表
現
す
る
方
が
よ
い
と
思
う
。
す
な
わ
ち
村
落
の
人
々
が
一
般
に
同
族
神
と
し
て
伊
勢
神
宮
や
そ
の
他
の
神

社
を
直
接
に
杞
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
「
村
落
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
同
族
団
体
は
別
個
に
祭
神
や
小
桐
を
持
ち
そ
れ
ら
を
祭
杷
し
て
も
、
他
の
同
族
団
体
の
人
々
が
そ
れ
に

参
加
す
る
こ
と
も
あ
つ
た
の
で
、
村
落
内
部
に
お
い
て
は
、
厳
密
に
は
排
他
的
で
は
な
か
つ
た
」
と
述
べ
る
が
、
「
参
加
す
る
」
と
い
う
こ
と
の

内
容
は
広
い
の
で
誤
解
を
ま
ね
く
、
こ
こ
で
は
「
参
拝
な
ど
す
る
こ
と
も
あ
つ
た
」
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
「
厳
密
に
は
排
他
的
で
は
な

か
つ
た
」
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
氏
神
鎮
守
に
つ
い
て
は
「
村
落
の
氏
神
鎮
守
は
、
そ
れ
を
祭
杞
す
る
も
の
の
範
囲
は
村
落
の
地
域
に
は
つ
き
り
き
ま
つ
て
い
た
。
」
こ
と
は
事
実

で
あ
つ
た
が
、
「
こ
の
氏
神
鎮
守
は
お
そ
ら
く
村
落
に
お
け
る
同
族
団
体
の
氏
神
か
ら
発
展
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
主

と
し
て
祭
杷
を
行
う
も
の
が
そ
の
村
落
の
主
要
な
同
族
団
体
の
代
表
者
で
あ
つ
た
こ
と
か
ら
推
定
で
き
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
を
宮
座
の
発
展
に

み
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
」
と
説
く
が
、
氏
神
鎮
守
の
成
因
に
つ
い
て
は
簡
単
に
こ
の
よ
う
に
結
論
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
こ
の
場
合
、
主
要
な
同
族
団
が
古
く
か
ら
氏
神
鎮
守
の
祭
杷
を
継
承
し
て
い
れ
ば
そ
の
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
時
々
の
主
要
な

同
族
団
は
か
つ
て
の
有
力
な
同
族
団
の
氏
神
鎮
守
を
杷
る
場
合
も
あ
る
が
、
新
し
い
祭
神
（
領
主
や
そ
の
他
の
）
を
改
め
て
杷
つ
た
り
、
合
杞
し
た

り
い
ろ
い
ろ
の
場
合
が
考
え
ら
れ
る
、
と
に
か
く
簡
単
に
断
定
は
で
き
な
い
。



「
今
日
、
あ
る
村
落
の
鎮
守
は
村
落
の
同
族
団
体
の
祖
先
な
ど
を
祭
祖
す
る
も
の
と
ば
少
し
も
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
祖
先
神
が
あ
る
場
合
で

も
、
そ
れ
ら
は
村
落
の
氏
神
鎮
守
以
外
の
小
桐
に
杷
ら
れ
る
か
、
多
く
は
墓
地
、
仏
壇
、
盆
の
精
霊
会
に
お
い
て
祖
先
の
存
在
を
考
え
る
に
す
ぎ

な
い
．
そ
れ
も
多
く
は
仏
教
と
習
合
し
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
こ
と
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
小
桐
の
祭
神
は
、
少
く
と
も
中
世
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

来
、
純
粋
な
祖
先
神
は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
同
族
団
体
の
祭
神
も
は
じ
め
は
何
ら
か
の
意
味
で
祖
先
神
で
あ
つ
た
で
あ
ろ
う
が
、
」
と

説
く
が
、
幾
つ
か
の
問
題
を
含
く
む
、
「
純
粋
な
祖
先
神
」
と
い
う
表
現
は
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、
本
当
の
先
祖
、
あ
る
い
は
現
実
の
先
祖
と
い
わ

れ
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
同
族
団
の
祭
神
が
祖
先
神
で
あ
つ
た
か
ど
う
か
は
断
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
結
論
と
し
て
述
べ
る
わ

け
に
は
ゆ
か
な
い
が
、
出
自
の
先
祖
、
又
は
何
ら
か
の
機
能
神
、
領
主
の
氏
神
の
祭
神
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
な
い
、
し
か
し
有
賀
の
説
明
に
は
墓

地
と
は
意
味
が
異
な
つ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
本
家
の
先
祖
が
同
族
団
の
小
桐
の
祭
神
で
あ
つ
た
か
も
し
れ
な
い

が
疑
義
も
あ
り
何
と
も
断
定
で
き
な
い
。
ノ
オ
レ
ン
ウ
チ
で
は
本
家
の
現
実
の
先
祖
を
杷
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
つ
た
が
、
こ
れ
は
氏
神
（
社
）

と
し
て
で
は
な
い
。

　
次
に
示
す
有
賀
の
所
説
は
部
分
的
に
は
賛
成
で
き
な
い
箇
所
も
あ
る
が
、
誠
に
示
唆
的
な
卓
説
で
あ
ろ
う
。
先
の
文
章
に
つ
づ
い
て
、
「
上
級

の
領
主
に
同
族
的
系
譜
を
も
つ
て
結
合
し
た
の
が
通
例
で
あ
つ
た
の
で
、
そ
れ
自
身
の
祭
神
に
閉
じ
籠
る
こ
と
を
捨
て
て
早
く
か
ら
上
級
領
主
の

氏
神
を
勧
請
す
る
形
式
が
生
じ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
村
落
の
氏
神
祭
杞
が
一
定
の
限
度
の
人
々
に
よ
つ
て
行
わ
れ
た
と
し
て

も
、
氏
神
鎮
守
の
祭
神
は
す
で
に
村
落
そ
の
も
の
の
神
に
限
ら
れ
て
は
い
な
か
つ
た
。
そ
し
て
同
族
団
体
の
祭
神
で
す
ら
上
級
領
主
の
大
氏
神
の

祭
神
を
勧
請
し
て
い
た
。
」
、
さ
ら
に
「
中
世
に
お
い
て
は
、
ま
ず
地
方
豪
族
の
氏
神
に
結
合
す
る
こ
と
が
き
わ
め
て
多
か
つ
た
が
、
現
代
は
さ
ら

に
発
展
上
向
し
て
国
民
的
信
仰
の
中
心
に
た
だ
ち
に
集
中
的
に
結
合
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
氏
神
鎮
守
が
地
方
豪
族
の
氏
神
（
た
と
え
ぽ
諏
訪
、
香
取
、

鹿
島
、
熊
野
な
ど
）
を
勧
請
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
今
日
で
は
、
共
同
祈
念
の
中
心
は
伊
勢
大
神
宮
で
あ
り
、
天
皇
で
あ
る
と
い
う

の
が
現
実
で
あ
つ
て
、
明
治
維
新
に
よ
る
統
一
国
家
の
成
立
に
よ
り
大
名
領
知
時
代
の
分
国
の
中
心
的
信
仰
か
ら
さ
ら
に
上
昇
し
て
、
今
や
一
点
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に
集
中
し
た
感
が
あ
る
。
村
落
の
氏
神
祭
杞
が
国
家
組
織
の
進
展
に
相
応
じ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
誠
に
興
味
あ
ξ
こ
と
で
あ
り
、
家
と
国
家
組

織
と
は
全
く
異
な
る
社
会
集
団
で
は
あ
る
が
、
そ
の
中
間
の
複
雑
な
組
織
を
媒
介
と
し
て
相
互
制
約
す
る
事
実
に
注
目
し
た
い
。
」
と
説
べ
る
。
す

な
わ
ち
、
村
落
が
地
方
領
主
の
勢
力
下
に
入
る
と
と
も
に
、
そ
の
領
主
の
氏
神
を
勧
請
し
た
り
、
そ
れ
に
代
え
た
り
、
合
杷
し
た
り
、
ま
た
祭
神

を
改
め
て
変
え
な
く
て
も
、
領
主
の
氏
神
を
本
社
と
す
る
末
社
と
な
り
、
本
末
の
系
譜
に
入
つ
た
。
こ
の
よ
う
な
関
係
は
中
世
、
近
世
に
す
で
に

見
ら
れ
る
。
決
し
て
明
治
期
に
初
め
て
生
じ
た
も
の
で
は
な
か
つ
た
。
明
治
期
に
お
い
て
は
そ
れ
が
国
家
全
体
に
及
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

従
つ
て
明
治
期
に
お
け
る
伊
勢
神
宮
を
頂
点
と
す
る
神
社
制
度
の
確
立
は
伝
統
的
基
盤
の
上
に
あ
つ
た
。

　
有
賀
の
の
べ
る
と
こ
ろ
は
、
き
わ
め
て
示
唆
的
で
あ
る
が
．
な
お
具
体
的
に
検
討
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
余
地
は
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。

　
村
落
の
氏
神
鎮
守
の
上
下
へ
の
連
係
の
性
格
を
基
礎
づ
け
る
も
の
は
政
治
関
係
で
あ
つ
た
。
ま
た
氏
神
鎮
守
の
性
格
は
日
本
社
会
の
性
格
に
規

定
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
基
礎
に
は
日
本
人
の
神
と
の
か
か
わ
り
方
の
性
格
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
有
賀
は
氏
神
鎮
守
の
性
格
に
つ
い
て
、
分
析
を
す
す
め
る
。
す
な
わ
ち
、

　
古
代
に
お
け
る
氏
神
の
性
質
は
氏
上
と
、
氏
上
と
一
定
の
政
治
、
社
会
的
関
係
を
も
つ
て
生
活
す
る
人
々
に
と
つ
て
守
護
神
と
な
つ
た
と
い
う

こ
と
が
、
そ
の
基
本
的
な
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
別
の
こ
と
ば
で
い
え
ば
、
基
本
的
に
は
氏
神
と
は
氏
の
政
治
領
域
の
鎮
守
で
あ

り
、
氏
の
領
域
を
守
護
す
る
も
の
で
あ
つ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
右
の
性
格
は
後
世
の
政
治
構
造
に
規
定
さ
れ
た
本
社
末
社
の
系
譜
関
係
と
し
て
成
立
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
村
々
の
神
社
の
性
格
と
し
て
表
わ
れ
る

の
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
後
世
の
神
社
を
氏
神
と
か
、
鎮
守
と
か
、
産
土
神
と
か
い
つ
て
も
、
そ
れ
ら
を
貫
ぬ
く
性
格
は
要
約
し
て
表
現
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

れ
ば
、
村
落
や
同
族
団
な
ど
の
守
護
神
と
し
て
成
立
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
氏
神
が
氏
上
の
支
配
す
る
氏
の
領
域
の
守

護
神
で
あ
つ
た
、
と
い
う
政
治
的
意
味
を
も
つ
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
一
人
の
支
配
者
（
天
皇
）
が
国
家
を
統
一
す
る
と
、
そ
の
支
配
者
は
ど
う

し
て
も
支
配
下
に
あ
る
全
領
域
の
氏
神
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
、
ま
た
そ
の
氏
神
は
そ
の
支
配
下
に
あ
る
氏
上
の
祭
杷
す
る
氏
神
と
性



格
的
に
は
同
質
で
あ
り
、
さ
ら
に
支
配
下
に
あ
る
氏
上
は
自
己
の
氏
神
と
と
も
に
、
上
位
の
氏
神
を
も
つ
こ
と
に
な
つ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

　
（
5
）

な
い
。

　
そ
し
て
、
奈
良
朝
中
期
の
国
分
寺
の
設
置
の
意
味
は
一
種
の
守
護
神
信
仰
を
基
盤
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
新
し
い
政
治
組
織
の
基
礎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

と
な
る
新
し
い
氏
神
信
仰
の
階
統
構
造
を
成
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
律
令
政
府
の
意
図
が
あ
つ
た
こ
と
を
示
す
こ
と
で
も
あ
る
。
と
い
う
よ
う
に
説

き
、
政
治
制
度
と
氏
神
（
氏
仏
）
信
仰
組
織
と
の
結
合
が
意
図
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
国
分
寺
設
置
の
意
味
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
氏

神
信
仰
の
本
質
に
つ
い
て
、
古
代
よ
り
現
代
に
い
た
る
歴
史
的
な
考
察
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
氏
神
信
仰
の
本
質
は
、
政
治
的
階
統
構
造
と
結
び

っ
い
た
本
社
末
社
の
系
譜
関
係
と
し
て
み
る
べ
き
で
あ
る
、
と
説
き
、
中
世
や
近
世
の
複
雑
な
政
治
機
構
の
変
化
を
経
過
し
た
の
ち
、
明
治
に
至

つ
て
、
再
び
伊
勢
神
宮
を
氏
神
信
仰
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の
頂
点
に
押
し
あ
げ
て
来
た
事
情
を
み
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
け
つ
し
て
理
解
し
に
く

　
　
　
　
　
（
7
）

い
こ
と
で
は
な
い
。
と
い
つ
て
い
る
。
氏
神
信
仰
の
本
質
を
政
治
的
階
統
構
造
と
結
び
つ
い
た
本
社
末
社
の
系
譜
関
係
で
あ
る
と
い
う
基
本
的
な

見
解
に
は
私
は
同
意
し
た
い
。
明
治
初
期
に
、
伊
勢
神
宮
を
氏
神
信
仰
の
頂
点
に
押
し
あ
げ
て
き
た
事
情
に
つ
い
て
の
検
討
は
、
な
お
充
分
な
吟

味
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
間
に
お
い
て
、
維
新
政
府
の
伊
勢
神
宮
を
頂
点
に
押
し
あ
げ
た
い
ろ
い
ろ
の
施
策
が
あ
つ
た
と
い
う
経
過
を
具
体
的
に

示
す
必
要
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
政
府
が
ど
の
よ
う
に
企
画
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
多
く
の
人
々
に
支
持
さ
れ
な
く
て
は
実
現
し
な
い
の
で
あ
る

か
ら
、
多
く
の
人
々
の
意
識
の
中
に
は
伊
勢
神
宮
を
押
し
あ
げ
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
は
な
か
つ
た
と
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
新
ら
た
な
統
一
国

家
に
と
つ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
の
存
在
こ
そ
と
う
ぜ
ん
で
あ
る
と
い
う
歴
史
的
伝
統
が
あ
つ
て
、
そ
れ
が
明
治
政
府
の
政
策
を
創
り
出
さ
せ

た
側
面
と
そ
れ
を
受
け
取
る
人
民
の
側
の
伝
統
的
基
盤
が
あ
つ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
．
さ
ら
に
、
氏
神
は
氏
の
全
領
域
（
そ
の
住
民
を
含
む
）
の

守
護
神
と
し
て
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
基
本
的
性
格
は
後
代
0
神
社
に
伝
え
ら
れ
、
そ
し
て
大
小
の
集
団
は
そ
の
生
活
領
域
に
お
け
る
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

護
神
を
持
つ
こ
と
が
顕
著
に
見
ら
れ
た
。
司
祭
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
集
団
の
一
人
の
首
長
か
複
数
の
指
導
者
が
担
当
し
た
。
と
の
べ
る
。

　
こ
こ
で
領
域
と
称
す
る
ば
あ
い
は
一
定
の
支
配
被
支
配
関
係
を
基
礎
と
し
た
地
域
的
拡
が
り
を
含
む
概
念
で
あ
る
が
、
生
活
領
域
と
表
現
さ
れ

　
　
　
氏
神
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守
と
社
会
構
造
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関
連
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す
る
一
考
察
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た
ば
あ
い
に
は
単
に
領
域
と
示
さ
れ
た
ば
あ
い
の
意
味
と
は
異
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
生
活
が
地
域
性
を
媒
介
と
し
て
成
り
立
つ
こ
と

は
と
う
ぜ
ん
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
地
域
的
拡
が
り
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、
生
活
領
域
と
称
す
る
ば
あ
い
は
、
生
活
の
各
構
成
要
素
を

契
機
と
す
る
生
活
な
い
し
社
会
関
係
と
し
て
他
と
区
別
さ
れ
る
も
の
を
意
味
す
る
。
生
活
領
域
と
等
置
さ
れ
る
ば
あ
い
も
あ
る
が
、
そ
の
展
開
に

お
い
て
生
活
領
域
が
領
域
内
外
に
お
い
て
分
離
さ
れ
う
る
と
き
に
い
た
り
領
域
と
生
活
領
域
は
別
個
の
実
態
を
示
す
よ
う
に
な
る
。
概
念
と
し
て

は
両
者
は
別
個
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
一
定
の
領
域
な
い
し
は
生
活
集
団
を
包
括
的
に
守
護
す
る
も
の
と
し
て
信
じ
ら
れ
る
神
に
対
し
て
、
特
定
の
機
能
に
つ
い
て
力
を
持
つ
神
を
機

能
神
と
す
る
な
ら
ば
、
前
者
を
包
括
機
能
神
、
あ
る
い
は
集
団
の
生
活
を
包
括
的
に
守
る
神
と
い
う
意
味
で
基
礎
神
と
称
し
て
も
よ
い
、
た
と
え

ぽ
一
国
や
大
名
領
国
ま
た
は
村
落
や
家
や
同
族
の
神
々
が
そ
れ
に
あ
て
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
生
活
を
包
括
的
に
守
る
神
、
包
括
的
機

能
神
あ
る
い
は
基
礎
神
と
も
い
え
る
神
と
機
能
神
と
し
て
請
け
入
れ
ら
れ
る
神
の
具
体
的
な
関
連
の
仕
方
が
吟
味
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
れ

ら
は
本
質
的
に
は
祭
神
に
よ
つ
て
分
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
請
け
入
れ
側
の
も
つ
諸
条
件
に
よ
つ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
つ
た
。
し

か
し
こ
の
基
礎
神
は
本
来
的
に
は
祭
杷
す
る
人
々
の
氏
神
鎮
守
で
あ
る
こ
と
が
条
件
に
な
つ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
基
礎
神
以
外
の
多
く

の
機
能
神
を
請
け
い
れ
る
に
い
た
ら
し
め
た
も
の
は
、
社
会
の
変
化
に
伴
つ
て
の
社
会
分
化
現
象
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
有
賀
は
こ
の
両

者
の
関
係
に
つ
い
て
の
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
諸
大
社
の
諸
神
を
神
棚
に
合
杷
す
る
風
習
は
、
イ
ロ
リ
や
カ
マ
ド
の
神
と
は
別
な
過
程
が
あ
つ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
カ
マ
ド
の
神
に
し
て
も
決
し
て
単
な
る
火
の
神
で
は
な
い
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
諸
神
の
合
祖
が
可
能
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
火
の

神
の
成
立
も
機
能
神
の
考
え
方
か
ら
来
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
う
し
た
観
念
も
成
立
し
な
い
は
ず
は
な
い
が
、
カ
マ
ド
の
神
が
家
の
神
と
し
て
成
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

す
る
に
は
火
だ
け
が
問
題
で
は
な
い
。
さ
ら
に
分
家
の
ば
あ
い
に
つ
い
て
、
そ
こ
で
分
家
に
伴
う
イ
ロ
リ
の
神
の
分
杷
は
単
に
火
の
神
の
分
祖
で

は
な
く
て
、
氏
神
信
仰
の
系
譜
を
そ
の
根
底
に
持
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
が
家
の
神
の
概
念
を
成
立
さ
せ
る
根
拠
と
な
る
の
で
あ
つ
て
、

い
ろ
い
ろ
な
機
能
神
を
い
ろ
い
ろ
な
動
機
に
し
売
が
つ
て
勧
請
し
て
ぎ
て
杞
つ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
家
の
神
と
し
て
成
立
す
る
と



ぎ
、
合
杷
が
自
然
に
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
家
の
神
棚
と
は
こ
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
火
の
神
で
も
、
田
植
神
で
も
、
火
除
け
の

神
で
も
、
盗
賊
除
け
の
神
で
も
、
金
の
溜
ま
る
神
で
も
な
ん
で
も
よ
い
し
、
ま
た
こ
れ
ら
の
も
の
が
相
互
に
混
清
も
す
る
。
カ
マ
ド
の
神
と
い
わ

れ
て
い
る
荒
神
が
田
植
神
に
も
転
化
す
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
し
て
氏
神
を
こ
れ
ら
の
機
能
神
と
別
個
の
神
と
し
て
同
列
に
杷
る
観
念
さ
え
生
じ
て

い
る
が
、
氏
神
こ
そ
こ
れ
ら
諸
神
を
家
の
神
た
ら
し
め
る
基
本
的
な
地
盤
と
し
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
オ
イ
エ
の
一
部
に
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

棚
を
設
け
、
諸
神
が
合
杷
さ
れ
た
の
は
、
オ
イ
エ
が
こ
の
基
本
的
地
盤
を
表
象
す
る
か
ら
で
あ
つ
た
に
ち
が
い
な
い
。
だ
か
ら
、
勧
請
神
な
い
し

勧
請
社
の
現
象
を
つ
か
む
に
は
、
各
地
の
大
小
の
神
社
は
も
ち
ろ
ん
、
家
の
神
棚
に
い
た
る
ま
で
考
察
の
対
象
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
と

　
　
　
　
　
　
　
　
（
11
）

う
ぜ
ん
の
こ
と
で
あ
つ
た
。
と
有
賀
の
説
は
展
開
し
て
ゆ
く
。
す
な
わ
ち
、
勧
請
神
や
勧
請
社
の
現
象
を
つ
か
む
に
は
有
賀
の
指
摘
は
も
ち
ろ
ん

正
し
い
が
、
有
賀
も
そ
れ
を
と
う
ぜ
ん
考
慮
に
入
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
神
を
請
け
入
れ
た
村
落
の
社
会
構
造
や
、
そ
の
変
化
の
情
勢

を
理
解
す
る
こ
と
な
し
に
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
つ
け
加
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
ま
で
に
祭
杷
し
て
き
た
守
護
神
以
外
に
新
た
な
機
能

神
と
し
て
の
神
を
請
け
入
れ
た
の
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
機
能
神
を
請
け
入
れ
る
か
を
決
め
た
請
け
入
れ
る
側
の
生
活
の
諸
条
件
で
あ
つ

た
。
そ
れ
が
ま
た
逆
に
請
け
入
れ
た
勧
請
神
や
勧
請
社
の
性
格
を
規
定
し
た
と
も
云
え
る
の
で
あ
つ
た
。
一
般
に
勧
請
神
や
勧
請
社
は
そ
の
請
け

入
れ
た
側
の
生
活
の
守
護
神
と
し
て
請
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
従
来
の
生
活
を
守
護
し
て
き
た
、
先
に
あ
つ
た
祭
神
と
の
調
整
が
は
か
ら
れ

ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。

　
こ
こ
で
は
次
に
い
ろ
い
ろ
の
集
団
ご
と
に
守
護
神
を
必
要
と
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
従
つ
て
そ
の
事
実
を
明
確

に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
集
団
に
守
護
神
信
仰
が
結
び
つ
く
と
い
う
こ
と
を
仮
定
す
る
と
、
村
落
内
部
に
お
け
る
機
能
集
団
の
分
化

は
、
分
化
し
た
そ
れ
ぞ
れ
に
守
護
神
信
仰
と
そ
の
祭
杷
を
成
立
せ
し
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
一
定
の
集
団
は
他
か
ら
い
ろ
い
ろ
の

機
能
神
を
持
つ
て
来
て
合
杷
す
る
、
職
業
分
化
の
場
合
に
は
職
業
毎
に
別
の
独
自
の
機
能
神
を
杷
る
こ
と
が
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
生
活
機
能
の

分
化
は
機
能
神
を
多
種
多
様
に
生
み
出
し
、
ま
た
は
そ
れ
ら
を
請
け
入
れ
る
条
件
を
つ
く
り
だ
す
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
も
ろ
も
ろ
の
神
は
一
定
の
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生
活
集
団
の
内
部
で
は
、
そ
の
生
活
組
織
が
統
合
性
を
持
つ
か
ぎ
り
、
何
ら
か
の
統
合
性
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
例
え
ば
家
の
場
合
、
家
に
は
い
く
つ
か
の
生
活
側
面
（
機
能
）
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
一
つ
一
つ
が
別
々
の
互
助
集
団
を
つ
く
る
場
合
が
あ
る
、

農
業
上
の
ユ
イ
、
葬
式
組
、
講
の
あ
る
も
の
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
ら
の
集
団
が
利
害
に
よ
つ
て
対
立
す
る
こ
と
が
あ
つ
て
も
、
そ

れ
ら
が
他
の
生
活
の
側
面
を
も
含
め
て
、
包
括
的
に
組
織
さ
れ
一
つ
の
集
団
と
し
て
成
立
す
る
と
き
、
そ
れ
ら
の
家
の
互
助
集
団
は
守
護
神
を
持

つ
た
し
、
さ
ら
に
ま
た
そ
れ
ら
の
家
の
互
助
集
団
を
統
合
し
た
ば
あ
い
に
は
、
一
層
大
き
な
規
模
で
の
守
護
神
を
も
つ
集
団
が
成
立
し
た
。
普
通

こ
れ
は
村
落
の
氏
神
鎮
守
と
し
て
成
立
し
た
。

　
氏
神
鎮
守
の
守
護
範
囲
を
み
る
な
ら
、
特
定
の
個
々
の
機
能
に
つ
い
て
村
人
を
守
護
す
る
も
の
と
信
じ
ら
れ
て
祭
杷
さ
れ
る
も
の
、
と
は
考
え

ら
れ
な
い
。
ま
た
、
氏
神
鎮
守
に
は
そ
の
崇
敬
信
仰
の
範
囲
の
広
狭
は
あ
つ
て
も
、
一
定
の
地
域
的
拡
が
り
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の

家
の
互
助
集
団
や
そ
の
連
合
組
織
の
守
護
神
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
崇
敬
範
囲
の
広
汎
に
わ
た
る
氏
神
鎮
守
は
そ
の
範
囲
の
内
部
に
複
数
の
小

さ
な
氏
神
鎮
守
の
祭
杷
組
織
を
含
ん
で
い
た
。
す
な
わ
ち
、
大
氏
神
、
小
氏
神
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
重
層
的
構
造
を
示
す
祭
杷
組
織
を
な
し
て
い

た
。
ま
た
村
や
町
の
家
の
互
助
集
団
に
は
守
護
神
、
守
護
仏
を
祭
杷
す
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
そ
れ
ら
が
村
や
町
を
基
盤
と
し
て
統

合
さ
れ
た
構
造
を
な
し
て
い
た
と
も
い
え
よ
う
。

　
村
に
あ
る
家
の
互
助
集
団
が
そ
れ
ぞ
れ
守
護
神
を
祭
杷
し
て
い
た
と
同
時
に
、
そ
の
集
団
の
内
部
に
、
あ
る
い
は
他
の
集
団
と
交
錯
し
て
成
立

す
る
家
の
互
助
集
団
も
そ
れ
自
体
の
守
護
神
を
持
つ
た
。
こ
の
集
団
の
守
護
神
と
し
て
む
か
え
入
れ
ら
れ
た
神
は
い
わ
ゆ
る
機
能
神
と
し
て
の
神

が
多
か
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
氏
神
鎮
守
が
彼
ら
の
生
活
の
基
礎
的
包
括
的
な
守
護
を
期
待
し
得
る
神
で
あ
つ
た
の
に
対
し
て
、
い
わ

ゆ
る
機
能
神
は
特
定
の
機
能
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
た
神
で
あ
つ
た
。
勿
論
こ
の
神
の
性
格
を
き
め
る
の
は
そ
れ
を
杷
る
家
の
互
助
集
団
の
要

求
や
性
格
で
あ
つ
た
。
例
え
ば
秋
葉
神
社
は
一
般
に
は
火
の
神
で
あ
る
が
、
そ
の
地
方
で
は
氏
神
鎮
守
と
し
て
相
つ
て
い
た
し
、
他
の
地
方
に
も

そ
れ
は
あ
つ
た
。



　
村
落
に
お
け
る
家
の
互
助
集
団
と
し
て
は
、
上
下
に
家
が
結
び
つ
く
上
下
型
の
も
の
と
、
平
等
に
家
が
結
び
つ
く
平
等
型
と
に
類
型
化
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
有
賀
の
同
族
と
組
類
型
と
考
え
て
も
よ
い
。
し
か
し
同
族
と
か
組
と
か
い
う
言
葉
に
は
あ
る
意
味
内
容
が
あ
る
の
で
誤
解

さ
れ
る
場
合
も
あ
る
の
で
こ
こ
で
は
こ
の
様
な
言
葉
で
表
現
し
た
い
。
た
と
え
ぽ
同
族
に
も
上
下
型
と
平
等
型
が
あ
り
、
組
も
同
様
で
あ
る
。

　
上
下
型
と
平
等
型
の
家
の
互
助
集
団
が
村
落
を
構
成
す
る
家
単
位
の
互
助
集
団
に
お
け
る
家
の
関
係
の
基
礎
構
造
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
類
別
で

き
る
互
助
集
団
は
そ
れ
ぞ
れ
守
護
神
、
守
護
仏
を
持
ち
、
ま
た
は
持
っ
可
能
性
が
あ
つ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
家
の
互
助
集
団
を
包
括
し
、
そ
れ

ぞ
れ
を
そ
の
内
部
に
位
置
づ
け
る
一
層
大
き
な
集
団
と
し
て
村
落
が
あ
り
、
村
落
の
氏
神
鎮
守
は
そ
の
内
部
に
含
ん
で
い
る
家
の
互
助
集
団
の
各

守
護
神
を
統
括
す
る
位
置
を
占
め
て
存
在
し
て
い
た
．

　
村
落
内
部
の
家
の
互
助
集
団
が
複
雑
に
か
ら
み
合
つ
て
、
村
落
の
生
活
組
織
は
構
成
さ
れ
て
い
る
。
従
つ
て
氏
神
鎮
守
の
祭
杷
組
織
で
も
、
村

落
の
自
治
組
織
で
も
、
経
済
組
織
で
も
相
互
に
規
定
し
合
つ
て
統
括
さ
れ
た
形
態
と
し
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ぞ
れ
は
特
殊
な

契
機
に
よ
つ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
特
殊
な
諸
条
件
を
持
つ
た
め
に
、
特
殊
な
形
態
や
機
能
を
持
つ
が
、
村
落
内
部
の
家
の
互
助
集
団
で
あ
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2
）

る
か
ぎ
り
に
お
い
て
緊
密
に
結
び
つ
き
共
通
す
る
形
態
や
組
織
運
営
の
方
法
を
も
つ
の
で
あ
る
。

　
村
落
内
部
の
家
が
他
の
家
と
一
定
の
契
機
を
も
つ
て
互
助
集
団
を
形
成
し
、
そ
の
互
助
集
団
は
一
層
大
き
な
集
団
と
し
て
形
成
さ
れ
る
。
そ
の

場
合
に
各
互
助
集
団
を
大
き
な
集
団
の
中
に
位
置
づ
け
、
そ
れ
ら
を
統
合
す
る
と
い
う
性
格
が
氏
神
鎮
守
に
は
あ
る
．
ま
た
村
落
が
上
級
の
政
治

組
織
と
結
び
つ
く
と
き
、
そ
れ
が
氏
神
鎮
守
の
結
び
つ
き
に
示
さ
れ
る
と
い
う
有
賀
の
指
摘
は
既
に
示
し
た
。

　
村
落
の
構
成
員
で
あ
る
と
い
う
共
同
意
識
を
支
え
る
基
底
は
自
治
組
織
（
こ
れ
は
上
級
機
関
に
承
認
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
行
政
の
下
部
組
織
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
る
）
と
し
て
の
村
落
を
構
成
し
て
ゆ
く
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
共
同
意
識
の
表
象
と
し
て
村
落
の
氏
神
鎮
守
が
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
た
．
す
な
わ
ち
、
村
落
は
一
個
の
政
治
的
社
会
的
信
仰
組
織
と
し
て
存
在
し
た
と
こ
ろ
に
氏
神
鎮
守
を
祭
杷
す
る
根
拠
が
あ
つ

た
。
し
か
し
氏
神
鎮
守
は
守
護
神
と
い
う
意
味
で
は
変
ら
な
い
が
、
そ
の
祭
杷
組
織
は
そ
れ
を
相
る
も
の
の
生
活
の
変
化
に
よ
つ
て
変
化
し
た
こ
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と
は
改
め
て
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
。

　
現
在
、
家
の
互
助
関
係
が
神
仏
の
共
同
祭
杷
に
表
象
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
う
す
れ
て
し
ま
つ
た
。

　
現
在
新
ら
た
に
成
立
し
た
家
の
互
助
集
団
を
み
る
と
き
神
仏
が
そ
の
関
係
の
紐
帯
と
し
て
入
り
こ
む
余
地
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
家
の
互
助
集

団
で
神
仏
を
祭
杷
す
る
の
は
特
別
に
限
定
さ
れ
た
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
。
一
般
に
新
ら
た
な
家
の
互
助
集
団
が
祭
杷
そ
れ
自
体
を
契
機
と
し
て

組
織
さ
れ
る
も
の
を
除
い
て
は
、
祭
杷
組
織
を
構
成
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
守
護
神
を
祭
杷
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
さ
ら
に
組
織
や
集
団
に

守
護
神
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
考
え
ら
れ
た
状
態
は
近
代
に
い
た
り
、
村
落
外
部
よ
り
の
影
響
も
あ
り
、
急
激
に
改
変
せ
し
め
ら
れ
て
し
ま
つ
た
。

そ
の
一
つ
は
祭
相
対
象
と
し
て
の
神
仏
に
対
す
る
国
家
の
干
渉
と
い
う
面
で
把
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
村
落
所
在
の
神
社
へ
の
信
仰

に
も
教
義
や
祭
式
を
一
定
の
形
で
注
入
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
よ
り
従
来
の
神
と
人
々
と
の
間
に
大
き
な
間
隙
を
つ
く
つ
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
つ

た
。　

こ
の
こ
と
は
明
治
維
新
に
お
け
る
新
政
府
の
神
社
政
策
に
表
わ
れ
て
い
る
。
当
時
政
府
は
全
国
の
神
社
を
伊
勢
神
宮
を
頂
点
と
す
る
階
統
的
神

社
制
度
を
つ
く
り
あ
げ
て
そ
の
中
に
編
入
し
、
新
ら
た
な
政
治
制
度
の
精
神
的
基
盤
た
ら
し
め
る
政
策
を
立
て
た
の
で
あ
つ
た
。
以
上
は
す
で
に

ふ
れ
た
が
、
こ
の
方
針
を
現
実
化
し
て
ゆ
く
過
程
は
簡
単
で
は
な
か
つ
た
。
そ
れ
の
実
現
こ
そ
明
治
以
降
の
神
社
行
政
の
最
大
の
目
的
で
あ
つ

（
1
3
）

た
。　

村
落
の
氏
神
鎮
守
は
一
般
に
神
社
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
現
在
何
ら
疑
問
を
挿
ま
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
こ
の
神
社
が
具
体
的
に
ど
の
よ
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1
4
）

う
な
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
は
吟
味
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
第
二
次
大
戦
後
の
神
社
制
度
の
改
革
に
い
た
る
ま
で
、
明
治
初
期
以
降
神
社
行
政
上
で
は
神
社
明
細
帳
に
登
載
さ
れ
た
も
の
の
み
を
神
社
と
し

て
公
認
し
、
そ
れ
以
外
の
も
の
は
神
社
と
し
て
は
公
認
さ
れ
て
は
い
な
か
つ
た
。
列
格
社
以
外
の
す
べ
て
の
神
社
の
登
録
が
可
能
に
な
る
よ
う
に

神
社
明
細
帳
の
様
式
が
整
備
さ
れ
た
後
に
お
い
て
明
細
帳
に
登
録
さ
れ
た
も
の
の
他
に
「
私
邸
内
神
桐
」
と
し
て
そ
の
存
在
を
許
さ
れ
た
も
の
は



あ
つ
た
。

　
神
社
と
神
桐
は
行
政
的
に
は
厳
密
に
区
別
す
る
必
要
も
あ
つ
た
が
、
村
落
の
生
活
組
織
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
ば
あ
い
に
は
質
的
に
明
確
に
区
分

す
る
こ
と
の
で
き
な
い
ば
あ
い
が
多
か
つ
た
。
も
ち
ろ
ん
村
落
内
部
に
お
い
て
両
者
が
並
存
す
る
ば
あ
い
に
は
そ
れ
ら
の
社
桐
の
格
の
上
下
は
明

確
で
あ
つ
た
。
ま
た
そ
れ
ら
相
互
の
差
異
は
明
ら
か
で
あ
つ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
本
来
異
質
の
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う

性
格
の
も
の
で
は
な
か
つ
た
．

　
こ
こ
に
村
落
所
在
神
社
と
し
て
そ
れ
ら
の
社
桐
を
一
括
で
き
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
村
落
の
構
成
員
に
よ
つ
て
維
持
、
経
営
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ

ら
の
こ
と
を
お
こ
な
う
責
任
を
村
落
構
成
員
が
も
つ
て
い
た
か
ら
で
あ
つ
た
。
官
国
幣
社
と
難
も
そ
れ
に
含
め
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
ば
あ
い
も

あ
る
が
一
般
に
は
別
個
に
考
え
て
よ
い
。
そ
れ
は
官
国
幣
社
の
経
営
の
責
任
は
国
家
に
あ
り
、
後
日
昇
格
し
た
も
の
は
別
と
し
て
明
治
初
期
に
列

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
b
）

格
し
た
も
の
は
、
官
国
幣
社
た
る
限
り
に
お
い
て
は
公
的
に
は
氏
子
組
織
を
持
た
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
．
と
く
に
明
治
初
期
に
は
こ
こ
で
対
象

と
す
る
村
落
所
在
の
神
社
と
は
明
ら
か
に
区
別
で
き
る
。
後
に
な
る
と
昇
格
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
列
格
基
準
の
変
化
も
あ
つ
て
、
こ
の
点
で
は

明
確
な
区
別
は
で
き
な
く
な
つ
た
。
以
上
の
意
味
か
ら
こ
こ
で
対
象
と
す
る
神
社
は
社
格
で
い
え
ば
一
応
府
県
社
以
下
の
も
の
を
指
す
。
し
か
し

社
格
制
度
と
の
関
連
で
村
落
所
在
神
社
を
位
置
づ
け
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
。
社
格
と
神
社
の
社
会
的
意
味
や
役
割
は
本
質
的
に
別
の
次
元
の

こ
と
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
柳
田
国
男
を
も
つ
て
す
れ
ば
、
「
神
社
と
こ
こ
に
謂
う
所
の
私
社
雑
社
（
注
、
こ
れ
は
明
細
帳
に
登
載
さ
れ
て
い
な
い
社
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
）
と
の

境
の
線
は
、
よ
ほ
ど
妙
な
所
に
引
か
れ
て
い
る
。
も
と
も
と
信
仰
の
種
別
で
は
な
か
つ
た
だ
け
で
無
く
、
又
必
ず
し
も
建
築
物
の
有
無
大
小
で
も

無
い
の
で
あ
る
．
長
野
県
町
村
誌
（
註
、
明
治
十
一
年
か
ら
明
治
十
五
、
六
年
頃
ま
で
に
記
録
さ
れ
た
も
の
で
、
各
町
村
ご
と
に
神
社
の
社
格
、
祭
神
、
社

殿
、
祭
日
、
由
緒
な
ど
が
書
上
げ
ら
れ
て
い
る
．
）
に
よ
る
と
、
明
治
以
前
の
神
社
に
は
、
各
地
思
い
思
い
の
名
称
が
付
い
て
い
た
。
そ
う
し
て
村
々
の

小
さ
な
も
の
は
、
大
抵
は
社
又
は
ヤ
シ
巨
の
名
を
以
つ
て
呼
ば
れ
て
い
た
．
そ
れ
が
い
よ
い
よ
台
帳
に
登
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
て
、
村
持
の
も
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一
　
　
（
コ
一
五
七
）
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（
お
）

の
は
ど
ん
な
無
格
社
で
も
、
す
べ
て
神
社
と
い
う
こ
と
に
な
つ
た
の
だ
か
ら
大
悦
で
あ
つ
た
。
」
と
あ
り
、

さ
れ
る
も
の
は
本
質
的
に
区
別
で
き
な
い
こ
と
を
明
確
に
説
明
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
五
二
　
　
（
一
二
五
八
）

神
社
と
い
わ
ゆ
る
私
邸
内
神
桐
と
公
称

（
1
）
も
ち
ろ
ん
、
本
稿
は
ほ
ぽ
全
面
的
に
有
賀
の
そ
れ
に
拠
つ
て
い
る
の
で
、
こ
の
よ
う
に
断
わ
る
こ
と
は
蛇
足
と
も
思
わ
れ
る
。

（
2
）
　
こ
れ
は
有
賀
の
記
述
通
り
で
は
な
い
、
私
な
り
に
有
賀
の
説
を
理
解
し
、
そ
の
理
解
を
踏
ま
え
た
う
え
で
私
な
り
に
書
き
な
お
し
て
あ
る
、

　
て
理
解
し
た
り
、
そ
の
説
か
ら
逸
脱
し
た
り
し
て
い
る
点
も
あ
る
と
思
う
。
以
下
と
く
に
断
り
が
な
い
か
ぎ
り
同
様
で
あ
る
．
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『
有
賀
喜
左
衛
門
著
作
集
・
n
（
日
本
家
族
制
度
と
小
作
制
度
）
』
七
〇
三
ー
七
〇
四
頁
。

『
有
賀
・
皿
』
「
先
祖
と
氏
神
」
三
六
五
頁
。

『
有
賀
・
皿
』
「
先
祖
と
氏
神
」
三
六
八
頁
。

『
有
賀
・
孤
』
「
先
祖
と
氏
神
」
三
六
八
頁
。

『
有
賀
・
皿
』
「
先
祖
と
氏
神
」
三
七
四
頁
。

『
有
賀
・
孤
』
「
先
祖
と
氏
神
」
三
七
五
頁
。

『
有
賀
・
V
』
「
イ
β
リ
と
住
居
」
二
八
一
頁
。

『
有
賀
・
V
』
「
イ
ロ
リ
と
住
居
」
二
八
二
頁
。

『
有
賀
・
辺
』
「
先
祖
と
氏
神
」
三
七
八
頁
。

『
有
賀
・
V
』
「
イ
ロ
リ
と
住
居
」
二
八
五
頁
。

拙
稿
「
明
治
初
期
に
お
け
る
村
落
所
在
神
社
と
国
家
統
制
」
参
照
。

拙
稿
「
神
社
称
呼
に
つ
い
て
」
（
『
未
来
』
第
四
二
号
昭
和
四
五
年
三
月
）
参
照
。

拙
稿
「
明
治
初
期
に
お
け
る
村
落
所
在
神
社
と
国
家
統
制
」
参
照
。

『
柳
田
国
男
集
第
十
一
巻
』
「
氏
神
と
氏
子
」
四
〇
九
i
四
一
〇
頁
。
筑
摩
書
房
。

し
た
が
つ
て
有
賀
の
考
え
方
を
誤
つ

四
、
村
落
生
活
組
織
の
基
本
類
型
と
氏
神
鎮
守

村
落
を
考
察
の
対
象
に
求
め
る
と
ぎ
、
そ
の
構
成
単
位
を
家
に
求
め
る
こ
と
が
最
も
普
通
の
こ
と
と
さ
れ
て
き
た
。

村
落
に
お
い
て
、
家
は
そ
の
内
部
で
存
続
を
は
か
る
た
め
に
、
家
と
家
が
互
助
関
係
を
結
ぶ
の
が
一
般
で
あ
っ
た
。

別
の
見
方
を
す
れ
ば
、
家



の
互
助
集
団
の
外
面
に
藩
制
時
代
に
お
い
て
は
、
通
常
村
と
称
せ
ら
れ
る
自
治
的
な
あ
る
い
は
行
政
下
部
組
織
と
し
て
の
生
活
組
織
の
枠
組
を
形

成
し
、
村
落
は
そ
の
枠
組
を
も
つ
て
一
応
固
定
し
た
形
態
を
も
つ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
村
は
貢
租
を
納
入
す
る
単
位
と
し
て
政
治
権
力
に
依
つ

て
承
認
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
村
は
上
級
政
治
権
力
に
と
つ
て
は
行
政
単
位
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
の
村
の
内
部
に
お
い
て
家
々
は
そ
の
生
活
の
い
ろ
い
ろ
の
必
要
か
ら
、
互
助
集
団
を
形
成
し
て
い
た
．

　
各
契
機
ご
と
に
成
立
し
た
家
の
互
助
関
係
は
そ
の
契
機
の
な
ん
で
あ
る
か
に
よ
つ
て
類
別
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
．
そ
れ
ら
の
家
の
互
助

集
団
を
家
の
社
会
関
係
と
し
て
把
え
、
そ
れ
を
形
態
的
に
把
え
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
基
本
的
に
は
上
下
型
と
平
等
型
、
有
賀
の
示
し
た
同
族
結

合
と
組
結
合
、
の
二
類
型
の
家
の
互
助
集
団
と
し
て
把
え
る
こ
と
に
な
る
。

　
村
落
研
究
に
お
い
て
、
村
の
内
部
の
家
々
を
結
び
つ
け
て
い
る
も
ろ
も
ろ
の
契
機
を
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
分
析
し
、
解
釈
し
な
が
ら
家
々
の

間
に
み
ら
れ
る
諸
関
係
を
え
が
き
だ
し
て
、
村
落
構
造
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
が
多
か
つ
た
こ
と
を
中
村
吉
治
は
指
摘
し
た
．
さ
ら

に
、
そ
の
家
々
の
諸
関
係
を
前
提
と
し
て
い
た
村
（
村
落
）
が
村
と
し
て
は
ど
の
よ
う
な
意
味
の
村
で
あ
つ
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
再
び
考
え
て

み
て
、
村
の
本
質
と
か
村
落
構
造
の
実
態
を
知
る
と
い
う
方
法
は
案
外
に
行
わ
れ
て
い
な
か
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
こ
の
ば
あ
い
、
前
提
と
し
た
村

の
内
部
の
家
々
の
諸
関
係
が
ど
の
よ
う
に
か
ら
み
合
い
、
重
な
り
合
つ
て
村
を
構
成
し
て
い
る
の
か
、
前
提
と
し
た
村
は
そ
5
い
う
構
成
体
と
し

て
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
検
討
し
て
い
る
研
究
は
多
く
は
な
か
つ
た
。
家
々
の
関
係
を
み
た
だ
け
で
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

関
係
を
と
お
し
て
、
村
の
再
検
討
を
試
み
な
か
つ
た
の
は
村
落
研
究
と
し
て
充
分
で
は
な
か
つ
た
。
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
．

　
村
落
は
家
を
基
礎
的
な
単
位
と
す
る
家
の
互
助
集
団
の
重
な
り
合
つ
た
複
雑
な
関
係
を
基
礎
に
構
成
さ
れ
て
い
る
実
態
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

が
で
き
る
。
そ
の
家
の
互
助
集
団
の
形
態
を
類
型
化
す
れ
ば
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
基
礎
的
に
は
同
族
団
と
組
と
し
て
把
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
村
落
は
同
族
団
と
組
の
各
種
の
組
み
あ
わ
せ
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
組

み
あ
わ
せ
は
こ
れ
を
規
定
す
る
内
部
の
条
件
の
変
化
、
す
な
わ
ち
家
々
の
存
在
の
条
件
の
変
化
に
伴
つ
て
、
ま
た
外
部
の
条
件
の
変
化
に
伴
っ
て
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（
一
二
五
九
）
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五
四
　
　
（
一
二
六
〇
）

絶
え
ず
変
化
す
る
。
従
つ
て
、
上
下
型
結
合
は
平
等
型
結
合
に
転
換
す
る
こ
と
も
あ
り
、
逆
に
平
等
型
結
合
は
上
下
型
結
合
に
転
換
す
る
こ
と
も

あ
る
。
ま
た
先
行
す
る
同
族
団
や
組
に
規
定
さ
れ
た
形
態
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
い
ず
れ
か
の
類
型
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
別
個
の
家
を
単
位

と
す
る
互
助
集
団
が
結
成
さ
れ
る
こ
と
も
あ
つ
た
、
ま
た
す
で
に
あ
る
同
族
団
、
組
が
各
種
条
件
の
変
化
に
伴
い
消
滅
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
上
下
型
で
も
、
平
等
型
で
も
、
家
の
互
助
集
団
の
二
類
型
は
殆
ん
ど
の
場
合
、
村
落
に
は
両
者
が
混
在
し
、
ま
た
複
数
並
存
す
る
の
は
普
通
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
同
族
団
、
組
は
さ
ら
に
他
の
同
族
団
や
組
と
の
互
助
関
係
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
村
落
を

構
成
し
て
い
た
の
で
あ
つ
た
。

　
家
が
生
活
集
団
と
し
て
存
続
す
る
た
め
に
は
、
単
独
で
そ
の
経
営
、
維
持
を
は
か
る
こ
と
は
難
し
か
つ
た
の
で
、
他
の
家
々
と
い
ろ
い
ろ
な
形

態
や
内
容
を
も
つ
た
互
助
集
団
を
形
成
す
る
の
で
あ
つ
た
、
ま
た
、
生
活
の
諸
条
件
の
変
化
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
家
の
互
助
集
団
は
新
ら
た
に

形
成
さ
れ
た
り
、
消
滅
し
た
り
、
再
形
成
さ
れ
た
り
す
る
の
は
普
通
で
あ
つ
た
。
そ
れ
に
つ
れ
て
、
そ
れ
ら
の
家
の
互
助
集
団
の
内
容
も
変
化
す

る
の
で
あ
つ
た
。

　
家
を
単
位
と
す
る
家
の
互
助
集
団
を
含
む
一
層
大
き
な
互
助
集
団
（
組
、
同
族
団
あ
る
い
は
村
落
と
考
え
て
も
よ
い
）
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
か
そ
れ

ぞ
れ
に
お
い
て
互
助
関
係
を
結
び
、
複
合
し
た
組
織
を
形
成
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
個
々
の
単
位
と
な
る
家
、
あ
る
い
は
家
の
互
助
集
団
が

消
滅
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
は
独
立
し
た
社
会
集
団
と
し
て
、
そ
れ
を
含
む
社
会
集
団
に
お
い
て
一
定
の
位
置
を
占
め
、
役
割
・
機
能

を
も
つ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
は
各
々
の
立
場
に
お
い
て
独
自
の
家
や
家
の
互
助
集
団
と
し
て
の
意
志
決
定
の
能
力
を
も
つ
て
い
る
、
そ
れ
は
そ
の

限
り
に
お
い
て
独
立
し
た
社
会
集
団
で
あ
る
。
勿
論
孤
立
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
は
独
自
性
を
も
ち
な
が
ら
、
相
互
に
密
接
に
規
定
し

あ
つ
た
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　
家
は
家
と
し
て
の
社
会
的
性
格
を
も
ち
、
同
族
団
や
組
と
も
異
な
る
。
同
族
団
や
組
も
単
に
家
の
拡
大
し
た
も
の
で
は
な
い
。
村
落
も
家
や
同

族
団
、
組
の
拡
大
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
生
活
集
団
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
相
互
の
間
に
は
規
定
し
合
う
関
係
が
あ
る
。
そ
れ



ら
は
相
互
に
規
定
し
あ
う
関
係
に
あ
る
か
ぎ
り
、
相
互
の
性
格
に
は
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
有
賀
の
表
現
に
従
が
え
ぽ
、
そ
れ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

は
共
通
の
基
盤
を
も
ち
内
面
的
に
関
係
し
あ
つ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
村
落
は
個
々
の
家
の
集
ま
つ
た
構
成
体
と
し
て
考
え
ら
れ
る
と
し
て
も
、
こ
れ
を
一
定
の
地
域
的
拡
が
り
を
基
底
に
お
い
た
家
の
互
助
集
団
、

ま
た
は
そ
の
相
互
関
係
を
も
つ
た
組
織
と
し
て
把
え
る
と
い
う
た
ち
ば
を
と
ら
な
け
れ
ば
、
村
落
の
生
活
組
織
の
あ
り
方
は
理
解
す
る
こ
と
は
で

ぎ
な
い
。
そ
し
て
家
も
家
の
互
助
集
団
も
そ
れ
ら
は
相
互
に
規
定
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
視
点
に
立
つ
と
き
、
そ
の
お
の
お
の
や
村
落
の
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ

活
組
織
の
あ
り
方
は
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
村
落
内
部
に
お
い
て
、
地
域
的
な
家
の
互
助
集
団
や
、
そ
の
ほ
か
の
互
助
集
団
が
よ
り
大
き
な
互
助
組
織
を
形
成
す
る
方
向
に
展
開
す
る
の

は
、
生
活
機
能
が
分
化
し
て
一
層
大
き
な
、
そ
し
て
新
ら
し
い
要
求
を
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
村
落
を
こ
え
た
機
能
別
連
合
組
織
も
村
落
連
合
の
形
態
を
も
つ
て
現
わ
れ
た
。
明
治
以
降
の
歴
史
に
み
ら
れ
る
学
校
設
立
、
産
業
組
合
、
農

会
、
消
防
団
、
青
年
団
な
ど
に
そ
れ
は
み
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
は
村
落
を
単
位
と
し
て
新
行
政
町
村
ご
と
に
つ
ぎ
つ
ぎ
と
設
立
さ
れ
、
さ
ら
に
全
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ら
レ

的
組
織
に
発
展
す
る
も
の
も
み
ら
れ
た
。
以
上
は
有
賀
の
説
を
中
心
に
の
べ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
有
賀
自
身
の
表
現
を
示
せ
ば
、
「
村
落
を

理
解
す
る
に
そ
の
内
部
の
小
聚
落
関
係
に
分
析
し
て
、
最
も
基
本
的
な
聚
落
的
家
連
合
の
性
質
を
究
め
、
そ
の
結
合
の
仕
方
に
よ
つ
て
現
実
の
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

落
が
成
立
す
る
こ
と
を
知
る
の
が
大
切
で
あ
る
ー
」
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
、
』
村
落
の
構
成
は
基
礎
的
な
聚
落
的
家
連
合
の
複

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ
ロ

雑
な
関
係
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
同
族
団
と
組
と
の
種
々
な
組
合
せ
で
あ
る
こ
と
が
現
実
で
あ
る
．
」
と
の
べ
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
村
落
に
お
け
る
家
の
互
助
集
団
を
二
つ
の
類
型
と
し
て
把
え
、
そ
れ
を
分
析
の
枠
組
と
し
て
用
い
た
村
落
の
研
究
法
は
村
落
の
社

会
学
的
研
究
を
著
し
く
進
め
た
。
し
か
し
、
こ
の
視
点
に
基
礎
を
お
く
、
村
落
の
祭
杷
組
織
構
造
論
の
理
論
構
成
は
現
在
に
い
た
る
も
充
分
に
完

成
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
村
落
研
究
に
お
け
る
家
の
互
助
集
団
類
型
の
一
つ
、
組
（
平
等
型
）
結
合
が
類
型
と
し
て
明

確
に
設
定
さ
れ
る
以
前
の
村
落
祭
祖
構
造
論
に
と
ど
ま
つ
て
い
る
側
面
が
多
分
に
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
今
後
は
、
さ
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ら
に
、
階
層
類
型
を
基
軸
と
し
た
互
助
集
団
の
問
題
も
そ
の
枠
の
中
に
設
定
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
経
済
的
階
層
で
あ
つ
て

も
、
年
齢
階
梯
的
階
層
で
あ
つ
て
も
、
祭
杷
組
織
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
存
在
を
改
め
て
認
識
し
て
祭
杷
組
織
構
造
論
を
展
開
す
る
必
要
が
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
階
層
制
の
問
題
は
無
視
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
株
座
と
村
座
の
類
別
を
立
て
、
そ
の
意
味
を
検
討
す
る
こ
と
は
村
落
に
お

け
る
階
層
制
の
問
題
に
触
れ
な
い
で
す
ま
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
従
が
つ
て
触
れ
ら
れ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
家
の
互
助
集
団
と
村
落
と

の
関
係
を
把
え
る
に
あ
た
つ
て
、
祭
杷
組
織
を
媒
介
と
し
て
把
握
す
る
た
め
に
改
め
て
階
層
制
の
間
題
を
提
起
す
る
に
は
、
株
座
と
村
座
と
い
う

よ
う
な
簡
単
な
理
解
で
す
ま
し
て
よ
い
も
の
で
は
な
い
。

　
村
の
氏
神
鎮
守
の
ほ
か
に
も
、
村
落
内
部
の
家
の
互
助
集
団
は
そ
れ
ぞ
れ
の
守
護
神
を
杷
つ
た
、
そ
れ
ら
の
守
護
神
は
相
互
に
、
或
い
は
氏
神

鎮
守
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
り
あ
つ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
を
検
討
す
る
た
め
に
は
基
本
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
守
護
神
を
祖
る
家
の
互
助
集
団
の
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

互
の
関
係
を
示
す
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
生
活
の
各
側
面
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
守
護
神
（
仏
）
を
祭
杞
す
る
の
が
日
本
的
な
信
仰
の
形
態
で
あ
り
、
氏
神
鎮
守
や
そ
の
ほ
か
の
神
・
仏
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

単
に
個
人
の
信
仰
と
関
係
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
か
つ
た
。

　
生
活
が
あ
る
一
定
の
地
域
社
会
を
基
盤
に
し
て
営
ま
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
地
域
社
会
と
し
て
の
守
護
神
が
存
在
し
た
。
個
人
や
家
の
生
活
を

営
な
む
社
会
が
幾
つ
に
も
な
つ
て
い
る
場
合
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
．
こ
と
に
守
護
神
は
祖
ら
れ
て
い
た
が
、
人
々
は
そ
れ
ぞ
れ
す
べ
て
の
守
護
神

を
杷
つ
て
い
た
。
従
が
つ
て
そ
の
人
々
の
信
仰
は
多
層
化
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
．
地
域
社
会
に
限
ら
ず
、
守
護
神
は
生
活
の
各
側
面
ご
と
に
杷

ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
つ
た
の
で
、
人
々
の
信
仰
す
る
神
は
つ
ね
に
複
数
で
あ
る
の
が
普
通
で
あ
つ
た
。

　
同
一
地
域
社
会
内
部
に
お
い
て
神
を
杷
る
ば
あ
い
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
幾
つ
か
の
神
は
別
々
の
神
と
し
て
杷
ら
れ
て
は
い
て
も
、
地
域
社
会
の
統

一
性
が
存
在
す
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
を
杷
る
人
々
の
意
識
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
神
・
仏
に
対
し
て
深
い
内
面
的
な
融
合
統
一
と
も
い
い
う
る
状

態
が
あ
つ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
す
で
に
触
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。



　
村
落
は
内
部
に
お
い
て
、
各
家
や
家
の
互
助
集
団
の
利
害
の
衝
突
も
あ
り
、
そ
の
集
団
の
統
一
が
つ
ね
に
保
た
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

氏
神
鎮
守
の
祭
杷
組
織
に
そ
の
統
一
は
み
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
統
一
を
求
め
ら
れ
る
事
態
が
生
じ
た
と
き
に
は
氏
神
鎮
守
に
そ
れ
を
求
め
る

の
が
普
通
で
あ
つ
た
。
さ
ら
に
村
落
が
外
部
の
政
治
組
織
に
結
び
つ
く
ば
あ
い
に
、
普
通
に
は
氏
神
鎮
守
の
関
係
と
し
て
示
さ
れ
た
こ
と
は
氏
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

鎮
守
や
村
落
の
性
格
を
理
解
す
る
に
重
要
な
事
実
で
あ
つ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
家
の
互
助
集
団
の
二
類
型
で
あ
る
上
下
型
結
合
と
平
等
型
結
合
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
祭
杷
組
織
の
か
か
わ
り
方
に
つ
い
て
は
簡
単
に
結
論
が

で
る
わ
け
の
も
の
で
も
な
い
が
、
は
じ
め
上
下
型
の
同
族
の
氏
神
と
し
て
成
立
し
た
も
の
が
、
各
家
の
関
係
が
変
化
し
、
平
等
型
の
組
結
合
に
転

換
し
て
も
、
そ
の
氏
神
は
同
じ
家
々
に
よ
つ
て
引
続
い
て
祭
杷
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
こ
れ
は
同
族
団
が
生
活
組
織
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ

り
、
成
立
の
は
じ
め
よ
り
地
域
社
会
的
な
家
の
互
助
集
団
と
し
て
、
一
定
の
画
地
的
な
拡
が
り
を
基
盤
に
も
つ
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
た
の
で
あ

り
、
こ
の
地
域
社
会
の
上
に
成
立
し
た
地
域
社
会
の
守
護
神
と
し
て
の
性
格
を
氏
神
は
は
じ
め
よ
り
も
つ
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
た
め
に
、
地
域
社
会
の
守
護
神
と
し
て
の
性
格
を
は
じ
め
か
ら
も
つ
て
い
た
氏
神
は
そ
の
地
域
社
会
の
構
成
単
位
で

あ
る
家
の
互
助
集
団
の
性
格
や
形
態
が
変
化
し
て
も
、
上
下
型
結
合
か
ら
平
等
型
結
合
へ
あ
る
い
は
平
等
型
結
合
か
ら
上
下
型
結
合
へ
変
化
し
て

も
、
氏
神
は
こ
れ
ら
の
家
の
互
助
集
団
を
含
む
地
域
社
会
の
守
護
神
で
あ
る
と
い
う
性
格
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
な
く
存
続
し
て
い
た
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
換
言
す
れ
ば
氏
神
は
一
定
の
地
域
の
鎮
守
と
い
う
性
格
を
は
じ
め
か
ら
も
つ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
氏
神
鎮
守
と
い
う
称

呼
法
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
有
賀
は
右
の
理
由
付
け
を
次
の
よ
う
に
示
唆
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
日
本
の
村
落
に
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
存
す
る
と
い
つ
て
よ
い
同
族
団
体
は

本
家
を
中
心
と
し
て
結
合
す
る
性
格
を
持
つ
て
い
る
の
を
見
る
。
そ
こ
で
は
同
族
の
氏
神
へ
の
共
同
祭
杷
を
持
つ
こ
と
が
非
常
に
し
ば
し
ば
み
ら

れ
る
。
そ
の
祭
神
が
不
明
で
あ
つ
て
も
、
ま
た
他
の
豪
族
の
氏
神
を
勧
請
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
本
家
伝
来
の
氏
神
と
し
て
存
続
し
て
き

た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
同
族
神
た
る
こ
と
を
超
え
て
村
落
の
氏
神
と
な
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
本
家
の
位
置
が
村
落
に
お
い
て
き
わ
め
て
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優
位
に
あ
つ
た
場
合
が
多
い
。
同
族
氏
神
の
祭
杷
は
古
く
は
本
家
の
権
限
と
さ
れ
た
の
が
通
例
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
同
族
団
体
に
お
け
る
本
家

の
地
位
を
示
す
も
の
で
あ
つ
て
、
本
家
は
信
仰
に
お
い
て
、
ま
た
村
の
政
治
経
済
に
お
い
て
優
位
が
失
わ
れ
て
も
、
本
家
筋
を
も
つ
て
誇
り
と
し
、

そ
の
伝
承
の
い
さ
さ
か
不
明
な
場
合
に
本
家
争
い
が
真
剣
に
行
わ
れ
る
こ
と
は
、
同
族
団
体
に
は
常
に
本
家
を
中
心
と
し
て
結
合
す
る
指
向
が
潜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
11
）

在
す
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
」
さ
ら
に
、
「
有
力
な
本
家
を
中
心
と
し
た
同
族
団
体
は
一
般
に
村
落
内
で
一
種
の
政
治
集
団
の
性
格
を
帯
び
て

い
た
．
そ
れ
が
村
落
の
氏
神
祭
杷
や
自
治
運
営
の
派
閥
と
な
つ
た
こ
と
に
み
ら
れ
る
。
領
主
な
い
し
政
府
の
政
策
が
規
定
し
た
諸
法
制
が
そ
の
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

に
お
か
れ
て
複
雑
な
形
態
と
し
て
現
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
示
し
た
例
で
も
十
分
に
理
解
が
で
き
る
と
思
う
。
」
と
の
べ
て
い
る
。

　
一
般
に
村
落
に
お
い
て
は
、
村
の
自
治
と
氏
神
鎮
守
の
祭
杷
と
は
相
即
し
た
関
係
に
あ
つ
た
。
ま
た
村
落
以
外
の
社
会
で
あ
つ
て
も
同
じ
よ
う

な
関
係
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
村
落
に
お
け
る
氏
神
鎮
守
そ
の
他
の
諸
社
桐
の
祭
神
は
村
落
、
家
の
互
助
集
団
、
家
な
ど
を
守
護
す
る
と
い
う
性
格
を
持
つ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
社
桐
の
祭
杷
に
は
村
落
、
家
の
互
助
集
団
、
家
の
そ
れ
ぞ
れ
に
所
属
し
な
い
人
々
も
参
加
す
る
こ
と
が
あ
つ
た
。
そ
の
ば
あ
い
に
杞
ら
れ
る
神

は
村
落
の
氏
神
鎮
守
と
同
じ
よ
う
に
、
特
定
の
祖
先
神
の
場
合
も
あ
つ
た
が
、
多
く
の
場
合
国
民
的
信
仰
の
中
心
に
な
る
神
々
が
多
か
つ
た
。
そ

し
て
こ
れ
ら
の
祭
神
は
中
世
に
お
い
て
は
地
方
豪
族
の
氏
神
に
結
合
す
る
こ
と
が
多
く
、
近
世
に
お
い
て
は
各
分
国
の
中
心
的
神
社
に
結
合
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
13
）

明
治
維
新
以
後
の
統
一
国
家
の
成
立
後
は
伊
勢
神
宮
に
結
合
す
る
も
の
が
多
く
な
つ
た
。

　
村
落
所
在
の
社
桐
が
全
体
社
会
組
織
の
変
遷
に
つ
れ
て
変
化
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
は
、
村
落
内
部
の
家
と
全
体
社
会
は
そ
の
中
間
に
複
雑
な

多
種
多
様
の
組
織
が
介
在
し
て
い
る
が
、
兎
角
相
互
に
制
約
し
合
う
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
有
賀
の
先
に
示
し
た
指
摘
の
よ
う
に
考
え
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。

（（21
中
村
吉
治
『
村
落
構
造
の
史
的
分
析
』
・
1
頁
。
昭
和
三
一
年
五
月
．
日
本
評
論
社
。

同
族
団
は
家
の
本
末
の
系
譜
関
係
に
沿
つ
て
結
合
す
る
地
域
社
会
的
な
家
を
単
位
と
す
る
互
助
集
団
で
あ
り
、

組
は
同
族
団
の
よ
う
に
上
下
関
係
（
本
末
関
係
）
に
よ
ら
な
い
平



等
な
地
域
社
会
的
な
家
を
単
位
と
す
る
互
助
集
団
で
あ
る
．

　 　 　 　　　 パ

876543
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
族
団
と
組
乙
は
相
互
に
関
連
し
あ
う
関
係
に
あ
る
と
有
賀
は
説
明
す
る
。

『
有
賀
・
V
』
「
田
植
と
村
の
生
活
組
織
」
一
三
三
i
二
二
四
頁
。

『
有
賀
・
V
』
「
田
植
と
村
の
生
活
組
織
」
三
四
頁
。

『
有
賀
・
V
』
「
田
植
と
村
の
生
活
組
織
」
二
二
四
頁
．

『
有
賀
・
V
』
「
田
植
と
村
の
生
活
組
織
」
一
三
〇
頁
。

『
有
賀
・
V
』
「
田
植
と
村
の
生
活
組
織
」
コ
ニ
ニ
ー
二
壬
二
頁
．

家
の
互
助
集
団
の
二
類
型
と
し
て
の
同
族
団
と
組
と
に
お
い
て
は
、
そ
の
守
護
神
の
祭
杷
組
織
や
祭
杷
す
る
方
法
が
異
な
つ
て
い
た
。

例
え
ば
、
祭
杷
の
さ
い
の
当
屋
（
頭
屋
）

が
特
定
の
家
に
定
ま
つ
て
い
る
ば
あ
い
と
輪
番
制
を
と
る
ば
あ
い
と
が
あ
る
。

13121110g

拙
稿
「
講
の
存
在
形
態
と
守
護
神
信
仰
」
参
照
。

『
有
賀
・
H
』
「
日
本
家
族
制
度
小
作
制
度
」
七
〇
一
頁
。

『
有
賀
・
1
』
「
日
本
家
族
制
度
と
小
作
制
度
」
二
九
i
一
二
〇
頁
。

『
有
賀
・
H
』
「
日
本
家
族
制
度
と
小
作
制
度
」
七
〇
〇
頁
。

神
宮
お
よ
び
そ
の
別
宮
、
摂
末
社
の
祭
神
が
村
々
の
神
社
の
祭
神
と
さ
れ
る
こ
と
が
明
治
以
降
増
加
し
た
。

ま
た
、
記
紀
、
六
国
史
所
載
の
祭
神
が
明
治
以
降
に
お
い
て
、
神
社

明
細
帳
な
ど
に
公
の
祭
神
と
し
て
登
載
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
な
っ
た
。

五
、
氏
神
鎮
守
の
階
統
的
性
格

　
氏
神
鎮
守
の
階
統
的
性
格
は
氏
神
鎮
守
の
祭
杷
組
織
を
規
定
す
る
社
会
構
造
の
性
格
の
反
映
と
し
て
示
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。　

有
賀
の
所
説
を
概
略
的
に
示
し
て
お
く
。

　
天
武
、
持
統
の
時
代
に
天
皇
家
の
政
治
的
統
制
が
強
力
に
推
進
さ
れ
て
、
伊
勢
神
宮
を
総
国
の
総
氏
神
と
す
る
基
盤
が
で
き
て
ぎ
た
、
こ
の
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

と
は
各
氏
の
政
治
的
、
社
会
的
地
位
の
格
づ
け
、
従
つ
て
各
氏
の
氏
神
の
格
づ
け
、
の
再
編
成
が
す
す
ん
だ
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
ま
た
（
奈
良
時
代
に
お
い
て
）
、
そ
の
根
本
的
な
部
分
に
祭
政
一
致
が
厳
存
し
た
こ
と
を
見
の
が
す
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
伊
勢
神
宮
は
天
皇
家
と

　
　
　
氏
神
鎮
守
と
社
会
構
造
の
関
連
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
　
　
（
一
二
六
五
）



　
　
　
氏
神
鎮
守
と
社
会
構
造
の
関
連
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
　
　
（
哺
二
六
六
）

そ
の
一
族
の
氏
神
鎮
守
で
あ
り
、
そ
れ
を
司
祭
す
る
も
の
は
天
皇
ま
た
は
そ
の
代
理
者
で
あ
つ
た
。
こ
の
天
皇
家
の
私
的
な
氏
神
鎮
守
は
そ
の
支

配
地
全
体
の
氏
神
鎮
守
（
後
に
は
日
本
全
体
の
総
氏
神
鎮
守
）
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
た
こ
と
は
当
時
の
政
治
組
織
の
性
質
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

土
地
人
民
（
公
地
公
民
）
が
一
国
の
代
表
者
と
し
て
の
天
皇
の
も
の
で
あ
り
、
国
家
が
天
皇
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
、
公
の
観
念
と
結
合

　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

し
て
存
在
し
て
い
た
。
さ
ら
に
時
代
を
く
だ
つ
て
、
大
名
領
の
成
立
に
よ
つ
て
中
間
の
領
主
は
次
第
に
無
く
さ
れ
て
き
た
の
で
、
村
落
の
同
族
団

は
表
面
的
に
は
階
統
的
な
主
従
関
係
の
連
関
を
失
つ
た
よ
う
に
み
え
る
が
、
名
主
、
庄
屋
な
ど
の
村
役
人
を
媒
介
と
し
て
領
主
に
結
合
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

た
。
そ
の
性
格
は
大
名
領
国
の
中
心
的
信
仰
対
象
で
あ
る
総
氏
神
鎮
守
と
各
村
落
の
氏
神
鎮
守
と
の
関
係
に
よ
つ
て
把
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
諸
国
の
、
後
に
明
治
に
な
つ
て
当
初
官
国
幣
社
に
列
格
さ
れ
た
大
社
は
明
治
以
前
に
お
い
て
は
各
藩
領
主
の
領
国
に
お
け
る
総
氏
神
鎮
守
と
し

て
の
位
置
を
も
つ
も
の
で
あ
つ
た
。
そ
れ
ら
の
祭
杷
は
旧
藩
時
代
に
お
い
て
は
領
主
の
政
治
的
位
置
と
結
合
し
て
、
領
主
の
管
掌
に
属
し
て
い

た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
神
社
は
藩
領
主
家
定
着
以
前
か
ら
そ
こ
に
所
在
し
て
い
た
も
の
が
多
い
。
村
々
の
氏
神
鎮
守
に
は
こ
れ
ら
大
社
を
勧
請
し

た
も
の
も
あ
る
。
他
の
大
社
を
勧
請
し
た
も
の
も
あ
る
と
し
て
も
、
一
つ
の
領
国
の
内
部
に
包
含
さ
れ
る
も
の
は
、
領
国
の
総
氏
神
と
し
て
領
主

の
認
め
た
大
社
の
祭
杷
に
何
ら
か
の
か
た
ち
で
関
係
す
る
傾
向
は
濃
厚
で
あ
つ
た
。
そ
れ
は
そ
の
大
社
に
対
す
る
村
々
の
寄
進
や
村
人
の
参
詣

に
、
あ
る
い
は
村
落
の
氏
神
鎮
守
の
祭
杷
行
事
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
信
仰
を
支
配
す
る
力
の
強
い
大
社
の
信
仰
上
の
勢
力
は
藩
の
領
域
を
超
え

る
も
の
は
も
ち
ろ
ん
あ
つ
た
か
ら
、
一
律
に
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
領
主
が
こ
れ
ら
の
信
仰
的
基
盤
に
無
関
心
で
は
な
か
つ
た
こ
と
に
注
意

す
べ
ぎ
で
あ
る
、
例
え
ば
大
社
の
初
春
予
祝
行
事
に
つ
い
て
い
う
な
ら
、
そ
れ
は
領
国
全
体
の
守
護
神
と
し
て
の
氏
神
鎮
守
の
位
置
が
、
そ
の
行

事
の
意
義
を
示
す
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
範
囲
内
の
村
々
の
氏
神
鎮
守
の
行
事
と
は
、
別
に
行
わ
れ
る
が
同
時
に
そ
の
全
体
を
包
む
意
味
で
行
な
わ

れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
村
々
の
祭
杷
行
事
を
村
人
が
行
な
い
、
あ
る
い
は
各
家
ご
と
に
家
の
祭
祖
行
事
を
行
な
う
こ
と
が
あ
る
意
味
に
お

い
て
は
、
大
社
の
行
事
へ
参
加
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
近
代
に
お
い
て
中
間
領
主
が
廃
止
さ
れ
た
後
に
は
、
日
本
全
体
に
お
け
る
伊
勢
神

密
の
総
氏
神
鎮
守
酌
位
置
は
一
層
明
確
に
な
つ
た
の
で
、
地
方
領
国
の
意
識
は
し
だ
い
に
う
す
れ
て
き
た
が
、
大
社
行
事
へ
の
参
加
は
簡
単
に
は



廃
れ
な
か
つ
た
の
は
地
方
的
根
拠
を
も
つ
長
い
間
の
信
仰
の
存
続
に
よ
る
も
の
で
あ
つ
た
。

　
こ
れ
ら
大
社
の
行
事
は
そ
の
社
家
な
い
し
神
職
の
執
行
す
る
と
こ
ろ
で
あ
つ
て
も
、
村
々
の
氏
神
鎮
守
の
祭
祖
が
彼
等
自
身
の
神
主
に
よ
つ
て

司
祭
さ
れ
、
一
般
の
氏
子
が
参
加
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
大
社
の
祭
杷
に
単
に
参
詣
と
い
う
形
で
参
加
す
る
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
そ

の
参
加
の
仕
方
に
は
差
異
は
あ
る
が
そ
の
意
味
は
同
じ
で
あ
つ
た
。
大
社
の
社
家
ま
た
は
神
職
と
単
な
る
参
詣
者
と
の
関
係
は
生
活
関
係
と
い
う

点
で
は
き
わ
め
て
う
す
い
の
で
、
こ
の
祭
杷
行
事
に
自
分
も
参
加
し
て
い
る
と
い
う
意
識
は
一
般
参
詣
者
に
と
つ
て
、
有
つ
た
と
し
て
も
、
そ
れ

は
う
す
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
較
べ
る
と
、
村
落
の
氏
神
鎮
守
の
場
合
は
、
村
落
の
内
部
に
祭
杷
組
織
が
確
立
し
て
い
て
、
そ
れ
に
参
加
す
る
村

人
の
権
利
、
義
務
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
、
祭
杷
組
織
が
株
座
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
他
の
人
々
は
そ
の
祭
杷
組
織
に
特
権
的
な
位

置
を
占
め
る
家
々
と
同
族
関
係
を
結
び
、
あ
る
い
は
組
を
構
成
し
て
い
る
と
い
う
関
係
に
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
彼
ら
の
村
落
の
氏
神
鎮
守
で
あ
る

が
ゆ
え
に
．
彼
ら
も
祭
杷
に
参
加
し
て
い
る
と
い
う
意
識
は
強
か
つ
た
。
そ
し
て
特
権
的
な
祭
祖
組
織
が
消
滅
し
た
後
に
は
一
層
そ
の
意
識
は
強

　
　
　
　
　
　
（
4
）

く
な
つ
た
の
で
あ
る
。

　
同
族
団
の
本
家
の
私
的
氏
神
鎮
守
は
同
族
団
と
し
て
の
公
的
氏
神
鎮
守
で
も
あ
つ
た
。
公
的
関
係
で
あ
る
主
従
関
係
は
私
的
関
係
と
し
て
の
家

の
系
譜
関
係
と
不
可
分
離
で
あ
つ
た
．
こ
れ
は
同
族
団
が
氏
族
に
拡
大
し
て
く
る
と
さ
ら
に
明
白
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
氏
上
本
家
の
私
的
氏
神

鎮
守
は
氏
族
の
公
的
氏
神
鎮
守
と
な
り
、
氏
上
本
家
に
対
し
て
主
従
関
係
を
持
つ
他
の
同
族
団
の
本
家
は
総
本
家
と
同
族
的
系
譜
関
係
を
も
つ
こ

と
に
よ
つ
て
．
こ
れ
を
裏
づ
け
た
。
そ
こ
で
下
級
本
家
は
彼
自
身
の
氏
神
鎮
守
を
持
つ
て
い
て
も
、
上
級
（
総
）
本
家
の
大
氏
神
鎮
守
を
勧
請

し
、
自
己
の
同
族
団
の
小
氏
神
鎮
守
に
合
杷
す
る
か
、
ま
た
は
そ
れ
を
上
級
本
家
の
氏
神
鎮
守
の
祭
神
と
そ
の
縁
故
神
に
替
え
る
こ
と
に
よ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

こ
れ
を
下
級
同
族
団
の
氏
神
鎮
守
と
し
た
。

　
こ
れ
ら
同
族
団
を
構
成
す
る
家
々
は
同
一
聚
落
に
居
住
し
、
本
家
を
中
心
と
し
て
生
活
上
の
互
助
関
係
を
結
ぶ
限
り
、
末
（
分
）
家
は
生
活
上

何
ら
か
の
意
味
で
本
家
の
統
制
下
に
あ
つ
た
。
こ
の
本
・
末
（
分
）
家
結
合
の
表
象
と
し
て
、
同
族
団
の
小
氏
神
（
鎮
守
）
を
共
同
祭
杷
す
る
か
、

　
　
　
氏
神
鎮
守
と
社
会
構
造
の
関
連
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
　
　
（
一
二
六
七
）



　
　
　
氏
神
鎮
守
と
社
会
構
造
の
関
連
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二
　
　
（
一
二
六
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

同
じ
寺
に
所
属
し
て
共
同
の
墓
地
を
持
つ
か
し
た
。
都
市
の
商
工
業
者
の
同
族
団
に
お
い
て
は
後
者
の
み
を
持
つ
も
の
が
多
か
つ
た
。

　
村
落
の
氏
神
鎮
守
は
外
部
の
大
氏
神
鎮
守
に
結
び
つ
く
、
そ
の
結
合
の
性
格
は
村
落
の
氏
神
鎮
守
へ
の
村
落
内
部
の
他
の
諸
社
桐
が
結
び
つ
く

性
格
に
示
さ
れ
て
お
り
．
ま
た
さ
ら
に
は
家
の
神
仏
が
そ
れ
ら
諸
社
桐
に
結
び
り
く
、
そ
の
結
び
つ
き
方
に
も
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ

し
て
、
村
落
の
氏
神
鎮
守
が
村
落
祭
祖
の
階
統
構
造
に
お
い
て
頂
点
を
占
め
る
位
置
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
村
落
内
部
の
他
の
諸
社
桐
は
と
う

ぜ
ん
氏
神
鎮
守
に
指
向
し
結
合
す
る
と
い
う
位
置
づ
け
に
あ
る
こ
と
と
な
る
。
有
賀
は
「
同
族
結
合
の
階
統
的
上
向
は
つ
い
に
一
点
に
帰
さ
ね
ば

　
　
（
7
）

や
ま
な
い
」
と
そ
の
性
格
を
明
確
に
表
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
村
落
の
氏
神
鎮
守
は
村
落
祭
杷
組
織
の
頂
点
に
あ
つ
た
が
、
単
に
そ
れ
に
と

ど
ま
ら
ず
、
つ
ね
に
村
落
外
部
の
大
氏
神
鎮
守
に
向
つ
て
結
合
す
る
性
格
を
も
つ
て
い
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
こ
と
は
、
逆
に
氏
神
鎮
守
と

は
そ
の
よ
う
な
性
格
を
も
つ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
ぎ
よ
う
。

　
氏
神
鎮
守
は
明
治
初
期
に
お
い
て
伊
勢
神
宮
を
頂
点
と
す
る
神
社
の
階
統
構
造
に
編
入
（
列
格
）
さ
れ
な
か
つ
た
も
の
は
神
社
と
し
て
公
認
さ

れ
な
か
つ
た
。
こ
の
こ
と
も
神
社
が
強
く
政
治
的
階
統
構
造
と
関
連
を
も
つ
た
性
格
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
て
よ
い
根
拠
と
な

ろ
う
。

　
家
の
神
、
屋
敷
神
、
同
族
の
氏
神
。
村
の
氏
神
鎮
守
の
祭
神
が
現
実
に
は
必
ず
し
も
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
関
係
を
示
す
も
の
で
は
な
く
な
つ

て
い
る
の
は
、
政
治
構
造
の
複
雑
な
、
何
度
か
の
再
編
成
を
経
る
間
に
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
構
造
の
上
層
の
組
織
の
祭
神
が
下
層
の
組
織
の
守
護
神

と
し
て
請
け
入
れ
ら
れ
た
が
、
そ
の
請
け
入
れ
に
あ
た
つ
て
、
前
の
祭
神
を
除
去
す
る
と
い
う
こ
と
は
通
常
は
な
か
つ
た
と
い
う
こ
と
に
も
根
拠

が
あ
る
．
ま
た
氏
神
鎮
守
の
相
互
関
係
は
祭
神
の
み
に
よ
つ
て
示
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
村
落
の
氏
神
鎮
守
の
祭
杷
組
織
は
村
落
組
織
そ
れ
自
体
で
あ
る
の
が
本
来
的
な
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
従
つ
て
、
村
落
内
部
の

諸
組
織
に
は
氏
神
鎮
守
の
祭
祖
組
織
に
そ
の
基
礎
を
も
つ
も
の
も
多
く
、
ま
た
そ
の
逆
と
考
え
ら
れ
る
も
の
も
多
か
つ
た
。
年
齢
階
梯
組
織
と
氏

神
鎮
守
の
関
係
に
つ
い
て
、
有
賀
は
次
の
見
解
を
示
す
。
す
な
わ
ち
、
「
村
に
お
け
る
年
齢
階
級
は
一
般
に
年
寄
、
中
老
、
若
者
、
子
供
に
分
れ



て
い
て
、
こ
れ
は
氏
神
鎮
守
を
中
心
と
す
る
種
々
の
祭
祖
を
管
掌
し
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
宗
教
的
行
事
に
は
村
落
組
織
が
集
中
的
に
現
わ
れ
て

い
た
。
行
事
を
担
当
す
る
各
個
人
は
各
年
齢
階
級
の
中
に
属
し
た
か
ら
、
個
人
的
に
見
え
て
も
、
村
に
お
け
る
家
の
格
付
け
と
密
接
に
関
連
し
て

い
た
。
そ
し
て
若
者
仲
間
に
加
入
す
る
こ
と
自
体
が
村
の
住
民
と
し
て
の
特
定
の
家
に
属
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
つ
て
い
た
。
だ
か
ら
若
者
仲
間

の
団
体
的
機
能
と
し
て
は
氏
神
鎮
守
の
祭
杷
に
一
定
の
役
割
を
持
つ
こ
と
や
防
災
や
山
林
管
理
な
ど
の
夫
役
に
出
る
義
務
を
持
つ
こ
と
は
極
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

大
切
な
も
の
と
さ
れ
た
。
」
そ
し
て
若
者
は
、
若
者
仲
間
に
入
り
、
彼
ら
が
氏
神
鎮
守
の
一
定
の
祭
杷
役
割
を
担
当
し
た
と
き
を
も
つ
て
、
村
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

義
務
、
も
し
く
は
労
働
に
お
い
て
一
人
前
と
し
て
の
資
格
が
公
認
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
つ
た
。

　
こ
れ
ら
中
老
・
若
者
は
氏
神
鎮
守
祭
杷
の
直
接
の
担
い
手
と
な
り
、
老
人
・
子
供
は
そ
れ
ぞ
れ
氏
神
鎮
守
と
一
定
の
関
係
を
も
つ
守
護
神
・
仏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

を
対
象
と
す
る
講
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
は
一
般
に
み
ら
れ
た
。

10987654321
『
有
賀
・
W
』
「
先
祖
と
氏
神
」
三
六
三
頁
。

『
有
賀
・
W
』
「
公
と
私
」
二
五
三
ー
五
頁
．

『
有
賀
・
n
』
「
日
本
家
族
制
度
と
小
作
制
度
」
七
〇
二
頁
。

『
有
賀
・
V
』
「
田
植
と
村
の
生
活
組
織
」
四
二
－
三
頁
。

『
有
賀
・
斑
』
「
結
納
と
労
働
組
織
」
三
六
〇
頁
。

『
有
賀
・
W
』
「
日
本
社
会
の
階
層
構
造
」
三
三
九
頁
。

『
有
賀
・
H
』
「
日
本
家
族
制
度
と
小
作
制
度
」
七
〇
三
頁
。

『
有
賀
・
U
』
「
追
記
」
四
二
二
ー
四
頁
。

『
有
賀
・
W
』
「
若
者
仲
間
と
婚
姻
」
八
三
頁
。

拙
稿
「
講
の
存
在
形
態
と
守
護
神
信
仰
」
参
照
．

　
　
　
　
　
　
　
六
、
祭
杞
組
織
と
全
体
社
会

明
治
初
期
に
お
い
て
、
天
皇
を
頂
点
と
す
る
統
一
国
家
が
急
速
に
成
立
し
た
の
は
、

　
　
氏
神
鎮
守
と
社
会
構
造
の
関
連
に
関
す
る
一
考
察

そ
の
前
提
条
件
の
一

つ
と
し
て
、
日
本
社
会
に
文
化
的
整

　
　
　
　
六
三
　
　
（
一
二
六
九
）



　
　
　
氏
神
鎮
守
と
社
会
構
造
の
関
連
に
関
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四
　
　
（
二
一
七
〇
）

一
性
が
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
改
め
て
説
く
ま
で
も
な
い
。

　
家
を
基
底
に
置
い
た
日
本
社
会
の
構
造
は
、
家
と
全
体
社
会
、
国
家
組
織
の
中
間
に
、
そ
れ
ぞ
れ
い
ろ
い
ろ
な
組
織
が
介
在
し
て
い
た
が
、
そ

の
中
間
に
あ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
社
会
は
一
定
の
構
造
的
特
質
、
共
通
の
社
会
的
性
格
を
も
つ
て
い
た
。
あ
る
い
は
共
通
の
文
化
的
基
盤
の
う
え

に
も
ろ
も
ろ
の
社
会
の
構
造
が
あ
つ
た
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
日
本
社
会
の
基
底
的
存
在
で
あ
つ
た
家
と
全
体
社
会
、
国
家
組
織
、
あ
る
い
は
そ
の
中
間
に
あ
つ
た
も
ろ
も
ろ
の
組
織
を
結
び
つ
け
て
い
た
社

会
関
係
の
性
格
を
把
え
る
た
め
に
、
氏
神
鎮
守
信
仰
の
性
格
の
検
討
を
試
み
る
わ
け
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
日
本
社
会
の
構
造
の
特
質
的
性
格
を
把
え
る
方
法
は
、
こ
こ
で
間
題
と
す
る
氏
神
鎮
守
信
仰
や
祭
祖
組
織
の
重
層
性
、
階
統
性
の

検
討
だ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
む
し
ろ
特
殊
な
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
氏
神
鎮
守
信
仰
、
祭
杷
は
わ
が

国
の
古
代
よ
り
現
在
に
い
た
る
ま
で
、
時
代
的
、
地
域
的
な
特
殊
な
規
定
を
受
け
な
が
ら
も
、
と
に
か
く
連
綿
と
続
い
て
き
た
日
本
社
会
に
特
有

な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

　
日
本
が
統
合
国
家
と
し
て
成
立
し
て
以
来
、
そ
の
範
囲
内
に
お
け
る
諸
社
会
関
係
の
性
格
に
は
、
そ
の
具
体
的
に
現
わ
れ
る
形
態
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
時
代
的
個
性
が
反
映
さ
れ
て
は
い
た
が
、
そ
こ
に
は
共
通
し
た
性
格
が
貫
ぬ
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
い
え
る
。
日
本
社
会
は
家
を
基
礎

単
位
と
し
て
全
体
社
会
を
構
成
し
て
い
た
、
さ
ら
に
そ
の
構
造
的
枠
組
の
中
で
、
あ
る
い
は
そ
の
文
化
的
特
質
の
基
礎
の
上
に
、
世
界
史
的
な
歴

史
的
諸
過
程
を
経
て
ぎ
て
い
る
。

　
た
と
え
ば
、
村
落
を
中
心
に
し
た
日
本
社
会
の
構
造
を
そ
の
祭
杷
対
象
と
の
関
連
に
お
い
て
説
明
の
便
宜
の
た
め
に
簡
単
に
図
示
し
て
み
る

と
、
も
ち
ろ
ん
、
時
代
に
よ
り
、
地
方
に
よ
り
必
ず
し
も
す
べ
て
に
妥
当
す
る
わ
け
で
は
癒
い
が
一
応
の
説
明
図
と
し
て
考
え
れ
ば
右
の
図
に
示

さ
れ
る
よ
う
な
も
の
に
な
ろ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
、
日
本
社
会
の
構
造
は
右
の
図
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
簡
単
な
も
の
と
し
て
は
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
あ
え
て
説
明



の
た
め
の
も
の
と
し
て
示
し
た
い
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
が
階
統
的
構
造
を
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
の
お
の
お
の
の
社
会
の
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
部
に
そ
の
社
会
の
統
合
の
表
象
と
考
え
ら
れ
る
守
護
神
、
仏
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ょ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
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㎞
㎜
　
　
i
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
i
　
　
　
　
　
　
h
K
　
m
　
　
調
し
た
い
　
す
な
わ
ち
、
一
般
に
集
団
に
は
守
護
神
が
そ
れ
ぞ
れ
に
存
在
し
た
と
い
う

雛
甲
　
　
u
　
　
肋
　
　
　
　
　
お
・
皿
ゆ
㎝

霊
助
脚
　
騰
織
こ
と
で
あ
有
勿
論
こ
れ
ら
は
神
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
文
仏

ポ
緊
　
（
ー
や
蕪
雛
魏
幾
藁
跡
鎌
警
化
と
外

　
　
　
　
　
／
卍
＼
典
羅
騒
雛
擁
鰺
鵠
舞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
▽
轟
雛
甕
羅
綜
瞳
編
雛
舞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
U

　
　
　
　
　
　
　
　
　
i
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㏄
　
　
　
　
㏄
　
　
　
　
　
　
る
も
の
と
し
て
の
意
味
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
そ
こ
で
創
設
さ
れ
た
神
社
制
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
M

　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

繭
　
鋤
　
鵬
　
磁
　
狸
　
は
葉
の
社
会
構
造
に
覆
し
、
ま
た
新
た
に
設
定
さ
れ
た
行
政
制
度
に
合
琴
る
形

K
　
　
　
D
　
　
　
M
　
　
　
　
D
　
　
I
　
　
態
を
も
つ
た
神
社
の
階
統
構
造
で
あ
つ
た
わ
け
で
あ
る
。
明
治
国
家
は
そ
れ
ま
で
の
社

会
構
造
の
変
革
を
意
図
す
る
こ
と
が
あ
つ
た
か
、
無
か
つ
た
の
か
は
別
問
題
と
し
て
、
と
に
か
く
従
来
の
社
会
構
造
に
相
即
す
る
政
治
制
度
、
神

社
制
度
を
創
り
あ
げ
て
い
つ
た
。
む
し
ろ
社
会
の
基
底
に
あ
る
社
会
構
造
の
性
格
や
根
本
的
な
組
み
立
て
方
を
否
定
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
を
積

極
的
に
基
盤
と
し
て
も
ろ
も
ろ
の
制
度
を
整
備
し
た
の
で
あ
つ
た
。

　
村
や
町
に
生
活
の
基
盤
を
も
つ
て
い
た
人
々
は
新
し
い
国
家
の
構
成
原
理
が
彼
ら
の
社
会
の
構
成
の
そ
れ
と
連
続
性
を
持
つ
こ
と
に
安
堵
を
感
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じ
、
さ
ら
に
、
そ
こ
に
違
和
感
は
な
か
つ
た
。
す
な
わ
ち
、
新
国
家
そ
れ
自
体
も
彼
ら
の
村
や
町
の
社
会
構
造
、
政
治
構
造
と
同
じ
性
格
を
も
つ

も
の
と
し
て
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
感
じ
を
強
く
も
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。
伊
勢
神
宮
を
頂
点
に
お
く
神
社
制
度
も
、
そ
れ
と
表
裏
の
関

係
で
あ
る
天
皇
制
の
問
題
も
、
日
本
社
会
の
構
成
原
理
で
あ
る
階
統
的
性
格
の
基
盤
の
上
に
た
て
ば
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
事

柄
で
あ
つ
た
。

　
も
ち
ろ
ん
、
伊
勢
神
宮
を
頂
点
と
す
る
神
社
階
統
組
織
を
創
出
し
た
と
し
て
も
、
神
社
神
道
が
全
国
民
に
よ
つ
て
支
持
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

な
い
。
し
か
し
伊
勢
神
宮
を
頂
点
と
す
る
神
社
階
統
構
造
は
明
治
初
期
に
政
府
の
創
り
出
し
た
制
度
で
は
あ
る
が
、
そ
の
制
度
を
全
面
的
に
で
は

な
い
が
、
そ
の
階
統
性
、
重
層
性
を
理
解
し
、
承
認
し
、
支
持
し
た
人
々
が
社
会
の
基
層
に
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
つ
た
．
そ
し
て
そ
れ
ら
基
層

の
人
は
、
彼
ら
の
祭
杷
す
る
氏
神
鎮
守
や
そ
の
他
の
社
桐
を
新
政
府
の
創
り
出
し
た
制
度
の
中
に
位
置
付
け
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
自
ら
そ
れ
に
喜

び
を
感
じ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
彼
ら
の
祭
杷
す
る
そ
れ
ら
の
権
威
づ
け
で
も
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
つ
た
。

　
さ
ら
に
、
別
の
見
方
を
す
れ
ば
、
伊
勢
神
宮
を
頂
点
と
す
る
、
新
政
府
の
創
り
出
し
た
神
社
階
統
構
造
に
村
落
の
氏
神
鎮
守
を
位
置
づ
け
る
こ

と
は
新
統
一
国
家
へ
村
落
の
人
民
を
位
置
づ
け
る
こ
と
で
も
あ
つ
た
。
し
か
し
、
神
社
と
人
民
と
の
関
係
は
簡
単
に
単
一
的
に
処
理
の
で
き
る
こ

と
で
は
な
か
つ
た
、
そ
れ
を
一
つ
の
政
策
と
し
て
実
現
す
る
に
は
解
決
す
る
こ
と
の
困
難
な
こ
と
も
多
か
つ
た
。
新
政
府
の
具
体
的
方
策
の
う
ち

多
く
の
も
の
は
挫
折
し
た
、
ま
た
変
更
を
せ
ま
ら
れ
た
の
で
あ
つ
た
。
と
こ
ろ
が
、
明
治
政
府
は
自
ら
の
創
り
出
し
た
神
社
制
度
の
受
け
入
れ
ら

れ
な
い
面
の
変
更
を
考
え
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
彼
ら
の
基
本
理
念
に
合
致
す
る
よ
う
に
一
般
の
人
々
の
祭
杷
す
る
氏
神
鎮
守
や
そ
の
他
の
社
桐
の

在
り
方
の
変
更
を
目
論
ん
だ
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
明
治
以
降
の
神
社
政
策
の
方
向
を
性
格
づ
け
る
も
の
で
も
あ
つ
た
。

　
明
治
維
新
政
府
の
当
局
者
が
、
村
落
所
在
の
社
桐
が
人
民
に
占
め
る
位
置
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
か
不
明
で
は
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
そ
れ
ら

は
近
代
社
会
に
お
い
て
も
は
や
新
た
な
人
民
の
統
合
紐
帯
で
あ
る
と
い
う
意
味
が
薄
れ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
は
充
分
自
覚
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

特
に
彼
ら
の
創
り
あ
げ
た
神
社
制
度
は
多
く
の
非
列
格
社
を
生
じ
、
人
民
と
社
祠
の
乖
離
を
進
め
る
も
の
で
あ
つ
た
が
、
新
神
社
制
度
の
整
備
は



明
治
維
新
の
基
本
方
針
で
あ
り
簡
単
に
変
更
で
き
る
も
の
で
も
な
か
つ
た
。

（
1
）
　
『
有
賀
喜
左
衛
門
著
作
集
・
皿
』
「
社
会
関
係
の
基
礎
構
造
と
類
型
の
意
味
」
一
〇
四
頁
。

（
2
）
政
治
と
信
仰
と
の
融
合
こ
そ
氏
神
鎮
守
の
基
本
性
格
で
あ
つ
た
が
、
そ
れ
が
特
定
の
神
道
理
論
と
結
び
つ
く
と
い
う
こ
と
は
本
来
的
な
も
の
で
は
な
い
．

　
　
明
治
以
降
の
神
社
制
度
が
創
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
今
さ
ら
の
べ
る
必
要
も
な
い
が
、
柳
田
国
男
に
極
め
て
示
唆
的
な
論
述
が
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
「
明
治
に
な
つ
て

　
神
抵
官
が
代
表
し
て
居
た
平
田
派
の
神
道
、
或
は
国
学
院
派
と
も
称
す
べ
き
神
道
で
あ
り
ま
す
が
、
是
と
て
も
あ
る
時
代
が
来
た
な
ら
ば
雲
散
霧
消
せ
ぬ
も
の
と
は
断
定
で
き
ず
、
又

　
今
日
此
派
の
立
脚
地
が
神
官
官
選
の
制
度
に
在
る
も
の
で
、
言
は
ば
人
為
的
の
も
の
だ
と
云
ふ
こ
と
は
争
は
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
．
」
（
『
柳
田
国
男
集
・
第
十
巻
』
四
三
八
頁
．
「
神

　
道
私
見
」
大
正
七
年
。
）

七
、
結
び
に
代
え
て
1
祭
杷
組
織
と
国
家
統
制
i

　
村
落
所
在
の
神
社
の
研
究
は
宮
座
の
研
究
、
小
桐
の
研
究
と
い
う
方
法
を
も
つ
て
発
展
し
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
多
く
は
村
落
組
織
と
の
関
連
に

お
い
て
、
ま
た
民
俗
信
仰
の
本
質
究
明
の
立
場
か
ら
の
研
究
で
あ
つ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
村
落
所
在
の
神
社
や
社
桐
は
明
治
以
降
に
限
つ
て
み
て
も
、
国
家
的
統
制
の
厳
し
い
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
．
当
然
、
国

家
的
統
制
は
民
俗
慣
行
と
し
て
の
祭
杷
を
め
ぐ
る
事
柄
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
、
ま
た
祭
杷
組
織
も
大
ぎ
く
変
化
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
。
従
っ

て
、
村
落
組
織
そ
れ
自
体
の
変
遷
に
と
も
な
う
祭
杷
組
織
の
変
化
変
遷
の
研
究
と
と
も
に
、
村
落
の
祭
杷
組
織
を
直
接
に
外
部
か
ら
規
制
し
た
国

家
に
よ
る
神
社
行
政
、
政
策
を
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
お
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
必
至
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
神
社
が
国
家
の
宗
杷
で
あ
る
と
い
う
原
則
が
貫
ぬ
か
れ
る
限
り
、
神
社
お
よ
び
神
社
に
紛
わ
し
い
と
考
え
ら
れ
た
も
の
に
対
し
て
国
家
の
厳
し

い
統
制
が
加
え
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
つ
た
。

　
神
社
や
社
桐
に
対
す
る
国
家
の
統
制
は
明
治
政
府
の
成
立
と
共
に
強
力
に
推
進
せ
し
め
ら
れ
た
．
村
落
所
在
の
神
社
も
も
ち
ろ
ん
例
外
で
あ
る

筈
は
無
か
つ
た
。
神
社
は
公
認
さ
れ
る
も
の
と
、
さ
れ
な
い
も
の
が
明
確
に
分
け
ら
れ
た
．
公
認
さ
れ
た
も
の
は
神
社
明
細
帳
に
登
載
さ
れ
、
あ
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る
い
は
社
格
を
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
神
社
の
階
統
構
造
に
組
み
込
ま
れ
て
い
つ
た
．

　
村
よ
り
国
家
に
い
た
る
行
政
区
画
区
分
と
対
応
す
る
形
態
を
と
つ
て
、
神
社
を
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
に
見
合
う
社
格
（
県
社
、
府
社
、
藩
社
、
郷
社
、

村
社
）
に
よ
つ
て
序
列
づ
け
、
神
社
階
統
構
造
に
組
み
込
む
と
い
う
方
針
を
立
て
た
の
で
あ
つ
た
。
し
か
し
神
社
由
緒
の
問
題
も
か
ら
み
簡
単
に

実
現
は
し
な
か
つ
た
。
政
府
の
方
針
も
そ
れ
自
身
の
内
に
整
理
不
充
分
な
面
も
あ
り
、
そ
れ
の
調
整
が
明
治
初
期
の
神
社
行
政
の
課
題
で
あ
つ

た
、
ま
た
そ
れ
は
後
に
い
た
る
ま
で
多
く
の
間
題
と
し
て
残
つ
た
の
で
あ
つ
た
。

　
明
治
初
期
の
近
代
的
神
社
制
度
の
整
備
さ
れ
て
ゆ
く
期
間
は
村
落
も
急
激
な
変
動
を
む
か
え
た
と
き
で
あ
つ
た
。
そ
の
時
期
の
村
落
祭
杷
組
織

の
再
編
成
の
間
題
を
神
社
政
策
の
側
面
か
ら
検
討
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
従
来
の
研
究
に
欠
け
て
い
た
側
面
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
．

　
村
落
の
氏
神
鎮
守
の
村
落
の
統
合
に
果
し
た
役
割
を
考
え
る
と
、
明
治
初
期
の
国
家
統
合
期
に
神
社
階
統
制
度
の
整
備
を
政
策
と
し
て
樹
て
た

こ
と
は
充
分
な
意
味
を
も
つ
た
こ
と
で
あ
つ
た
．

　
氏
神
鎮
守
が
村
や
町
の
統
合
の
表
象
と
し
て
の
役
割
を
果
し
て
き
た
と
い
う
事
実
に
基
づ
い
て
、
氏
神
鎮
守
や
そ
れ
に
一
定
の
関
係
を
も
つ
て

結
び
つ
い
て
い
る
そ
の
他
の
諸
社
桐
が
、
上
級
政
治
組
織
と
下
級
の
政
治
組
織
の
関
係
を
示
す
も
の
と
し
て
現
象
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
上
級
の
政
治
組
織
は
下
級
の
そ
れ
を
自
己
の
組
織
内
に
確
固
と
し
て
位
置
付
け
る
た
め
に
、
そ
の
統
合
の
表
象
と
し
て
の
氏
神
鎮
守
に
何
ら

か
の
統
制
を
加
え
る
と
い
う
従
来
の
方
式
を
明
治
政
府
は
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
各
集
団
、
組
織
の

統
合
の
表
象
と
し
て
の
社
桐
は
つ
ね
に
よ
り
上
級
の
集
団
、
組
織
の
表
象
た
る
社
桐
に
結
合
し
て
ゆ
く
と
い
う
志
向
を
持
つ
て
い
た
。
こ
の
こ
と

は
日
本
社
会
の
構
造
的
性
格
よ
り
帰
結
さ
れ
る
こ
と
で
あ
つ
た
。
明
治
初
期
に
お
い
て
、
伊
勢
神
宮
を
頂
点
と
し
、
村
々
の
「
倭
小
神
桐
」
を
基

底
と
し
た
神
社
階
統
構
造
は
神
社
明
細
帳
へ
の
登
載
、
列
格
と
い
う
具
体
的
手
続
を
経
て
一
応
再
編
成
、
あ
る
い
は
創
出
さ
れ
た
の
で
あ
つ
た
。

も
ち
ろ
ん
時
代
に
よ
り
そ
の
社
会
の
表
象
の
具
体
的
な
表
わ
れ
方
は
異
つ
て
い
た
が
、
す
な
わ
ち
、
各
集
団
、
組
織
の
統
合
表
象
が
具
体
的
に
何

で
あ
つ
た
か
を
き
め
る
こ
と
は
難
か
し
い
が
、
そ
の
集
団
や
組
織
を
守
護
す
る
神
仏
に
求
め
ら
れ
て
き
た
の
が
一
般
で
あ
つ
た
。
明
治
維
新
後
に



お
い
て
、
伊
勢
神
宮
を
頂
点
と
す
る
各
級
の
神
社
が
そ
れ
に
あ
て
ら
れ
る
べ
く
考
え
ら
れ
た
の
は
、
こ
の
意
味
か
ら
い
つ
て
当
然
で
あ
つ
た
。

　
こ
の
階
統
構
造
は
、
一
応
古
代
に
お
い
て
成
立
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
そ
の
後
の
政
治
の
あ
り
方
は
こ
の
階
統
構
造
を
社
会
の
表
面
か

ら
は
消
し
去
つ
た
よ
う
な
状
況
で
あ
つ
た
が
、
そ
の
構
造
を
支
え
る
基
盤
と
な
る
家
の
互
助
集
団
や
村
や
領
国
内
の
社
寺
の
関
係
の
中
に
連
綿
と

し
て
保
た
れ
て
い
た
。

　
古
代
の
神
社
階
統
構
造
を
再
現
す
る
こ
と
が
維
新
政
府
の
目
標
で
あ
つ
た
と
は
い
え
、
明
治
初
期
の
極
め
て
短
期
間
に
整
然
と
し
た
神
社
階
統

構
造
が
創
出
さ
れ
、
そ
れ
が
多
く
の
人
民
に
当
然
の
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
、
ま
た
奇
異
の
感
じ
を
与
え
な
か
つ
た
と
い
う
こ
と
は
改
め
て
注
目

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
事
柄
で
あ
ろ
う
．

　
明
治
初
期
以
来
、
神
社
が
強
力
な
国
家
統
制
の
下
に
お
か
れ
た
こ
と
は
、
当
然
に
従
前
の
社
桐
の
性
格
を
変
化
さ
せ
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
か

つ
た
。

　
某
々
神
社
（
じ
ん
じ
ゃ
）
と
い
う
現
在
あ
ま
り
に
も
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
称
呼
法
も
そ
れ
が
極
く
一
般
的
に
な
つ
た
の
は
明
治
以
来
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

新
ら
し
い
変
化
で
あ
つ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
国
家
に
統
合
さ
れ
た
個
々
の
人
々
や
村
や
町
が
、
個
人
の
生
活
感
情
に
お
い
て
矛
盾
な
く
受
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
国
家
構
造
の
構
成
原
理
が

存
在
し
た
と
い
う
事
実
、
す
な
わ
ち
、
従
来
の
生
活
組
織
の
一
層
上
級
の
組
織
と
結
合
し
う
る
も
の
が
下
級
の
そ
れ
に
も
存
し
た
。
下
層
の
組
織

は
自
己
の
構
成
組
織
原
理
が
新
国
家
に
お
い
て
も
同
様
に
採
用
さ
れ
た
と
い
う
実
感
が
広
範
に
基
底
の
社
会
に
あ
つ
た
と
い
う
こ
と
は
事
実
で
あ

ろ
う
。

　
人
民
を
神
社
階
統
構
造
の
そ
れ
ぞ
れ
の
神
社
に
対
応
さ
せ
て
考
え
る
ば
あ
い
、
人
民
す
べ
て
を
網
羅
す
る
仕
組
が
創
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
ず
、
そ
れ

は
当
然
新
た
な
行
政
機
構
と
対
応
さ
せ
て
考
え
る
必
要
が
あ
つ
た
。
明
治
以
降
の
近
代
国
家
の
生
成
過
程
に
お
い
て
、
国
家
と
人
民
と
の
関
係
を

具
体
的
に
示
す
事
実
は
神
社
を
め
ぐ
る
事
柄
以
外
に
も
数
多
く
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
神
社
と
村
や
町
の
氏
神
鎮
守
と
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は
正
に
国
家
と
村
や
町
の
住
民
組
織
の
関
係
を
具
体
的
に
示
す
事
実
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

　
村
落
の
統
合
の
表
象
と
し
て
の
氏
神
鎮
守
は
村
落
住
民
の
村
落
へ
の
帰
属
意
識
を
集
中
的
に
表
わ
す
存
在
で
あ
つ
た
。
明
治
国
家
の
近
代
的
階

統
構
造
が
整
備
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
に
お
い
て
、
住
民
組
織
を
国
家
の
階
統
構
造
の
一
部
分
と
し
て
位
置
づ
け
る
た
め
に
も
、
村
落
の
氏
神
鎮
守
は

国
家
的
立
場
か
ら
再
整
備
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
つ
た
。

　
村
や
町
は
近
代
的
国
家
組
織
に
お
い
て
も
．
そ
の
基
底
を
な
す
住
民
組
織
と
し
て
の
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
を
国
家
組
織
へ
組
み
込
む
こ
と
は
最

も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
そ
の
意
識
的
側
面
に
お
い
て
も
中
央
国
家
組
織
と
の
位
置
関
係
を
明
確
に
で
き
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
か

つ
た
。

　
具
体
的
に
は
天
皇
と
人
民
と
の
関
係
を
連
続
す
る
関
係
と
し
て
の
階
統
構
造
的
意
識
を
創
り
だ
さ
ね
ぽ
な
ら
な
か
つ
た
。

　
祭
政
一
致
の
方
針
を
掲
げ
た
明
治
政
府
は
、
範
を
古
代
国
家
に
求
め
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
そ
れ
は
国
家
の
構
造
に
合
わ
せ
た
神
社
の
階
統
構

造
を
再
整
備
す
る
必
要
と
な
つ
て
あ
ら
わ
れ
た
。
明
治
政
府
の
直
面
し
た
神
社
の
実
態
は
古
代
の
神
社
と
は
そ
の
存
立
の
基
盤
が
異
つ
て
い
た
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
か
つ
た
。
氏
神
鎮
守
は
一
定
の
領
域
を
持
つ
て
い
た
が
、
明
治
初
期
に
は
そ
の
領
域
は
新
た
な
行
政
区
画
を
単
位
、
あ
る
い

は
基
礎
と
し
た
領
域
に
再
編
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
す
な
わ
ち
政
治
権
力
と
神
社
と
の
関
係
は
い
わ
ゆ
る
祭
政
一
致
と
い
わ
れ
る
、
表
裏

の
関
係
を
な
し
て
い
る
よ
う
に
は
戴
然
と
整
備
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
存
在
し
な
か
つ
た
。
明
治
の
神
社
行
政
は
す
べ
て
国
家
と
神
社
と
の
関
係

を
天
皇
制
国
家
の
枠
に
適
応
し
た
形
態
に
整
備
す
る
こ
と
で
あ
つ
た
と
考
え
て
よ
い
。

　
明
治
維
新
以
降
に
お
い
て
、
国
家
は
急
速
に
統
一
国
家
と
し
て
の
国
家
諸
制
度
を
創
り
あ
げ
、
伊
勢
神
宮
を
頂
点
と
す
る
神
社
制
度
を
整
備
し

た
の
で
あ
つ
た
。

　
そ
れ
は
古
代
に
範
を
求
め
た
方
針
か
ら
当
然
で
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
支
え
る
社
会
的
基
盤
は
存
在
し
た
。
そ
の
再
整
備
は
簡
単

で
は
な
く
、
神
仏
分
離
の
推
進
も
必
要
で
あ
つ
た
。



　
明
治
初
年
の
宗
教
政
策
と
し
て
最
も
激
烈
な
影
響
を
社
会
に
与
え
た
も
の
は
神
仏
分
離
で
あ
つ
た
。
神
仏
分
離
の
結
果
、
従
来
の
一
体
的
に
理

解
で
き
た
祭
祖
組
織
は
神
を
仏
に
一
応
制
度
的
に
は
分
離
さ
れ
、
神
と
仏
と
は
異
つ
た
系
列
と
し
て
政
府
施
策
の
対
象
と
な
つ
た
。

　
神
系
統
の
も
の
は
個
々
人
の
信
仰
対
象
と
し
て
よ
り
も
国
家
の
宗
杷
と
な
る
べ
ぎ
も
の
と
し
て
一
応
の
国
家
管
理
の
対
象
と
な
つ
た
。
明
治
政

府
は
下
部
行
政
単
位
に
そ
れ
ぞ
れ
各
級
の
表
象
で
あ
る
神
社
を
定
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
つ
た
．
し
か
し
そ
の
神
社
の
行
政
区
画
と

相
即
す
る
階
統
構
造
は
明
治
期
に
入
つ
て
改
め
て
創
ら
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
が
、
そ
れ
ら
の
階
統
構
造
を
承
認
で
き
る
社
会
関
係
の
性
格
は
広
く

社
会
の
基
底
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
先
に
触
れ
た
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
各
領
国
に
お
い
て
は
領
主
の
祭
杷
す
る
神
社
、
寺
院
を
頂
点
と

し
各
家
々
の
神
仏
に
い
た
る
ま
で
の
階
統
構
造
は
何
ら
か
の
か
た
ち
で
存
在
し
た
の
で
あ
つ
た
。
そ
れ
ら
神
社
相
互
間
の
関
係
を
具
体
的
に
何
に

見
出
す
か
は
さ
ま
ざ
ま
で
は
あ
つ
た
が
、
祭
神
、
社
殿
様
式
、
行
事
、
祭
日
等
の
場
合
も
あ
つ
た
。
こ
れ
ら
の
結
合
の
型
は
守
護
神
、
仏
の
結
び

つ
き
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
．
あ
ら
ゆ
る
社
会
関
係
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
つ
た
。

　
維
新
政
府
は
社
会
構
造
の
構
造
基
盤
を
変
え
る
こ
と
な
く
、
新
し
い
社
会
を
構
築
し
た
こ
と
に
お
い
て
日
本
の
ば
あ
い
の
特
殊
性
が
あ
つ
た
の

で
あ
る
。
別
の
言
葉
で
い
え
ば
連
続
性
を
基
盤
と
し
て
非
連
続
的
側
面
を
実
現
し
た
の
で
あ
つ
た
。

　
近
代
国
家
の
確
立
過
程
に
お
い
て
、
政
府
は
神
社
制
度
の
整
備
を
強
力
に
押
し
進
め
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
つ
た
。
戦
前
に
お
い
て
神
社

に
関
す
る
科
学
的
検
討
は
極
め
て
制
限
さ
れ
た
範
囲
に
お
い
て
許
さ
れ
た
だ
け
で
あ
つ
た
。
戦
後
は
神
社
の
社
会
生
活
に
お
い
て
占
め
る
意
味
が

希
薄
化
し
た
と
い
う
事
実
と
相
い
ま
つ
て
研
究
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
は
他
に
比
べ
少
な
か
つ
た
．

　
明
治
維
新
以
降
今
次
戦
争
の
終
了
に
至
る
間
に
お
い
て
、
わ
が
国
の
内
政
は
神
社
行
政
と
離
し
て
は
考
え
ら
れ
な
か
つ
た
。
そ
の
意
味
を
考

え
、
ま
た
戦
前
、
地
域
社
会
に
お
い
て
神
社
の
占
め
た
無
視
で
き
な
い
状
況
を
考
え
て
、
明
治
以
降
の
神
社
制
度
の
変
遷
を
村
落
の
氏
神
鎮
守
の

あ
り
方
と
の
関
連
に
お
い
て
把
え
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
な
作
業
で
あ
る
と
い
う
立
場
に
立
つ
て
本
研
究
は
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
つ
た
。

　
神
社
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
は
明
治
以
降
に
限
つ
て
も
社
会
生
活
に
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
つ
た
の
か
、
村
落
所
在
の
氏
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神
鎮
守
や
そ
の
他
の
社
は
ど
の
よ
う
に
変
質
し
た
の
か
、
そ
れ
を
特
に
国
家
権
力
と
の
関
係
に
お
い
て
吟
味
す
る
必
要
が
あ
り
、
氏
神
鎮
守
が
村

落
の
生
活
意
識
を
集
中
的
に
示
す
存
在
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
が
国
家
に
よ
つ
て
ど
の
よ
う
な
統
制
を
加
え
ら
れ
、
ど
の
よ
う
に
変
化
さ
せ
ら
れ

た
か
を
吟
味
す
る
こ
と
は
権
力
と
住
民
と
の
具
体
的
な
あ
り
方
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
つ
た
。

（
1
）
拙
稿
「
明
治
初
期
に
お
け
る
村
落
所
在
神
社
と
国
家
統
制
」
参
照
。

（
2
）
拙
稿
「
神
社
と
い
う
称
呼
に
つ
い
て
」
参
照
。

〔
訂
正
お
詫
び
〕
　
本
誌
前
号
執
筆
者
紹
介
欄
中
「
日
本
女
子
大
学
米
地
実
氏
」

　
こ
に
謹
ん
で
訂
正
い
た
し
ま
す
。

を
「
東
京
女
子
大
学
」
と
誤
記
い
た
し
ま
し
た
。
同
氏
に
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
た
こ
と
を
お
詫
び
し
、

こ


