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八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
初
め
に
か
け
て
、
職
（
ポ
ス
ト
）
を
め
ぐ
る
氏

族
間
の
対
立
が
噴
出
し
、
家
牒
・
家
記
・
氏
文
と
い
っ
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の

氏
族
が
出
自
や
職
の
起
源
を
書
き
記
し
た
テ
キ
ス
ト
が
、
集
中
的
に
宮
廷

に
向
か
っ
て
記
述
さ
れ
公
開
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
氏
々
が
自
ら
の
根
拠
と

な
る
起
源
を
語
る
こ
と
に
躍
起
に
な
っ
て
い
っ
た
一
時
期
、
そ
し
て
「
氏
」

と
し
て
の
様
々
な
表
現
行
為
で
あ
ふ
れ
か
え
っ
た
一
時
期
だ
っ
た
と
言
え

し-季、『ノＯた
だ
し
、
職
と
そ
れ
を
支
え
る
起
源
神
話
が
、
氏
族
間
で
対
立
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
自
体
は
、
現
象
と
し
て
見
た
場
合
、
決
し
て
八
世
紀
末
か

ら
九
世
紀
初
め
と
い
う
一
時
期
に
固
有
な
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
古
事

記
・
日
本
書
紀
で
は
、
氏
姓
の
乱
れ
を
正
し
た
允
恭
天
皇
の
盟
神
探
湯
や
、

諸
家
の
も
っ
て
い
る
帝
紀
・
本
辞
の
虚
偽
を
改
め
る
た
め
の
天
武
天
皇
の

古
事
記
成
書
化
な
ど
、
氏
々
が
そ
れ
ぞ
れ
に
主
張
す
る
氏
の
起
源
を
、
天

皇
が
統
合
し
て
、
混
乱
を
平
定
し
た
か
の
よ
う
な
、
叙
述
の
仕
方
を
と
っ

て
い
る
。
氏
々
の
多
様
性
を
内
包
し
つ
つ
、
王
権
の
シ
ス
テ
ム
が
完
結
し

て
い
る
か
の
よ
う
に
叙
述
し
て
い
る
の
が
、
記
・
紀
の
や
り
方
で
あ
る
。

「
高
橋
氏
文
」
と
実
践

Ｉ
「
料
理
」
す
る
宮
廷
宗
教
者
た
ち
Ｉ

１
九
世
紀
の
「
氏
」
と
し
て
の
表
現
行
為

そ
れ
に
対
し
て
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
初
め
に
お
い
て
は
、
氏
族
間
の

対
立
と
い
う
現
象
が
、
氏
と
氏
と
の
競
い
合
い
と
い
う
表
現
行
為
の
か
た

ち
を
と
っ
て
お
り
、
記
・
紀
の
氏
族
に
関
す
る
叙
述
と
氏
文
と
を
、
氏
の

古
伝
承
と
し
て
同
じ
レ
ベ
ル
で
捉
え
る
、
従
来
の
氏
族
伝
承
論
が
目
を
向

け
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
だ
が
、
そ
の
点
が
こ
の
時
期
の
固
有
性
な
の
で
あ

る
。
あ
え
て
氏
と
氏
と
が
競
い
合
う
と
い
う
表
現
行
為
を
全
面
に
押
し
出

し
て
い
る
わ
け
だ
。

そ
の
一
端
と
し
て
、
氏
々
が
主
張
す
る
起
源
が
「
正
し
い
歴
史
」
か
ど

う
か
を
め
ぐ
っ
て
問
題
に
な
り
、
天
皇
の
判
決
の
勅
が
出
さ
れ
た
り
、
撰

氏
族
志
所
設
置
、
本
系
帳
提
出
、
姓
氏
録
作
成
と
続
い
て
い
く
の
だ
が
、

こ
と
は
た
だ
単
に
、
文
献
化
さ
れ
た
「
歴
史
」
の
競
合
と
し
て
あ
っ
た
だ

けではな虹。

例
え
ば
、
挽
歌
が
氏
関
係
の
内
に
向
か
っ
て
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ

（２）
た
り
、
氏
が
自
分
た
ち
に
と
っ
て
の
祭
祀
と
し
て
氏
神
祭
祀
を
作
り
出
し
、

そ
れ
以
前
の
氏
に
よ
る
在
地
に
根
ざ
し
た
神
祭
り
と
区
別
し
て
、
そ
れ
を

「
私
祭
礼
」
と
名
乗
る
の
も
、
氏
の
成
立
と
と
も
に
古
く
か
ら
あ
る
普
遍
的

な
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
一
時
期
に
限
っ
て
初
め
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

（３）

っ
た
こ
と
な
の
だ
。

三
品
泰
子
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つ
ま
り
、
氏
の
内
に
向
か
っ
て
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
は
実
は
新
し
い

こ
と
で
、
ま
た
氏
を
外
に
向
か
っ
て
表
現
す
る
と
き
「
私
」
と
し
て
打
ち

出
す
の
も
、
こ
の
一
時
期
の
特
徴
の
よ
う
だ
。
そ
れ
は
、
『
令
集
解
』
の
よ

う
に
家
々
の
学
説
が
複
数
集
め
ら
れ
組
み
合
わ
さ
れ
た
注
釈
書
の
中
で
、

他
家
の
学
説
に
対
す
る
異
説
が
「
私
云
く
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
説
を
競

い
合
う
（
論
争
）
と
い
う
局
面
で
、
「
私
」
が
浮
上
し
て
き
た
こ
と
と
も
つ

（４）

な
が
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
氏
文
と
い
う
い
わ
ば
神
話
を
書
く
こ
と
と
、
挽
歌
を
詠

む
こ
と
と
、
氏
神
祭
祀
を
行
う
こ
と
と
、
学
説
を
論
じ
る
こ
と
。
こ
れ
ら

は
ジ
ャ
ン
ル
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
全
く
相
異
な
る
種
類
の

表
現
行
為
で
あ
る
が
、
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
初
め
と
い
う
一
時
期
に
、

そ
れ
以
前
と
も
以
後
と
も
違
う
、
九
世
紀
の
「
氏
」
と
し
て
の
表
現
行
為

の
あ
り
方
を
新
た
に
作
り
出
し
実
現
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
ま
さ
に
同

時
多
発
性
を
指
し
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
、
新
た
な
「
氏
」
の
表
現
の
や
り
方
を
作
っ
て
い
く
ム
ー

ブ
メ
ン
ト
の
中
で
も
、
や
は
り
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
は
、
競
い
合
う
と

い
う
表
現
の
か
た
ち
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
競
合
と
は
、
当
事
者

の
独
り
よ
が
り
と
で
も
言
え
る
自
己
展
開
的
な
あ
り
方
ｌ
そ
れ
は
、

裏
を
返
せ
ば
、
当
事
者
が
い
か
に
自
分
に
と
っ
て
の
世
界
像
を
作
り
出
し

て
い
く
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
ｌ
が
、
最
も
露
出
し
て
現
れ
て
く

る
局
面
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
こ
の
点
を
重
視
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
れ
を
逆
に
マ
イ
ナ
ス
の
要
素
と
し
て
受
け
取
っ
て
き
た
従
来

の
氏
文
論
と
、
大
き
く
分
か
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、
古
事
記
研
究
の
側
か
ら
は
、
古
事
記
も
氏
文
も
、
同
じ
く

律
令
制
に
対
す
る
違
和
感
・
危
機
意
識
を
も
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る

が
、
氏
文
の
場
合
、
当
の
一
氏
族
に
と
っ
て
し
か
切
実
さ
を
も
た
な
い
、

き
わ
め
て
限
定
的
な
政
治
的
実
利
性
か
ら
き
た
も
の
で
、
そ
の
た
め
に
古

（５）

事
記
ほ
ど
の
魅
力
を
持
ち
え
な
い
と
言
わ
れ
る
。
ま
た
、
氏
文
研
究
の
側

か
ら
は
、
新
し
い
律
令
制
度
の
確
立
に
対
応
す
べ
く
、
古
い
弱
小
氏
族
た

ち
の
ポ
ス
ト
を
め
ぐ
る
対
立
が
先
鋭
的
に
顕
在
化
し
て
く
る
と
い
う
、
氏

文
成
立
の
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て
、
律
令
体
制
と
氏
族
と
の
緊
張
を
孕
ん

だ
関
係
を
象
徴
す
る
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
氏
文
を
取
り
上
げ
溌
。

こ
の
、
一
氏
族
に
と
っ
て
し
か
意
味
の
な
い
政
治
的
実
利
性
だ
と
し
て

排
す
る
態
度
と
、
律
令
体
制
と
氏
族
と
の
緊
張
関
係
と
い
う
巨
視
的
な
視

点
を
あ
え
て
強
調
す
る
態
度
と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
表
裏
の
関
係
に
あ

る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
競
い
合
っ
て
い
る
当
事
者
に
と
っ
て
、
そ
の

競
り
合
う
一
点
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
か
、
も
し
く
は
、

ど
の
よ
》
フ
な
意
味
を
そ
こ
に
見
い
出
そ
う
と
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と

を
、
両
者
と
も
見
よ
う
と
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
今
ま
で
「
政
治
的

実
利
性
」
と
し
か
呼
ば
れ
て
こ
な
か
っ
た
も
の
の
内
実
こ
そ
、
当
事
者
の

論
理
が
露
出
す
る
競
合
の
局
面
で
あ
っ
た
。

氏
々
に
と
っ
て
こ
の
よ
う
な
競
合
が
実
現
さ
れ
る
場
と
し
て
、
九
世
紀

の
「
宮
廷
」
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
氏
文
の
中
で
も
特
に
「
高
橋
氏
文
』

を
取
り
上
げ
、
高
橋
と
い
う
氏
に
と
っ
て
の
九
世
紀
の
「
宮
廷
」
に
つ
い

て論じていこう。
２
「
宮
廷
」
に
向
か
う
氏
文

ま
ず
、
氏
々
が
そ
れ
ぞ
れ
の
職
掌
を
も
っ
て
天
皇
に
奉
仕
す
る
と
い
う

の
が
前
代
以
来
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
九
世
紀
の
「
宮
廷
」
が
氏
々

の
競
合
の
場
に
な
っ
た
の
は
何
故
か
、
と
い
う
問
題
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
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す
な
わ
ち
、
高
橋
氏
や
安
曇
氏
の
よ
う
な
前
代
以
来
の
氏
々
が
、
内
膳

司
の
負
名
氏
と
し
て
独
自
の
職
掌
を
も
っ
て
仕
え
る
た
め
の
活
躍
の
場
と

し
て
、
天
皇
の
家
政
機
関
で
あ
る
内
廷
官
司
や
、
令
制
以
前
の
祭
祀
形
態

と
奉
仕
氏
族
で
行
わ
れ
る
伝
統
的
な
天
皇
親
祭
祭
祀
が
、
新
た
な
国
制
機

構
の
中
に
温
存
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
温
存
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム
が
整
備
さ

れ
た
の
は
、
平
安
初
期
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
血
辱
つ
ま
り
、
氏
々

が
そ
れ
ぞ
れ
の
職
掌
を
も
っ
て
官
司
や
宮
廷
祭
祀
で
奉
仕
す
る
と
い
う
、

一
見
、
前
代
以
来
の
氏
の
活
動
の
仕
方
と
変
わ
り
が
な
い
よ
う
に
見
え
る

こ
と
で
も
、
実
は
こ
の
一
時
期
の
固
有
性
と
し
て
把
握
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
内
蔵
寮
や
内
膳
司
と
い
っ
た
、
天
皇
親
祭
祭
祀
を
財
政
的
に

支
え
る
機
関
の
機
能
が
拡
大
し
た
と
い
う
よ
う
な
、
文
字
通
り
の
シ
ス
テ

ム
の
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
延
喜
内
膳
司
式
や
宮
内
省
式
に
祭
祀
へ
の
関

わ
り
が
大
き
く
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
内
廷
官
司
が
い
か
に
祭
祀
と
関
わ

り
を
も
つ
か
と
い
う
、
関
わ
り
方
を
作
り
出
し
て
い
っ
た
時
期
だ
っ
た

（８）
の
だ
。
つ
ま
り
、
氏
々
の
職
掌
が
新
し
い
機
構
の
中
で
「
温
存
」
さ
れ
て

い
た
と
し
て
も
、
そ
の
「
温
存
」
と
は
、
単
な
る
旧
慣
維
持
と
い
う
こ
と

で
は
な
く
、
九
世
紀
の
「
氏
」
が
自
ら
の
職
掌
を
宮
廷
の
中
で
い
か
に
実

現
さ
せ
る
か
と
い
う
、
こ
の
時
期
の
「
氏
」
と
し
て
の
表
現
行
為
と
連
動

し
た
も
の
だ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
、
天
皇
祭
祀
へ
の
自
氏
の
関
わ
り
方
を
作
り
出
し
主
張
し

て
い
く
行
為
の
一
環
と
し
て
、
高
橋
氏
と
安
曇
氏
と
の
間
で
、
祀
り
方
を

め
ぐ
る
論
争
が
起
こ
っ
た
。
大
嘗
祭
や
神
今
食
の
祭
祀
に
お
い
て
、
高
橋

氏
と
安
曇
氏
は
同
じ
く
、
神
撰
を
神
座
の
あ
る
神
殿
の
入
口
ま
で
捧
げ
て

運
ぶ
と
い
う
職
掌
を
担
う
者
で
あ
る
。
こ
の
神
撰
を
捧
げ
て
運
ぶ
と
い
う

祭
祀
行
為
の
う
ち
、
ど
の
よ
う
な
順
番
で
神
撰
を
捧
げ
て
な
ら
ぶ
か
と
い

う
祀
り
方
の
一
点
が
、
当
の
高
橋
氏
と
安
曇
氏
と
の
間
で
問
題
に
上
が
り

ワザ

論
争
さ
れ
た
。
前
代
か
ら
の
伝
統
的
な
氏
の
職
と
し
て
の
「
事
」
が
、
祀

ワ
ザ

リ方の技術の「技」として、論争の中で展開していったので私学

このように高橋氏にとっての九世紀の「宮廷」とは、前代以

ワ
ザ

来
も
ち
斎
い
て
き
た
「
事
」
が
、
固
定
し
た
職
掌
と
し
て
あ
る
だ
け
で
は

ワザ

な
く
、
「
技
」
と
し
て
他
氏
と
の
間
で
論
じ
ら
れ
、
競
い
合
わ
れ
、
展
開
し

て
い
く
場
で
あ
っ
た
。
氏
文
は
、
こ
の
「
宮
廷
」
に
向
か
っ
て
記
述
さ
れ

公
開
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。

氏
文
が
奏
上
と
い
う
形
式
で
、
公
開
さ
れ
る
た
め
に
書
か
れ
た
公
的
な

（旧）

文
書
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
氏
の
文
書
と
言
っ
て
も
、
氏
族
の
内
部
で

氏
族
の
メ
ン
バ
ー
が
内
々
に
読
む
た
め
の
私
的
な
文
書
で
は
な
く
、
こ
の

点
に
関
し
て
、
氏
文
と
同
じ
く
、
家
業
・
職
に
つ
い
て
の
由
来
や
技
術
に

つ
い
て
記
述
し
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
中
世
の
秘
事
口
伝
類
が
、
家
の
当
主

に
よ
っ
て
ご
く
内
々
に
管
理
さ
れ
書
き
継
が
れ
て
い
っ
た
き
わ
め
て
私
的

な
文
書
で
あ
る
の
と
は
、
テ
キ
ス
ト
の
性
格
を
大
い
に
異
に
す
る
。
し
か

し
、
技
の
競
合
に
よ
っ
て
技
術
的
最
先
端
と
化
し
た
「
宮
廷
」
に
向
か
っ

て
職
Ｉ
技
の
起
源
神
話
を
書
く
こ
と
は
、
内
々
で
技
の
洗
練
・
展
開
を

図
る
秘
事
口
伝
類
と
、
技
術
の
自
己
展
開
と
い
う
点
で
は
、
同
じ
だ
と
言

え
よ
う
。
そ
こ
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
知
識
の
レ
ベ
ル
と
は
、
氏
族
の

メ
ン
バ
ー
な
ら
誰
で
も
知
っ
て
い
る
と
い
っ
た
氏
族
の
共
同
伝
承
で
は
、

も
は
や
あ
り
え
な
い
。
氏
族
の
中
で
も
特
定
の
限
ら
れ
た
者
し
か
知
る
こ

と
の
で
き
な
い
、
特
別
な
知
識
を
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
氏
族
の
共
同
性
か
ら
は
突
出
し
た
特
別
な
知
識
が
、
記

述
・
公
開
と
い
う
表
現
行
為
に
よ
っ
て
つ
な
が
っ
て
い
る
、
特
異
な
表
現

空
間
Ｉ
そ
れ
が
、
九
世
紀
の
「
宮
廷
」
で
あ
る
。
こ
の
九
世
紀
の
「
宮
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廷
」
と
は
、
だ
か
ら
、
氏
族
の
共
同
性
を
統
合
し
た
、
よ
り
大
き
な
共
同

性
で
は
な
い
。
む
し
ろ
氏
族
の
共
同
性
か
ら
は
突
出
・
飛
躍
し
た
部
分
が
、

自
ら
を
表
現
し
て
い
く
た
め
に
、
向
か
っ
て
い
っ
た
、
表
現
の
契
機
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
『
高
橋
氏
文
」
が
「
宮
廷
」
に
向
か
っ
て
展
開
し
て
い
っ
た

技
と
、
起
源
神
話
と
を
結
ぶ
結
節
点
は
、
具
体
的
に
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ

う
か
。
そ
こ
で
い
よ
い
よ
、
「
高
橋
氏
文
」
の
起
源
神
話
に
分
け
入
っ
て
、

この結節点を探ってみよ、フ。

３
高
橋
に
と
っ
て
の
「
料
理
」

高
橋
氏
が
天
皇
の
御
膳
や
祭
祀
の
と
き
の
神
撰
に
関
わ
り
を
も
つ
こ
と

が
で
き
る
の
は
、
始
祖
の
磐
鹿
六
猫
命
の
事
績
に
由
来
す
る
。
こ
の
磐
鹿

六
猫
命
の
行
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
高
橋
氏
は
特
別
な
能
力
と
し
て
説
明

する。
こ
れ
は
、
磐
鹿
六
猫
命
が
奉
っ
た
御
食
を
受
け
取
っ
た
景
行
天
皇
が
、
そ

の
行
為
に
つ
い
て
解
き
明
か
し
た
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
磐
鹿

六
猫
命
の
と
っ
た
行
動
と
は
、
彼
自
身
の
「
心
」
だ
け
で
は
な
く
、
天
坐

神
の
心
が
入
っ
て
い
る
、
「
天
坐
神
の
行
ひ
」
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
高
橋
氏
に
と
っ
て
は
、
御
食
を
「
料
理
」
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
天
坐
神
の
心
と
つ
な
が
る
た
め
の
祭
祀
行
為
だ
っ
た
と
い
う
こ
と

を
意
味
し
よ
う
。

此
は
磐
鹿
六
遍
命
独
り
が
心
の
み
に
は
あ
ら
ず
。
斯
ち
天
坐
神
の
行

（Ⅱ）

ひ
賜
ふ
も
の
な
り
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
料
理
」
と
い
う
の
が
、
実
は
、
九
世
紀
の
宮
廷
に

お
い
て
、
神
を
祀
る
上
で
の
中
枢
部
に
も
ぐ
り
込
ん
で
い
く
ほ
ど
の
、
独

占
的
な
知
識
を
獲
得
し
所
有
し
て
い
っ
て
し
ま
う
、
き
わ
め
て
戦
略
的
な

営
み
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
は
、
高
橋
氏
文
の
「
料
理
」
に
関

す
る
部
分
の
叙
述
を
見
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
「
膳
に
為
り
及
び
煮
焼
き
」
と
い
う
、
切
っ
た
り
火
を
入
れ
た
り

と
い
う
調
理
。
そ
れ
か
ら
「
河
曲
の
山
楯
の
葉
を
見
て
高
次
八
枚
刺
し
作

り
、
真
木
の
葉
を
見
て
枚
次
八
刺
し
作
り
」
と
い
う
の
は
、
御
食
を
盛
る

器
（
高
次
・
枚
次
）
を
、
山
楯
の
葉
と
真
木
の
葉
で
綴
じ
合
わ
せ
て
、
そ

れ
ぞ
れ
八
個
づ
つ
作
っ
た
と
い
う
こ
と
。
こ
の
、
御
食
を
盛
る
器
を
い
か

に
作
る
か
と
い
う
行
為
の
孕
む
技
術
は
、
「
雑
に
造
り
盛
り
て
」
と
い
う
、

調
理
し
た
御
食
を
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
器
に
ど
の
よ
う
に
盛
り
分
け
る
か
、
と

い
う
技
術
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
御
食
を
捧
げ
る
と
き

の
装
束
の
各
部
分
に
つ
い
て
、
何
で
ど
の
よ
う
に
作
る
か
、
微
細
に
明
か

し
て
い
く
。
こ
れ
は
、
御
食
を
捧
げ
る
、
と
い
、
フ
行
為
の
も
つ
技
術
で
あ

つ（》。こ
の
よ
う
に
、
高
橋
氏
に
と
っ
て
の
「
料
理
」
と
は
、
御
食
を
い
か
に

盛
り
分
け
、
そ
れ
を
い
か
に
捧
げ
て
供
進
す
る
か
と
い
う
、
ま
さ
に
技
術

膳
に
為
り
及
び
煮
焼
き
、
雑
に
造
り
盛
り
て
、
河
曲
の
山
楯
の
葉
を

見
て
高
次
八
枚
刺
し
作
り
、
真
木
の
葉
を
見
て
枚
次
八
刺
し
作
り
て
、

日
影
を
取
り
て
蕊
に
し
、
蒲
の
葉
を
以
て
美
頭
良
を
巻
き
、
麻
佐
気

葛
を
採
り
て
多
須
岐
に
か
け
帯
に
し
足
纏
を
結
ひ
て
、
供
御
の
雑
物

を
結
ひ
筋
り
て
…
…
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そ
こ
で
、
神
餓
を
盛
り
分
け
る
と
い
う
祭
祀
行
為
が
獲
得
す
る
、
知
識

（吃）

の
質
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
、
『
延
喜
式
」
と
い
う
、
ほ
ぼ
同
時
代
の
、

ジ
ャ
ン
ル
の
全
く
異
な
る
テ
キ
ス
ト
を
こ
こ
に
持
ち
出
し
て
来
よ
う
。
『
延

喜
式
』
と
は
、
お
お
ま
か
に
言
っ
て
、
各
官
司
の
行
う
べ
き
施
行
細
則
に

つ
い
て
記
述
し
た
法
典
で
あ
る
が
、
祭
祀
空
間
と
し
て
の
九
世
紀
の
「
宮

廷
」
を
表
現
し
て
い
く
様
々
な
活
動
の
一
つ
と
し
て
、
格
式
や
官
撰
儀
式

書
の
記
述
と
い
う
行
為
も
捉
え
て
み
よ
う
と
思
う
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
大
膳
職
・
内
膳
司
の
料
理
官
が
「
料
理
」
と
い
う
技
を
ひ
っ
さ
げ

て
、
九
世
紀
の
宮
廷
の
祭
祀
に
い
か
に
も
ぐ
り
込
ん
で
い
っ
た
の
か
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
神
撰
と
い
う
視
点
か
ら
見
て
特
異
さ
が
浮
か
び
上
が
る
祭
祀

と
し
て
、
鎮
魂
祭
が
あ
る
。
神
祇
官
斎
院
で
御
巫
が
斎
う
神
八
座
に
大
直

神
一
座
を
加
え
た
九
神
が
、
祭
場
で
祀
ら
れ
る
が
、
こ
の
神
々
の
神
撰
は
、

御
飯
は
御
巫
が
料
理
し
神
部
が
神
前
に
供
え
、
御
酒
は
造
酒
司
が
作
り
神

前
に
自
ら
供
え
、
そ
の
他
の
神
撰
は
大
膳
職
と
内
膳
司
が
共
同
で
料
理
し

（旧）

て
大
膳
職
が
神
前
に
供
え
る
。
こ
の
祭
に
限
っ
て
は
、
大
膳
職
・
内
膳
司

が
料
理
し
た
神
撰
を
神
祇
官
が
神
前
に
供
え
る
と
い
う
や
り
方
を
と
ら

ず
、
料
理
か
ら
供
進
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
が
別
々
に
行
い
、
神
前
で
そ
れ
ぞ
れ

の
神
撰
が
対
面
す
る
。
こ
の
よ
う
な
神
撰
が
あ
い
並
び
立
つ
祭
祀
に
お
い

て
は
、
ど
の
神
の
前
に
何
を
ど
れ
だ
け
盛
り
分
け
る
か
と
い
う
知
識
が
、

の
「
技
」
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
技
は
、
宮
廷
祭
祀
に

お
い
て
膳
臣
（
高
橋
氏
の
改
姓
前
）
や
膳
部
た
ち
料
理
官
が
、
神
撰
を
作

る
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
、
他
の
祭
祀
行
為
を
行
う
者
に
対
し
て
、
よ
り

祭
祀
の
中
枢
部
に
近
づ
く
た
め
の
、
神
に
つ
い
て
の
知
識
を
獲
得
し
て
い

く
、
と
っ
か
か
り
で
あ
っ
た
。

こ
の
神
嬢
の
記
述
の
仕
方
の
、
ど
の
点
が
特
異
か
と
い
う
と
、
他
で
は

神
撰
全
体
で
使
う
材
料
の
量
が
ま
と
め
て
記
述
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

こ
こ
で
は
「
座
別
に
…
」
と
あ
っ
て
、
神
一
座
ご
と
に
何
を
ど
れ
だ
け
盛

り
分
け
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
細
か
く
記
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
見
る

と
、
神
祇
官
斎
院
の
神
八
座
と
大
直
神
と
で
は
、
例
え
ば
、
東
蝮
を
神
八

座
は
十
三
両
で
大
直
神
は
そ
の
倍
の
二
十
六
両
と
い
う
よ
う
に
、
盛
り
分

け
る
量
が
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
神
祇
官
斎
院
の
神
八
座
の
な
か
で
も
、

糯
米
・
大
豆
・
小
豆
・
生
栗
子
・
搗
栗
子
・
干
柿
子
・
橘
子
の
七
種
を
菓

餅
の
料
と
し
て
奉
ら
れ
る
神
四
座
と
、
奉
ら
れ
な
い
神
四
座
と
い
う
よ
う

祀
り
方
の
問
題
と
し
て
、
祭
祀
実
践
者
の
間
の
力
関
係
に
露
出
し
た
か
た

ち
で
あ
ら
わ
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
延
喜
大
膳
職
式
の
鎮
魂
祭
の
条

を
見
て
み
る
と
、
大
膳
職
式
・
内
膳
司
式
全
体
を
通
じ
て
、
神
撰
の
中
身

に
つ
い
て
、
群
を
抜
い
た
詳
細
な
記
述
で
あ
る
。

座
別
に
東
腹
十
三
両
（
大
直
神
は
倍
せ
よ
）
。
烏
賊
三
両
一
分
（
大
直

神
は
三
両
二
分
を
加
へ
よ
）
。
堅
魚
六
両
二
分
（
大
直
神
は
十
三
両
二

分
を
加
へ
よ
）
。
鮭
一
隻
（
大
直
神
は
倍
せ
よ
）
。
鯛
臓
二
斤
五
両
。

膳
三
斤
二
両
（
大
直
神
は
倍
せ
よ
）
。
海
藻
十
両
（
大
直
神
は
十
一
両

を
加
へ
よ
）
。
霞
一
合
八
勺
、
糯
米
三
升
、
大
豆
一
合
八
勺
七
撮
、
小

豆
二
合
八
勺
、
生
栗
子
三
升
、
搗
栗
子
二
升
、
干
柿
子
一
升
二
合
、

橘
子
二
蔭
（
已
上
七
種
は
、
神
四
座
の
菓
餅
の
料
。
自
餘
は
須
ひ
ざ

れ
・
）
酒
は
四
座
別
に
醗
一
口
（
各
一
斗
を
受
け
よ
）
。
四
座
別
に
財

一
口
（
各
五
升
を
受
け
よ
）
。
大
直
神
に
一
缶
（
五
升
を
受
け
よ
）
・

（Ｍ）
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に
、
祀
ら
れ
方
に
区
別
が
あ
る
。
さ
ら
に
御
酒
に
関
し
て
は
、
そ
の
区
別

は
、
酒
を
盛
る
器
の
違
い
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
胆
に
盛
ら

れ
る
神
四
座
と
財
に
盛
ら
れ
る
神
四
座
と
缶
に
盛
ら
れ
る
大
直
神
、
と
い

、フ具合である。

つ
ま
り
、
大
直
神
は
も
と
も
と
別
格
と
し
て
も
、
神
祇
官
斎
院
の
神
八

座
の
な
か
に
祀
り
方
の
区
別
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
知
識
を
獲

得
で
き
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
の
前
に
神
撰
を
盛
り
分
け
る
と
い
う
祭

祀
行
為
を
す
る
者
に
限
っ
て
の
特
権
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
言
う
と
、
こ
う

し
た
祀
り
方
の
区
別
を
あ
え
て
作
り
出
し
、
神
々
の
正
体
の
極
秘
の
部
分

に
身
を
乗
り
出
し
て
い
く
祭
祀
実
践
者
へ
と
、
自
ら
を
し
て
し
ま
っ
て
い

る
料
理
官
の
感
じ
て
い
た
鎮
魂
祭
と
は
、
御
飯
と
い
う
神
撰
を
作
っ
て
い

る
御
巫
・
神
部
の
神
祇
官
サ
イ
ド
の
者
た
ち
や
、
歌
を
う
た
う
者
、
舞
を

ま
う
者
な
ど
、
他
の
諸
々
の
祭
祀
者
た
ち
に
と
っ
て
の
鎮
魂
祭
と
、
お
よ

そ
か
け
隔
た
っ
た
も
の
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
神
々
に
対
し
て
三
通
り

の
相
異
な
る
祀
り
方
を
、
神
撰
の
上
で
作
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の

祭
祀
者
が
感
じ
て
い
る
ほ
ど
均
質
で
は
な
い
、
も
っ
と
変
形
し
た
祭
祀
を
、

（旧）

一
人
で
勝
手
に
描
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

例
え
ば
、
延
喜
式
・
神
祇
二
（
四
時
祭
下
）
の
鎮
魂
祭
の
条
を
見
る
と
、

「
神
八
座
」
の
下
に
、
「
神
魂
・
高
御
魂
・
生
魂
・
足
魂
・
魂
留
魂
・
大
宮

女
・
御
膳
・
鮮
代
主
」
と
、
八
神
の
名
前
が
明
記
し
て
あ
る
。
こ
の
八
神

の
う
ち
、
「
魂
」
が
名
前
に
つ
い
て
い
る
の
は
五
神
で
、
名
前
の
上
か
ら
、

他
の
三
神
と
は
っ
き
り
区
別
で
き
る
。
つ
ま
り
、
名
前
の
上
か
ら
の
区
別

で
は
五
神
・
三
神
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
同
時
に
、
鎮
魂
の
技
の
神

五
神
（
ム
ス
ビ
の
神
）
と
、
そ
れ
以
外
の
三
神
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
神
儀
と
い
う
祀
り

方
に
あ
ら
わ
れ
た
区
別
で
は
、
四
神
・
四
神
に
分
か
れ
る
。
こ
こ
か
ら
考

え
ら
れ
る
こ
と
は
、
料
理
官
は
、
鎮
魂
の
技
の
神
で
あ
る
五
神
の
う
ち
に

も
、
四
神
・
一
神
と
い
う
、
二
通
り
の
区
別
を
作
り
出
し
て
い
た
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

魂
（
ム
ス
ビ
）
の
神
に
対
し
て
二
通
り
の
区
別
を
つ
け
る
と
い
う
の
は
、

近
世
の
国
学
の
方
で
、
高
御
魂
神
と
神
魂
神
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
男
神
・
女

神
と
し
て
分
け
て
解
釈
し
た
り
（
平
田
篤
胤
）
、
荒
魂
・
和
魂
と
し
て
解
釈

し
た
り
し
て
い
る
が
（
鈴
木
重
胤
）
、
こ
こ
で
言
う
二
通
り
の
区
別
と
い
う

の
は
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
も
生
み
出
す
か
も
し
れ
な
い
契
機
と
な
る
、
鎮

魂
の
技
そ
の
も
の
へ
の
区
別
で
あ
る
。
つ
ま
り
鎮
魂
と
い
う
技
に
二
通
り

の
区
別
を
つ
け
る
わ
け
で
、
鎮
魂
の
技
そ
の
も
の
に
深
く
食
い
入
る
こ
と

になる。
こ
の
よ
う
に
、
御
食
を
盛
り
分
け
る
と
い
う
祭
祀
行
為
に
よ
っ
て
、
鎮

魂
祭
と
い
、
フ
祭
祀
の
中
枢
部
に
も
ぐ
り
込
み
、
神
そ
の
も
の
を
密
か
に
変

形
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
延
喜
式
の
鎮
魂
祭
の
記
述
を
取
り
上
げ
、
九
世
紀
の
宮
廷
の
祭

祀
に
お
い
て
、
高
橋
氏
ら
料
理
官
の
「
料
理
」
が
、
い
か
に
技
と
し
て
展

開
し
力
を
獲
得
し
て
い
た
か
を
み
て
き
た
。
高
橋
氏
文
の
中
で
語
ら
れ
る

ワ
ザ

「
料
理
」
と
は
、
単
に
職
掌
の
「
事
」
の
起
源
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、ワザ

こ
の
よ
う
な
祭
祀
の
中
枢
部
に
食
い
入
る
た
め
の
戦
略
的
な
技
術
の
「
技
」

に
直
結
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
問
題
な
の
は
、
「
料
理
」
と
い
う
技
が
、
料
理
官
だ
け
の
閉
じ

ら
れ
た
技
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
。
九
世
紀
の
宮
廷
に
お
い
て

「
料
理
」
と
は
、
他
の
様
々
な
祭
祀
実
践
者
た
ち
が
、
そ
こ
を
目
指
し
て
集

ま
っ
て
く
る
、
力
関
係
が
露
出
す
る
地
点
だ
っ
た
。
高
橋
氏
も
、
「
料
理
」
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と
い
う
技
を
実
践
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
祭
祀
実
践
者
た
ち
の
競
合
に
引

き
ず
り
出
さ
れ
て
い
っ
た
、
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
次
章

で
は
、
「
料
理
」
を
め
ぐ
る
祭
祀
実
践
者
た
ち
の
表
現
行
為
の
渦
巻
く
場
に
、

高
橋
氏
文
の
言
説
を
投
げ
入
れ
て
み
よ
う
。

こ
れ
は
、
宮
廷
で
御
膳
神
を
祀
る
に
当
た
っ
て
、
祭
祀
担
当
者
や
供
神

物
に
関
し
て
規
定
し
た
命
令
の
文
書
（
勅
）
で
あ
る
。
こ
の
中
で
、
阿
房

之
刀
自
部
を
召
し
て
御
膳
神
を
祀
ら
せ
て
み
よ
う
と
言
っ
て
い
る
の
は
、

こ
の
天
平
三
年
の
時
点
で
、
ま
だ
御
膳
神
の
正
体
。
祀
り
方
が
把
握
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
宮
中
に
新
た
に
生
ま
れ
て
し
ま
っ

た
正
体
不
明
の
神
を
い
か
に
祀
る
か
と
い
う
、
ま
さ
に
祭
祀
を
作
り
出
し

て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
か
い
ま
見
せ
て
く
れ
る
資
料
で
あ
る
．
こ
の
よ
う
な

状
況
は
、
宮
廷
で
自
ら
を
「
料
理
」
す
る
者
と
し
て
主
張
し
て
い
く
時
、

御
膳
神
と
い
う
一
つ
の
神
格
を
め
ぐ
っ
て
、
い
か
に
祀
る
か
と
い
う
祭

祀
行
為
の
実
践
が
、
宮
中
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
一
斉
に
沸
き
上
が
り
、
そ

れ
ぞ
れ
が
勝
手
に
自
分
の
御
膳
神
を
祭
る
こ
と
が
行
わ
れ
た
。
ま
ず
は
、

そ
の
一
端
を
か
い
ま
見
せ
る
資
料
を
出
そ
う
。

『
類
聚
三
代
格
」
天
平
三
年
九
月
十
二
日

…
…
内
膳
司
の
所
司
、
即
ち
物
を
採
る
こ
と
、
そ
の
表
を
別
に
せ
よ
。

而
し
て
阿
房
之
刀
自
部
を
召
し
て
、
膳
神
を
祀
ら
し
め
よ
。
但
し
春

秋
の
祀
物
は
、
臨
時
に
取
り
□
口
浄
物
は
恒
数
に
依
り
て
充
て
行
へ
。

（略）

自
今
以
後
、
永
く
恒
例
と
せ
よ
。

４
神
を
祭
る
料
理
官
・
料
理
す
る
祭
祀
官

と
、
御
膳
神
と
し
て
上
總
国
安
房
大
神
を
指
定
し
て
祀
っ
た
。
こ
れ
も
、

高
橋
氏
の
論
理
か
ら
言
え
ば
、
「
六
雁
命
の
勢
き
始
め
成
る
所
な
り
。
」
と

ど
の
よ
う
な
世
界
と
し
て
映
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

（Ⅳ）

ま
ず
、
御
膳
神
は
、
大
膳
職
で
祀
ら
れ
て
い
る
ほ
か
に
、
神
祇
官
斎
院

（旧）

に
坐
す
八
神
の
う
ち
の
一
神
と
し
て
御
巫
に
よ
っ
て
祀
ら
れ
、
ま
た
大
嘗

祭
で
は
斎
国
と
北
野
の
斎
場
で
御
膳
八
神
と
し
て
、
稲
実
卜
部
・
禰
宜
卜

（旧）

部
に
よ
っ
て
祀
ら
れ
る
。
つ
ま
り
御
膳
神
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
祭
祀
者
に
よ

っ
て
祀
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
御
膳
神
を
ど
の
よ
う
な
神
格

と
し
て
い
か
に
祀
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
「
料
理
」
と
い
う
技
に
よ
っ
て
、

自
分
に
と
っ
て
の
世
界
を
宮
廷
の
中
で
作
り
上
げ
て
い
く
祭
祀
実
践
者
に

と
っ
て
、
重
要
な
問
題
だ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
、
御
膳
神
を
め
ぐ
っ
て
祭
祀
行
為
が
渦
巻
い
て
い
る
と
い

う
こ
と
と
、
こ
の
天
平
三
年
の
御
膳
神
祭
祀
に
関
す
る
格
と
、
さ
ら
に
は

延
暦
年
間
の
高
橋
氏
文
と
は
、
無
関
係
で
あ
る
は
ず
は
な
い
・

高
橋
氏
文
は
高
橋
氏
の
職
の
起
源
を
語
る
と
同
時
に
、
大
嘗
祭
の
起
源

も
語
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、

と
あ
り
、
高
橋
氏
に
と
っ
て
は
、
大
嘗
祭
さ
え
自
分
た
ち
が
始
め
た
も
の

で
あ
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
こ
の
大
嘗
祭
を
始
め
る
に
当
た
っ
て
、

十
一
月
の
嘗
の
會
も
、
膳
職
の
御
膳
の
事
も
、
六
雁
命
の
勢
き
始
め

成る所なり。

こ
の
時
、
上
總
国
安
房
大
神
を
御
食
都
神
と
坐
し
奉
り
て
．
．
…
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い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
高
橋
氏
に
と
っ
て
の
「
料
理
」

と
は
、
御
膳
神
を
祀
る
と
い
う
行
為
ま
で
入
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

こ
こ
で
、
先
の
天
平
三
年
の
格
に
戻
ろ
う
。
宮
廷
の
御
膳
神
の
新
た
な

祭
祀
を
行
う
者
と
し
て
引
っ
張
り
出
さ
れ
て
き
た
、
阿
房
之
刀
自
部
。
こ

の
「
阿
房
之
刀
自
部
」
と
は
、
名
前
か
ら
考
え
る
に
、
阿
房
と
い
う
土
地

の
神
で
あ
る
阿
房
大
神
を
祀
る
、
女
性
の
（
「
刀
自
」
）
集
団
（
「
部
」
）
、
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
宮
廷
の
御
膳
神
の
正
体
を
安
房
大
神

と
し
て
祀
っ
て
い
く
こ
と
は
、
御
膳
神
に
安
房
大
神
を
指
定
し
て
祀
る
こ

と
で
始
め
た
大
嘗
祭
と
い
う
、
大
嘗
祭
の
起
源
を
語
る
高
橋
氏
に
と
っ
て
、

ぴ
っ
た
り
一
致
す
る
世
界
像
で
あ
る
．
あ
る
い
は
、
高
橋
氏
文
を
記
述
す

る
こ
と
と
、
こ
の
御
膳
神
祭
祀
を
作
り
出
す
こ
と
と
は
、
高
橋
氏
に
と
っ

て
一
続
き
の
表
現
行
為
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

し
か
も
、
こ
の
御
膳
神
の
新
た
な
祭
祀
に
お
い
て
、
あ
く
ま
で
も
「
料

理
」
と
い
う
技
に
よ
っ
て
、
神
と
の
関
係
を
作
り
上
げ
て
い
く
点
に
注
目

し
た
い
。
す
な
わ
ち
格
の
中
で
、
「
内
膳
司
の
所
司
、
即
ち
物
を
採
る
こ
と
、

そ
の
表
を
別
に
す
。
」
と
あ
る
。
「
表
」
と
い
う
語
に
は
、
手
本
と
か
法
と

い
う
意
味
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
神
儀
の
中
身
を
何
に
す
る
か
と
い
う
選
択

は
、
あ
ら
か
じ
め
定
ま
っ
て
い
る
規
定
に
則
る
必
要
は
な
い
、
と
言
う
か
、

そ
の
よ
う
な
規
定
は
設
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
御
膳
神
を
祀

る
た
め
の
神
儀
の
中
身
を
何
に
す
る
か
は
、
内
膳
司
の
料
理
官
に
任
さ
れ

て
い
て
、
他
の
者
は
関
知
し
え
な
い
と
い
、
う
こ
と
だ
。
神
嬢
の
材
料
と
し

て
何
を
用
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
神
を
い
か
に
祀
る
か
と
い
う
、
祀
り

方
そ
の
も
の
を
左
右
す
る
重
要
な
事
柄
で
あ
る
は
ず
だ
。
料
理
官
に
と
っ

て
み
れ
ば
、
一
回
一
回
、
神
儀
の
中
身
を
変
え
る
こ
と
で
、
自
ら
新
し
い

御
膳
神
祭
祀
を
作
り
出
す
こ
と
だ
っ
て
で
き
て
し
ま
う
。

延
喜
大
膳
職
式
に
も
「
御
膳
神
八
座
」
と
出
て
き
て
、
大
膳
職
の
敷
地

内
に
御
膳
神
が
坐
す
こ
と
は
わ
か
る
が
、
こ
の
神
を
誰
が
祀
っ
て
い
る
の

か
ま
で
は
記
述
し
て
い
な
い
。
一
方
、
同
じ
く
延
喜
式
で
神
祇
官
斎
院
の

神
々
に
関
し
て
、
「
御
巫
の
祭
る
神
八
座
」
「
座
摩
巫
の
祭
る
神
五
座
」
「
御

（釦）

門
巫
の
祭
る
神
八
座
」
「
生
嶋
巫
の
祭
る
神
二
座
」
と
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ぞ

（副）

れ
「
□
□
の
斎
ひ
奉
る
神
の
祭
」
と
も
書
か
れ
、
神
を
祀
る
者
を
明
ら
か

に
す
る
、
記
述
の
仕
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
右
の
高
橋
氏
文
の
、

「
大
膳
職
の
祭
る
神
な
り
。
」
と
い
う
記
述
も
、
単
に
御
膳
神
の
坐
す
場
所

の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
大
膳
職
が
自
ら
こ
の
神
を
祀
っ

て
い
る
こ
と
を
、
王
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

神
を
祭
る
料
理
官
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
御
膳
神
を
祀
る
と
い
う
点
で
拮
抗
し
て
い
た
料
理
官
と
神

祇
官
所
属
の
者
た
ち
は
、
さ
ら
に
「
料
理
」
と
い
う
点
で
も
拮
抗
し
て
い

た
。
す
な
わ
ち
、
神
祇
官
斎
院
で
御
膳
神
を
祭
る
御
巫
は
、
す
で
に
見
た

よ
う
に
、
鎮
魂
祭
で
神
撰
の
御
飯
を
炊
い
て
料
理
し
て
い
る
。
ま
た
、
大

嘗
祭
で
祝
詞
を
よ
む
と
い
う
祭
祀
行
為
を
す
る
中
臣
氏
は
、
そ
の
中
臣
の

天
神
寿
詞
に
お
い
て
、
天
津
御
食
を
料
理
す
る
た
め
の
天
津
水
に
つ
い
て

の
知
識
・
技
術
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
大
嘗

祭
で
御
膳
八
神
を
祭
る
卜
部
は
、
亀
卜
を
す
る
と
き
に
唱
え
る
亀
誓
と
い

さ
ら
に
高
橋
氏
文
で
は
、
御
膳
神
と
の
関
係
に
関
し
て
、
注
目
す
べ
き

こ
と
を
語
り
出
し
て
い
る
。

但
し
安
房
大
神
を
御
食
津
神
と
す
と
は
、
今
、
大
膳
職
の
祭
る
神
な

ｈ叩ノ。
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う
祭
文
に
お
い
て
、
天
皇
の
御
膳
と
大
嘗
祭
の
と
き
の
神
餓
に
最
も
直
接

的
な
関
わ
り
を
す
る
「
技
」
と
し
て
、
自
ら
の
技
で
あ
る
亀
卜
を
位
置
づ

（狸）

けている。
つ
ま
り
、
高
橋
氏
が
〈
神
を
祭
る
料
理
官
〉
だ
と
す
る
と
、
御
巫
や
中

臣
氏
は
、
〈
料
理
す
る
祭
祀
官
〉
で
あ
る
。
ま
た
、
高
橋
氏
に
と
っ
て
の
「
料

理
」
が
、
神
を
祭
る
こ
と
ま
で
取
り
込
ん
で
い
る
の
に
対
し
、
卜
部
に
と

っ
て
の
「
亀
卜
」
と
は
、
天
皇
や
神
の
御
食
を
作
る
と
い
う
「
料
理
」
ま

で
を
も
取
り
込
ん
で
い
る
と
言
え
よ
う
。

「
料
理
」
と
い
う
視
線
か
ら
九
世
紀
の
宮
廷
を
捉
え
る
と
、
か
よ
う
に
、

料
理
官
が
自
分
を
あ
た
か
も
神
を
祭
る
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
表
現
し
た

り
、
反
対
に
祭
祀
官
が
自
分
を
あ
た
か
も
料
理
を
す
る
者
の
よ
、
フ
に
表
現

し
た
り
と
い
う
よ
う
に
、
変
身
と
い
う
高
速
度
な
表
現
行
為
の
渦
巻
く
場

と
化
し
て
い
る
。
高
橋
や
、
御
巫
・
中
臣
・
卜
部
た
ち
は
、
料
理
官
・
祭

祀
官
と
い
っ
た
、
固
定
的
な
肩
書
の
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
く
ぐ
り
抜
け
、

行
っ
た
り
来
た
り
自
由
に
往
来
し
な
が
ら
、
「
料
理
」
と
い
う
技
の
実
践
を

通
し
て
、
い
わ
ば
〈
宗
教
者
〉
と
で
も
言
う
べ
き
存
在
に
、
自
分
自
身
を

変
換
・
変
成
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
を
〈
宗
教
者
〉
と
命
名
す

る
と
き
、
今
ま
で
「
料
理
」
を
技
と
し
て
論
じ
て
き
た
こ
と
の
意
味
も
、

は
っ
き
り
し
て
こ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
料
理
」
が
技
（
テ
ク
ネ
ー
）
だ
と

い
う
の
は
、
「
料
理
」
に
よ
っ
て
直
接
、
正
体
も
祀
り
方
も
わ
か
ら
な
い
未

知
な
る
神
々
が
、
こ
ち
ら
側
の
世
界
に
あ
ら
わ
れ
出
よ
う
と
す
る
瞬
間
に
、

（銅）

立
会
い
接
触
す
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
料
理
官
・
祭
祀
官
の
間
を
高
速
度
で
く
ぐ
り
抜
け
る
者
と
し

て
、
天
皇
も
そ
の
一
人
に
挙
げ
ら
れ
る
。
た
だ
天
皇
の
場
合
、
〈
料
理
す
る

祭
祀
官
〉
と
し
て
饒
舌
に
自
ら
を
表
現
し
て
い
く
の
は
、
中
世
に
な
っ
て

（劃）

か
ら
で
あ
る
。
中
世
大
嘗
祭
で
は
、
天
皇
と
氏
々
が
、
祀
り
方
の
「
技
」

を
め
ぐ
っ
て
競
い
合
い
、
そ
の
競
合
の
渦
中
で
、
天
皇
は
〈
料
理
す
る
祭

祀
官
〉
と
し
て
の
自
己
の
優
位
性
を
発
見
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
天
皇
と
氏
々
（
家
々
）
が
「
技
」
を
競
い
合
う
と
い
う

こ
と
が
表
立
っ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
天
皇
と
そ
れ
を
取
り
巻

く
寺
家
や
諸
職
の
家
々
と
い
っ
た
、
中
世
王
権
固
有
の
あ
り
方
で
あ
る
が
、

そ
の
よ
雪
フ
に
展
開
し
て
い
く
端
緒
と
し
て
、
「
料
理
」
を
め
ぐ
っ
て
祭
祀
実

践
者
た
ち
が
競
合
す
る
、
九
世
紀
の
宮
廷
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

し
て
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
高
橋
氏
文
が
記
述
・
公
開
さ
れ
る
き
っ
か
け
と

な
っ
た
出
来
事
に
お
い
て
、
高
橋
氏
と
安
曇
氏
と
が
論
争
す
る
だ
け
で
は

な
く
、
揚
句
の
果
て
に
は
天
皇
と
こ
の
二
氏
が
、
祭
祀
技
術
の
「
技
」
を

（お）

め
ぐ
っ
て
説
を
出
し
合
い
競
い
合
う
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
た
。
ま
さ
に

中
世
の
先
取
り
と
言
え
よ
う
。
高
橋
氏
文
と
は
、
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀

初
め
と
い
う
一
時
期
に
特
有
の
、
「
氏
」
と
し
て
の
表
現
行
為
の
か
た
ち
を

露
出
さ
せ
て
い
る
と
同
時
に
、
こ
の
よ
う
に
、
中
世
の
家
々
の
「
技
」
の

あ
り
方
を
先
取
り
し
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
。

高
橋
氏
文
の
向
こ
う
に
は
、
す
ぐ
も
う
そ
こ
ま
で
、
中
世
は
来
て
い
る
。

決
し
て
、
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
の
書
で
は
な
い
。

注
（
１
）
文
献
化
さ
れ
た
「
歴
史
」
群
の
中
で
、
い
か
に
「
正
し
さ
」
を
獲

得
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
を
、
「
文
字
わ
ざ
」
と
し
て
論
じ
た
も
の

に
、
津
田
博
幸
昌
偽
書
』
づ
く
り
の
わ
ざ
１
１
先
代
旧
事
本
紀
を
め

ぐ
っ
て
ｌ
」
（
一
九
九
四
・
八
、
夏
季
セ
ミ
ナ
ー
ロ
頭
発
表
）
が
あ

う（》◎

（
２
）
古
橋
信
孝
『
古
代
都
市
の
文
芸
生
活
』
第
三
章
「
鎮
魂
論
」
（
大
修
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館
書
店
、
一
九
九
四
）
・
万
葉
集
の
挽
歌
が
、
長
屋
王
を
最
後
に
し
て

大
伴
氏
関
係
の
も
の
だ
け
に
な
る
と
い
う
偏
り
に
つ
い
て
、
歌
が
氏

関
係
の
内
部
で
、
氏
々
の
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
を
指
摘
す
る
。

（
３
）
義
江
明
子
『
日
本
古
代
の
氏
の
構
造
』
第
二
編
「
氏
と
氏
神
」
第

一
章
「
橘
氏
の
成
立
と
氏
神
の
形
成
」
、
第
二
章
「
平
野
社
の
成
立
と

変
質
」
、
第
三
章
「
春
日
祭
祝
詞
と
藤
原
氏
」
、
補
論
「
古
代
に
お
け

る
『
私
」
の
成
立
ｌ
『
私
氏
神
」
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
。
（
吉
川
弘

文
館
、
一
九
八
六
）

（
４
）
複
数
説
の
注
釈
書
の
早
い
時
期
の
も
の
と
し
て
、
仏
典
注
釈
の
方

で
、
八
世
紀
初
期
の
『
三
経
義
疏
」
が
あ
る
。
山
口
敦
史
「
八
世
紀

の
三
経
義
疏
に
お
け
る
『
私
』
説
」
（
一
九
九
四
・
八
、
夏
季
セ
ミ
ナ

ー
ロ
頭
発
表
）
は
、
こ
の
「
私
」
が
八
世
紀
に
聖
徳
太
子
と
結
び
つ

き
「
上
宮
王
私
集
」
と
さ
れ
た
と
い
う
、
「
私
集
」
（
私
に
集
む
る
）

の
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

な
お
、
『
高
橋
氏
文
」
引
用
の
太
政
官
符
で
は
、
「
国
史
」
で
あ
る

「
日
本
紀
」
に
対
し
、
高
橋
氏
や
安
曇
氏
の
氏
サ
イ
ド
の
テ
キ
ス
ト
は
、

「
氏
記
」
「
私
記
」
「
家
記
」
「
私
記
文
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

（
５
）
工
藤
隆
「
危
機
意
識
と
し
て
の
古
事
記
仙
ｌ
絶
対
始
源
へ
の
意

志
と
神
祇
令
へ
の
違
和
ｌ
」
（
『
大
東
文
化
大
学
紀
要
』
第
二
十
九

号
、
一
九
九
○
・
三
）

（
６
）
多
田
一
臣
「
高
橋
氏
文
」
（
『
古
代
文
学
』
第
二
十
一
号
、
一
九
八

一一●一一一）

（
７
）
岡
田
荘
司
「
天
皇
祭
祀
と
国
制
機
構
ｌ
神
今
食
と
新
嘗
祭
・
大

嘗
祭
ｌ
」
含
国
学
院
雑
誌
』
九
十
一
巻
七
号
、
一
九
九
○
・
七
『
大

嘗
の
祭
り
』
学
生
社
）

（
８
）
早
川
万
年
「
高
橋
氏
文
成
立
の
背
景
」
含
日
本
歴
史
』
五
三
二
号
、

一
九
九
二
・
九
）
は
、
内
膳
司
官
人
と
し
て
の
高
橋
氏
・
安
曇
氏
の

争
論
も
、
こ
う
し
た
祭
祀
へ
の
関
わ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
生
じ
た
こ
と

に
注
目
し
、
高
橋
氏
・
安
曇
氏
に
と
っ
て
は
、
律
令
の
官
位
制
秩
序

よ
り
も
む
し
ろ
、
天
皇
親
祭
祭
祀
の
場
で
天
皇
に
近
侍
・
供
奉
す
る

と
い
う
職
の
あ
り
方
に
こ
だ
わ
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
９
）
『
高
橋
氏
文
』
が
引
用
す
る
太
政
官
符
に
こ
の
出
来
事
は
記
述
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
論
争
が
祭
祀
の
技
を
め
ぐ
る
競
合
の
問
題
と
し
て

考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
拙
稿
「
論
争
す
る
氏
と
天
皇

ｌ
『
高
橋
氏
文
』
の
祭
祀
技
術
と
起
源
神
話
Ｉ
」
で
論
じ
た
。

（
慶
応
義
塾
大
学
文
学
部
紀
要
『
藝
文
研
究
』
、
一
九
九
五
・
六
、
予

定）
（
蛆
）
『
高
橋
氏
文
』
引
用
の
太
政
官
符
や
『
古
語
拾
遺
』
序
は
、
天
皇

の
召
問
に
応
じ
て
記
述
・
奏
上
す
る
と
い
、
フ
経
緯
を
明
か
し
て
い
る
。

（
Ⅱ
）
以
下
、
高
橋
氏
文
の
起
源
神
話
本
文
の
引
用
は
す
べ
て
、
『
神
道
大

系
」
古
典
編
田
に
所
収
の
原
文
を
私
に
訓
み
下
し
た
。

（
皿
）
延
喜
式
の
編
纂
は
厳
密
に
は
十
世
紀
初
頭
で
あ
る
が
、
延
暦
交
替

式
・
弘
仁
式
・
貞
観
式
と
い
う
よ
う
に
、
九
世
紀
初
め
か
ら
続
い
た

一
連
の
法
典
編
纂
事
業
を
一
ま
と
ま
り
の
も
の
と
し
て
捉
え
、
そ
の

中
で
テ
キ
ス
ト
全
体
が
現
存
す
る
も
の
と
し
て
、
延
喜
式
を
取
り
上

げる。

（
魁
）
大
膳
職
と
内
膳
司
と
で
は
、
通
常
は
神
撰
作
り
に
た
ず
さ
わ
る
の

は
内
膳
司
の
方
で
あ
り
、
両
方
が
共
同
で
料
理
し
（
「
職
司
料
理
し
神

祇
官
と
と
も
に
供
へ
よ
・
」
ｌ
『
延
喜
式
』
大
膳
上
）
大
膳
職
が
神

前
に
供
え
る
と
い
う
の
は
、
他
の
宮
廷
祭
祀
と
較
べ
て
特
異
で
あ
る
。

本
稿
で
は
大
膳
職
と
内
膳
司
と
を
ひ
っ
く
る
め
て
料
理
官
と
し
、
神

祇
官
に
所
属
す
る
御
巫
や
神
部
や
卜
部
と
い
っ
た
祭
祀
官
と
こ
の
料

理
官
と
の
競
合
を
み
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
料
理
官
の
中
で
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も
高
橋
氏
と
安
曇
氏
と
が
、
あ
る
時
に
祭
祀
技
術
を
め
ぐ
る
競
合
を

起
こ
し
た
よ
う
に
、
大
膳
職
と
内
膳
司
と
の
間
に
も
競
合
の
表
現
行

為
が
せ
り
あ
が
っ
て
く
る
一
瞬
を
キ
ャ
ッ
チ
で
き
る
か
も
し
れ
な

い
。
稿
を
改
め
た
い
。

（
Ｍ
）
『
延
喜
式
』
巻
三
十
二
・
大
膳
上
。
国
史
大
系
本
を
私
に
訓
み
下

し
た
。
以
下
の
延
喜
式
引
用
も
同
じ
。

（
略
）
御
巫
が
舞
を
ま
い
、
そ
れ
を
神
部
（
巫
部
）
が
離
し
、
ま
た
御
巫

が
覆
し
た
宇
気
槽
の
上
で
鉾
を
撞
き
、
十
回
撞
く
ご
と
に
神
祇
伯
が

木
綿
蔓
を
結
び
、
そ
の
後
さ
ら
に
御
巫
た
ち
や
猿
女
が
舞
を
ま
う
１

１
と
い
っ
た
祭
祀
行
為
に
つ
い
て
、
折
口
信
夫
は
天
皇
に
新
た
な
霊

魂
を
付
着
す
る
タ
マ
フ
リ
と
し
て
捉
え
、
岩
田
勝
は
悪
霊
強
制
と
し

て
捉
え
る
（
『
神
楽
新
考
」
名
著
出
版
、
一
九
九
二
）
。
こ
の
よ
う
な
、

「
鎮
魂
」
と
は
何
か
、
ま
た
は
鎮
魂
祭
の
目
的
は
何
か
と
い
っ
た
問
い

の
立
て
方
と
は
別
に
、
高
橋
氏
の
よ
う
な
神
撰
作
り
と
い
う
祭
祀
行

為
を
す
る
者
に
と
っ
て
、
鎮
魂
祭
と
は
ど
の
よ
う
な
世
界
と
し
て
映

っ
て
い
た
の
か
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
は
、
非
常
に
限
定
さ
れ
た
ヴ

ィ
ジ
ョ
ン
の
も
っ
て
い
る
歪
み
の
質
を
見
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
本

稿
の
ね
ら
い
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
当
事
者
の
側
に
立
つ
と
い

、うことである。

（
船
）
『
類
聚
三
代
格
」
巻
十
・
供
御
事
。
国
史
大
系
本
を
私
に
訓
み
下

した。

（
Ⅳ
）
『
延
喜
式
』
巻
三
十
二
・
大
膳
上
に
「
御
膳
神
八
座
」
と
あ
る
。

（
肥
）
『
延
喜
式
』
巻
九
・
神
祇
九
の
神
名
上
。
「
神
祇
官
西
院
坐
御
巫
等

祭
神
二
十
三
座
」
の
中
に
、
「
御
巫
祭
神
八
座
」
と
あ
り
、
そ
の
内
訳

は
、
「
神
産
日
神
、
高
御
産
日
神
、
玉
積
産
日
神
、
生
産
日
神
、
足
産

日
神
、
大
宮
責
神
、
御
食
津
神
、
事
代
主
神
」
。

（
蛆
）
『
延
喜
式
」
巻
七
・
神
祇
七
の
践
鮓
大
嘗
祭
。
本
文
「
舩
斎
院
祭

神
八
座
」
の
割
注
で
、
「
御
歳
神
、
高
御
魂
神
、
庭
高
日
神
、
大
御
食

神
、
大
宮
女
神
、
事
代
主
神
、
阿
須
波
神
、
波
比
岐
神
」
と
、
八
神

の
神
名
を
明
か
す
。
こ
の
八
神
を
指
し
て
別
の
箇
所
で
「
御
膳
八
神
」

と称す。

（
別
）
『
延
喜
式
」
巻
九
・
神
祇
九
の
神
名
上
。

（
別
）
『
延
喜
式
』
巻
二
・
神
祇
二
の
四
時
祭
下
。

（
〃
）
『
新
撰
亀
相
記
」
の
「
亀
誓
の
本
辞
を
述
ぶ
る
一
條
」
に
、
「
略
述
」

と
い
う
記
述
方
法
で
採
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
卜
部
の
職

の
起
源
は
、
天
孫
降
臨
に
際
し
て
ト
占
の
術
を
も
っ
て
皇
御
孫
尊
の

御
膳
の
事
に
奉
仕
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

（
路
）
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
元
初
的
思
索
で
は
、
覆
い
隠
さ
れ
て
い
た

も
の
か
ら
立
ち
現
れ
て
く
る
こ
と
（
「
ピ
ュ
シ
ス
」
）
と
い
う
世
界
把

握
を
核
と
し
て
お
り
、
そ
の
覆
蔵
か
ら
非
覆
蔵
へ
の
関
わ
り
方
と
し

て
、
「
テ
ク
ネ
ー
」
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
非
覆
蔵
の
場
の
そ
の

都
度
の
範
囲
を
予
め
用
意
し
、
用
意
を
保
持
し
て
お
く
こ
と
」
、
で
あ

る
。
（
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
『
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
』
、
全
集
第
開
巻
、
創
文

社）
（
別
）
『
後
鳥
羽
院
哀
記
」
『
伏
見
院
衰
記
』
な
ど
、
中
世
で
は
天
皇
が
自

ら
、
大
嘗
祭
で
自
分
の
行
う
祭
祀
の
技
に
つ
い
て
記
述
し
、
テ
キ
ス

ト
を
作
っ
て
し
ま
う
。

（
妬
）
注
（
蛆
）
の
論
文
「
論
争
す
る
氏
と
天
皇
Ｉ
『
高
橋
氏
文
』
の
祭

祀
技
術
と
起
源
神
話
ｌ
」
で
、
中
世
大
嘗
祭
の
問
題
と
つ
な
げ
て

論考した。
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