
一
、
は
じ
め
に

本
書
は
、
伊
勢
神
宮
の
門
前
町
で
あ
る
宇
治
・
山
田
地
方
を
対
象
と
し
て
、
近

世
日
本
に
お
け
る
触
穢
観
念
の
実
態
と
そ
の
社
会
的
影
響
を
分
析
し
た
研
究
書
で

あ
る
。
本
書
の
よ
う
な
専
門
的
か
つ
体
系
的
な
近
世
史
研
究
の
成
果
に
つ
い
て
、

大
正
・
昭
和
期
の
社
会
思
想
史
を
専
攻
す
る
評
者
が
発
言
す
べ
き
こ
と
な
ど
、
も

と
よ
り
何
も
存
在
し
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
回
、
評
者
が
本
書
を
取

り
上
げ
る
の
は
、
本
書
が
近
現
代
を
も
含
め
た
部
落
史
研
究
全
般
に
対
し
て
重
要

な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
限
ら
れ
た
視
野
か
ら

で
は
あ
る
が
、
本
書
の
内
容
と
手
法
に
つ
い
て
簡
単
に
整
理
を
行
い
た
い
。

二
、
本
書
の
構
成

ま
ず
、
本
書
の
構
成
と
各
章
の
要
約
を
以
下
に
示
そ
う
。

序
章
―
問
題
の
所
在

第
一
部

触
穢
と
そ
の
忌
避

一
章

死
穢
の
判
定

二
章

速
懸
―
近
世
神
宮
領
に
お
け
る
葬
送
儀
礼

三
章

犬
狩
―
動
物
の
穢
れ
と
生
類
憐
れ
み

四
章

仏
教
の
受
容
と
忌
避

第
二
部

神
宮
領
と
被
差
別
民

五
章

被
差
別
民
の
参
宮
と
そ
の
影
響

六
章

拝
田
・
牛
谷
の
民
―
近
世
宇
治
・
山
田
の
非
人
集
団

七
章

内
宮
周
辺
農
村
の
被
差
別
民

八
章

神
宮
直
轄
領
の
被
差
別
民

第
三
部

統
治
と
触
穢

九
章

朝
廷
の
「
触
穢
令
」
と
神
宮
領

十
章

神
宮
の
鳴
物
停
止
令

十
一
章

幕
末
異
国
人
情
報
と
伊
勢
神
宮

【
書
評
】
塚
本
明
『
近
世
伊
勢
神
宮
領
の
触
穢
観
念
と
被
差
別

民
』（
清
文
堂
、
二
〇
一
四
年
）

佐
々
木

政

文

東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要

第
二
十
号

二
〇
一
六
年
三
月
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終
章

附
編

『
神
宮
編
年
記
』
触
穢
関
係
記
事
一
覧

あ
と
が
き

本
書
は
三
部
構
成
を
な
し
て
い
る
。

序
章
で
は
、
神
宮
領
が
武
家
領
に
比
し
て
極
度
に
清
浄
さ
を
重
ん
じ
た
地
域
で

あ
っ
た
こ
と
、
触
穢
に
関
し
て
も
特
徴
的
な
現
象
が
見
ら
れ
た
こ
と
な
ど
が
指
摘

さ
れ
、
神
宮
領
の
触
穢
体
系
と
被
差
別
民
の
関
連
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
本
書

の
課
題
が
提
示
さ
れ
る
。

第
一
部
「
触
穢
と
そ
の
忌
避
」
で
は
、
神
宮
領
に
お
け
る
触
穢
観
念
の
機
能
に

つ
い
て
の
検
討
が
な
さ
れ
る
。

一
章
で
は
、
死
穢
の
観
念
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
。
近
世
当
時
、
変
死
や
災
害

死
に
対
し
て
は
、
中
世
に
成
立
し
た
古
法
で
あ
る
『
文
保
記
』『
永
正
記
』
な
ど

を
基
準
と
し
て
、
神
宮
が
触
穢
を
判
定
し
た
。
し
か
し
、
規
定
を
そ
の
ま
ま
適
用

す
る
と
触
穢
が
増
加
も
し
く
は
長
期
化
し
、
そ
の
間
、
参
宮
者
の
便
宜
の
妨
げ
に

な
る
な
ど
の
事
情
か
ら
、
触
穢
を
軽
減
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
識
が
神
宮
や
住
民
の

間
で
高
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
、
一
七
世
紀
後
半
以
降
、
変
死
・
災
害
死
を
「
な

か
っ
た
こ
と
に
す
る
」
行
動
が
目
立
つ
よ
う
に
な
り
、
一
八
世
紀
以
降
に
は
、
触

穢
観
念
が
も
つ
社
会
的
な
重
み
は
軽
く
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。

二
章
で
は
、
近
世
神
宮
領
に
お
け
る
速
懸
の
慣
習
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
る
。
速

懸
と
は
、「
穢
れ
」
が
充
満
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
、
人
の
死
を
「
な
か
っ
た
こ

と
」
に
し
、
当
人
は
ま
だ
死
ん
で
い
な
い
と
い
う
建
前
の
も
と
、
死
体
を
墓
地
に

運
ぶ
習
慣
で
あ
る
。
宇
治
・
山
田
の
地
で
は
一
八
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
速
懸
が
一

般
化
し
た
が
、
次
第
に
仏
教
式
の
本
葬
礼
と
の
区
別
が
曖
昧
に
な
り
、
速
懸
は
触

穢
観
念
の
本
来
の
意
味
か
ら
か
け
離
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
と
、
筆
者
は
指

摘
す
る
。

三
章
で
は
、
動
物
に
よ
る
「
穢
れ
」
を
排
除
す
る
た
め
の
措
置
で
あ
る
犬
狩
の

習
慣
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
る
。
犬
は
人
間
や
動
物
の
死
体
の
骨
を
運
ん
で
し
ま
う

恐
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
中
世
か
ら
幕
末
に
至
る
ま
で
、
神
宮
領
か
ら
排
除
さ
れ

た
。
そ
の
た
め
、
神
宮
神
主
ら
が
宮
中
か
ら
犬
を
追
い
出
し
、
犬
が
市
中
に
逃
げ

出
し
た
と
こ
ろ
を
、
住
民
組
織
に
雇
わ
れ
た
非
人
集
団
の
拝
田
・
牛
谷
が
殺
害
す

る
習
慣
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

四
章
で
は
、
神
宮
領
社
会
に
お
け
る
仏
教
的
要
素
の
位
置
づ
け
が
検
討
さ
れ
る
。

神
宮
領
に
お
い
て
、
寺
院
・
僧
侶
は
、
葬
礼
に
関
わ
る
と
い
う
理
由
か
ら
「
穢

れ
」
た
存
在
と
さ
れ
た
が
、
実
際
に
は
神
宮
御
師
が
剃
髪
し
て
僧
侶
と
な
っ
た
り
、

僧
侶
が
参
宮
し
た
り
す
る
な
ど
、
神
仏
習
合
の
傾
向
が
強
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、

一
八
世
紀
後
半
以
降
、
幕
府
の
遠
国
奉
行
で
あ
る
山
田
奉
行
が
神
仏
分
離
政
策
を

と
り
、
僧
侶
に
「
附
髪
」
を
さ
せ
て
参
宮
さ
せ
る
な
ど
、「
外
観
」
の
う
え
で
仏

教
的
要
素
を
隠
す
措
置
を
と
っ
た
。
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
の
神
宮
改
革
で
は

仏
教
の
排
除
が
よ
り
徹
底
し
て
行
わ
れ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
措
置
が
と
ら
れ
た
こ

と
自
体
、
近
世
神
宮
領
に
お
い
て
神
仏
習
合
が
容
認
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
反
映
で

あ
る
と
筆
者
は
指
摘
す
る
。

続
く
第
二
部
「
神
宮
領
と
被
差
別
民
」
で
は
、
神
宮
領
に
お
け
る
被
差
別
民
の

存
在
に
つ
い
て
検
討
が
な
さ
れ
る
。

五
章
で
は
、
神
宮
に
参
詣
す
る
被
差
別
民
と
「
穢
れ
」
の
関
係
が
検
討
さ
れ
る
。

人
々
が
被
差
別
民
と
飲
食
を
共
に
す
る
こ
と
で
火
を
介
し
て
「
穢
れ
」
が
広
が
る

こ
と
を
「
同
火
」
と
い
う
が
、
近
世
の
神
宮
領
で
は
、
被
差
別
民
と
の
「
同
火
」

が
問
題
と
な
っ
た
事
例
が
享
和
元
（
一
八
〇
一
）
年
以
降
に
六
例
あ
る
。
実
態
と

し
て
は
、
被
差
別
民
は
活
発
に
神
宮
に
参
詣
し
て
お
り
、
被
差
別
民
で
な
い
人
々

と
飲
食
を
共
に
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
が
、
山
田
奉
行
は
こ
れ
を
問
題
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視
し
、
原
則
通
り
禁
忌
規
定
を
適
用
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

六
章
で
は
、
神
宮
領
に
特
徴
的
な
非
人
集
団
で
あ
る
拝
田
・
牛
谷
に
つ
い
て
検

討
が
な
さ
れ
る
。
拝
田
・
牛
谷
は
参
宮
客
に
向
け
て
楽
器
を
演
奏
し
て
「
蒔
銭
」

を
受
け
る
一
種
の
芸
能
民
で
あ
っ
た
。
同
時
に
彼
ら
は
「
穢
人
」
と
し
て
犯
罪
者

の
追
捕
や
牢
獄
管
理
、
死
体
の
埋
葬
な
ど
を
行
う
こ
と
で
報
酬
を
受
け
て
い
た
。

筆
者
は
、
拝
田
・
牛
谷
ら
の
こ
う
し
た
性
格
を
、
清
浄
さ
が
求
め
ら
れ
る
神
宮
領

に
お
い
て
「
穢
れ
」
を
引
き
受
け
た
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。

七
章
で
は
、
内
宮
周
辺
の
農
村
で
あ
る
朝
熊
村
に
お
け
る
「
穢
多
」
身
分
の
存

在
に
焦
点
を
当
て
て
検
討
が
な
さ
れ
る
。
朝
熊
村
の
「
穢
多
」
も
、
町
方
の
非
人

集
団
で
あ
る
拝
田
・
牛
谷
と
同
様
に
、
葬
送
・
警
備
や
犬
狩
な
ど
「
穢
れ
」
に
関

連
す
る
役
務
を
負
っ
て
い
た
。
例
え
ば
速
懸
に
お
い
て
は
、
直
接
的
に
死
穢
に
触

れ
る
土
掛
け
の
み
拝
田
・
牛
谷
が
行
い
、
そ
の
他
の
業
務
を
「
穢
多
」
が
行
う
な

ど
、
拝
田
・
牛
谷
と
の
役
割
分
業
の
も
と
で
行
わ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
神
宮
領

で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
「
穢
多
」
が
生
み
出
さ
れ
た
り
、
差
別
を
受
け
た

り
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
筆
者
は
指
摘
す
る
。

八
章
で
は
、
神
宮
が
領
主
権
を
も
つ
神
宮
直
轄
領
に
お
け
る
被
差
別
民
の
特
性

に
つ
い
て
検
討
が
な
さ
れ
る
。
神
宮
直
轄
領
に
は
「
穢
多
」
身
分
、「
非
人
」
身

分
、
雑
種
賤
民
系
の
さ
さ
ら
（
説
教
者
）
身
分
の
三
種
の
被
差
別
民
が
存
在
し
て

お
り
、
伊
勢
国
南
部
に
ま
と
ま
っ
た
身
分
集
団
を
形
成
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
被

差
別
民
の
特
質
に
つ
い
て
、
筆
者
は
、
神
宮
領
で
あ
る
が
ゆ
え
に
特
別
に
差
別
さ

れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
神
宮
領
の
村
か
ら
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
排
除

は
さ
れ
な
か
っ
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

第
三
部
「
統
治
と
触
穢
」
で
は
、
近
世
の
政
治
権
力
た
る
朝
廷
・
幕
府
と
の
関

係
か
ら
、
触
穢
観
念
と
被
差
別
民
に
つ
い
て
検
討
が
な
さ
れ
る
。

九
章
で
は
、
朝
廷
が
天
皇
・
上
皇
・
女
院
の
死
に
際
し
て
発
布
し
た
「
触
穢

令
」
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て
検
討
が
な
さ
れ
る
。
近
世
に
お
い
て
触
穢
令
が
伊
勢

神
宮
に
伝
え
ら
れ
た
初
例
は
宝
永
六
（
一
七
〇
九
）
年
で
あ
る
が
、
当
初
、
伊
勢

神
宮
側
は
そ
れ
を
京
都
の
触
穢
と
捉
え
、
伊
勢
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
は
考
え

て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
世
紀
半
ば
以
降
、
朝
廷
が
伊
勢
神
宮
を
自
ら
の

勢
力
に
組
み
込
も
う
と
し
た
こ
と
に
伴
い
、
伊
勢
に
も
触
穢
が
及
ぶ
と
主
張
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
神
宮
側
は
こ
れ
に
抵
抗
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

十
章
で
は
、
為
政
者
の
死
に
際
し
て
民
衆
に
「
慎
み
」
を
求
め
る
目
的
で
出
さ

れ
る
鳴
物
停
止
令
に
つ
い
て
、
伊
勢
神
宮
領
を
対
象
に
検
討
が
な
さ
れ
る
。
神
宮

領
で
は
他
領
に
比
し
て
細
か
い
慎
み
の
規
定
が
適
用
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
神
宮
領

の
「
穢
れ
」
観
念
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
山
田
奉
行
の
意
向
に
よ
る
こ
と
が
明
ら

か
に
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
停
止
令
の
運
用
に
関
し
て
は
山
田
会
合
・
三
方
会
合
が

大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

十
一
章
で
は
、
幕
末
に
お
け
る
異
国
人
渡
来
情
報
と
開
国
・
開
港
に
際
し
て
、

神
宮
領
の
触
穢
観
念
が
い
か
に
変
質
し
た
の
か
が
丹
念
に
検
討
さ
れ
る
。
そ
こ
で

は
、
異
国
人
は
肉
食
を
す
る
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
新
た
に
排
除
さ
れ
た
。
さ
ら

に
、
神
宮
が
参
照
す
る
触
穢
体
系
が
幕
府
（
山
田
奉
行
）
の
そ
れ
か
ら
朝
廷
の
そ

れ
へ
と
転
換
し
た
こ
と
に
よ
り
、
僧
侶
・
被
差
別
民
も
従
来
以
上
に
排
除
さ
れ
、

一
時
的
に
せ
よ
深
刻
な
差
別
が
生
み
出
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

終
章
で
は
、
以
上
の
内
容
が
整
理
さ
れ
、
神
宮
領
の
触
穢
観
念
が
あ
る
程
度
運

用
に
よ
っ
て
融
通
を
利
か
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
被
差
別
民
は
必
ず
し
も
触

穢
観
念
の
ゆ
え
に
特
別
に
差
別
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
な
ど
が
結
論
と
し
て

示
さ
れ
る
。
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三
、
本
書
の
成
果

続
い
て
、
本
書
が
明
ら
か
に
し
た
触
穢
観
念
と
部
落
差
別
の
関
係
に
つ
い
て
、

評
者
の
私
見
を
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
部
落
差
別
に
関
す
る
論
点
に
限
っ
て
い
え

ば
、
本
書
の
意
義
は
、「
穢
れ
」
観
念
が
被
差
別
部
落
を
生
み
出
し
た
直
接
の
起

源
で
あ
る
と
い
う
説
（
こ
こ
で
は
そ
れ
を
便
宜
的
に
「
穢
れ
」
起
源
説
と
呼
ぶ
こ

と
に
す
る
）
に
正
面
か
ら
向
き
合
い
、
こ
れ
を
実
証
的
に
批
判
し
た
点
に
あ
る
。

一
九
九
〇
年
代
、「
穢
れ
」
起
源
説
を
全
面
的
に
提
唱
し
て
従
来
の
近
世
政
治

起
源
説
を
否
定
し
た
の
は
、
辻
本
正
教
氏
で
あ
る
。
中
世
以
来
の
「
ケ
ガ
レ
」
意

識
が
部
落
差
別
の
根
源
で
あ
る
と
考
え
る
辻
本
氏
は
、
部
落
差
別
を
身
分
制
の
問

題
と
し
て
捉
え
る
従
来
の
議
論
に
対
し
、「〈
そ
も
そ
も
差
別
論
を
た
た
か
わ
せ
よ

う
と
い
う
の
に
、
そ
れ
と
は
異
質
の
身
分
論
を
も
っ
て
そ
れ
を
し
よ
う
と
し
た
と

こ
ろ
に
間
違
い
が
あ
っ
た
〉
っ
て
こ
と
な
ん
で
す
。
は
っ
き
り
言
え
ば
、
身
分
な

ど
、
こ
こ
で
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
差
別
と
は
何
の
関
係
も
な
い
っ
て
こ
と
（
１
）
」
と
、

身
分
と
差
別
の
関
連
を
明
確
に
否
定
す
る
。

確
か
に
、
前
近
代
の
日
本
に
お
い
て
身
分
だ
け
が
差
別
を
生
み
出
す
要
素
で

あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、「
穢
れ
」
観
念
が
部
落
差
別
に
関
係
し

て
い
る
こ
と
は
、
中
世
の
「
非
人
」
が
「
清
め
」
を
そ
の
職
能
と
し
て
い
た
こ
と

か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
身
分
と
差
別
を
相
互
に
独
立
し
た
概
念
と
見

な
す
な
ら
ば
、
近
世
に
お
い
て
か
わ
た
・
長
吏
・「
非
人
」
な
ど
の
被
差
別
民
が

百
姓
・
町
人
と
は
異
な
る
身
分
集
団
と
し
て
権
力
か
ら
把
握
さ
れ
、
社
会
の
な
か

に
定
位
し
て
い
た
こ
と
を
、
十
分
に
説
明
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
辻
本
氏
の

議
論
は
「
穢
れ
」
観
念
の
歴
史
的
意
義
を
過
大
に
評
価
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
説
に
対
し
、
本
書
は
、
神
宮
領
の
事
例
を
根
拠
と
し
て
実
証
的
観
点

か
ら
問
題
を
提
起
し
た
。
塚
本
氏
は
、「
触
穢
観
念
の
存
在
自
体
が
自
律
的
に
働

き
、
差
別
を
拡
大
す
る
訳
で
は
な
い
。
観
念
は
観
念
に
過
ぎ
ず
、
観
念
の
共
有
を

強
い
る
力
が
働
い
て
、
は
じ
め
て
社
会
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
誰
が
ど
の
よ
う
に
こ

の
観
念
を
認
識
し
、
利
用
・
適
用
し
た
の
か
、
そ
の
歴
史
的
な
実
態
こ
そ
、
解
明

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
２
）
」
と
論
じ
、
観
念
と
し
て
の
「
穢
れ
」
だ
け
で
な
く
、
そ

れ
を
取
り
巻
く
外
的
な
「
力
」
の
あ
り
方
を
問
題
と
す
る
。
こ
の
外
的
な
「
力
」

は
、
本
書
に
よ
れ
ば
幕
府
、
神
宮
、
朝
廷
、
住
民
組
織
な
ど
複
数
の
方
向
か
ら
加

え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
何
が
「
穢
れ
」
観
念
を
強
制
す
る
主
体
で
あ
る
の
か
は

確
定
で
き
な
い
。
し
か
し
同
時
に
、
多
方
向
か
ら
加
え
ら
れ
る
「
力
」
の
有
り
様

を
分
析
す
る
こ
と
で
「
穢
れ
」
観
念
の
政
治
的
・
社
会
的
基
盤
を
明
ら
か
に
し
た

こ
と
に
こ
そ
、
本
書
の
歴
史
学
的
な
説
得
力
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

で
は
、
本
書
が
明
ら
か
に
し
た
近
世
の
「
穢
れ
」
観
念
の
特
色
と
は
何
で
あ
ろ

う
か
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
触
穢
規
定
の
適
用
に
対
し
て
、
幕
府
権
力
と

神
宮
・
地
域
住
民
と
の
間
で
し
ば
し
ば
生
じ
た
意
識
の
ズ
レ
で
あ
る
（
３
）
。
例
え
ば
、

神
宮
領
に
お
い
て
、
仏
教
は
葬
礼
に
関
係
す
る
が
ゆ
え
に
「
穢
れ
」
と
し
て
排
除

さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
本
書
四
章
に
よ
れ
ば
「
三
祭
礼
時
の
僧
侶
の
参
宮
や
宮
城

に
建
つ
寺
院
に
つ
い
て
問
題
視
し
た
の
は
、
神
宮
側
で
は
な
く
歴
代
の
山
田
奉
行

で
あ
っ
た
（
４
）
」。
ま
た
、
神
宮
領
で
は
被
差
別
民
と
の
「
同
火
」
事
件
が
し
ば
し
ば

生
じ
、「
穢
れ
」
の
観
点
か
ら
問
題
と
さ
れ
て
い
る
が
、
神
宮
お
よ
び
地
域
住
民

は
被
差
別
民
に
対
し
て
そ
れ
ほ
ど
強
い
忌
避
感
を
示
し
た
わ
け
で
は
な
く
、「
被

差
別
民
が
宇
治
・
山
田
で
「
同
火
」
し
た
こ
と
が
咎
め
ら
れ
、
禁
忌
規
定
が
出
さ

れ
る
に
至
っ
た
の
に
は
、
直
接
的
に
は
触
穢
に
過
敏
と
言
わ
れ
る
伊
勢
神
宮
自
体

で
は
な
く
、
山
田
奉
行
の
意
向
こ
そ
が
大
き
か
っ
た
（
５
）
」
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、

「
幕
府
の
遠
国
奉
行
の
山
田
奉
行
は
、
し
ば
し
ば
規
定
を
運
用
で
融
通
を
利
か
せ

る
シ
ス
テ
ム
に
理
解
を
示
さ
ず
、
厳
密
な
遵
守
を
求
め
た
（
６
）

」
の
に
対
し
て
、
神
宮
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お
よ
び
地
域
住
民
の
側
は
、
む
し
ろ
触
穢
規
定
が
原
則
通
り
適
用
さ
れ
な
い
よ
う

に
柔
軟
な
運
用
を
行
お
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

人
間
の
生
死
の
よ
う
な
特
定
の
不
定
期
的
事
象
に
対
し
て
社
会
全
体
で
忌
避
感

が
生
じ
る
の
が
触
穢
観
念
の
特
質
で
あ
る
が
、
そ
の
観
念
が
地
域
の
社
会
生
活
の

一
部
ま
た
は
全
部
を
阻
害
す
る
恐
れ
が
あ
る
場
合
、
神
宮
お
よ
び
地
域
住
民
は
触

穢
観
念
が
原
則
通
り
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
忌
避
し
よ
う
と
し
た
。
こ
こ
に
見
ら

れ
る
、
忌
避
の
忌
避
と
で
も
い
う
べ
き
矛
盾
し
た
姿
勢
は
、
塚
本
氏
が
「
神
宮
は

被
差
別
民
の
穢
れ
に
つ
い
て
意
外
な
程
の
寛
容
さ
を
見
せ
て
い
る
（
７
）
」
と
い
う
よ
う

に
、
時
と
場
合
に
よ
っ
て
、「
穢
れ
」
を
生
じ
さ
せ
る
事
象
に
対
す
る
寛
容
さ
と

し
て
表
出
さ
れ
た
。
そ
の
一
方
で
、
本
書
五
章
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
幕
府
は

「
穢
れ
」
の
発
生
を
避
け
る
意
図
か
ら
、
被
差
別
民
が
神
宮
領
に
侵
入
し
て
宿

泊
・
飲
食
を
行
う
こ
と
を
禁
じ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
、「
穢
れ
」
の
排
除

が
被
差
別
民
へ
の
社
会
的
差
別
を
助
長
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
塚
本
氏
の
議
論
は
、
政
治
権
力
が
地
域
の
人
々
に

「
穢
れ
」
観
念
を
強
制
し
て
部
落
差
別
を
補
強
す
る
主
体
と
し
て
機
能
し
て
い
た

と
い
う
、
新
し
い
近
世
政
治
起
源
説
の
一
種
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
（
８
）
。
そ
も
そ

も
、
中
世
以
前
に
お
い
て
「
穢
れ
」
と
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
人
々
が
被

差
別
民
と
な
っ
た
と
い
う
説
と
、
そ
れ
ら
の
人
々
に
対
す
る
社
会
的
差
別
を
近
世

の
政
治
権
力
が
補
強
し
た
と
い
う
説
と
は
、
必
ず
し
も
相
互
に
矛
盾
す
る
も
の
で

は
な
い
。
こ
れ
ら
両
説
の
見
か
け
上
の
対
立
を
、
塚
本
氏
は
、「
前
近
代
に
お
い

て
、
神
道
が
穢
れ
を
忌
避
す
る
観
念
は
社
会
的
な
差
別
と
は
別
物
で
あ
り
、
外
的

な
力
が
そ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
で
差
別
的
に
な
り
得
る
に
す
ぎ
な
い
（
９
）
」
と
い
う
結

論
に
よ
っ
て
見
事
に
止
揚
し
て
み
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
操
作
に
よ
っ
て
、

「
穢
れ
」
へ
の
忌
避
感
と
社
会
的
差
別
と
は
学
術
的
に
明
確
に
区
別
さ
れ
る
だ
け

で
な
く
、「
封
建
的
身
分
存
在
と
し
て
の
被
差
別
民
に
対
し
て
、
神
社
が
神
社
特

有
の
観
念
か
ら
、
よ
り
一
層
の
差
別
を
及
ぼ
し
た
（
１０
）
」
と
い
う
部
落
史
上
の
固
定
観

念
に
つ
い
て
も
、
再
考
の
必
要
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

従
来
、
近
世
政
治
起
源
説
を
主
張
し
て
い
た
論
者
た
ち
は
、
権
力
に
よ
る
身
分

編
成
と
「
穢
れ
」
観
念
と
の
関
わ
り
を
明
確
に
説
明
し
て
こ
な
か
っ
た
。
二
〇
〇

〇
年
前
後
ご
ろ
、「
穢
れ
」
起
源
説
に
対
し
て
彼
ら
が
述
べ
た
の
は
、
近
世
前
期

に
幕
藩
権
力
が
「
穢
れ
」
を
包
み
込
む
形
で
「
穢
多
」
身
分
を
作
っ
た
の
で
あ
り
、

近
世
政
治
起
源
説
は
間
違
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
（
１１
）
。
し
か
し
、
こ

の
議
論
で
は
触
穢
体
系
に
お
け
る
「
穢
れ
」
と
身
分
体
系
に
お
け
る
「
穢
れ
」
が

明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
単
純
に
考
え
て
も
、
人
間
の
生
死
な
ど
に

よ
っ
て
生
じ
る
「
穢
れ
」
は
一
時
的
・
空
間
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
被
差
別
民

が
負
わ
さ
れ
て
い
る
「
穢
れ
」
は
半
永
久
的
・
人
格
的
で
あ
り
、
両
者
の
性
質
は

根
本
的
に
異
な
る
。
な
ぜ
、
前
者
の
「
穢
れ
」
か
ら
後
者
の
「
穢
れ
」
が
生
じ
る

の
か
。
そ
れ
を
明
確
に
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、「
穢
れ
」
起
源
説
や
、

そ
れ
に
反
論
し
た
近
世
政
治
起
源
説
論
者
の
議
論
の
弱
さ
が
あ
っ
た
と
も
い
え
る

だ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
塚
本
氏
は
、
身
分
体
系
に
お
け
る
「
穢
れ
」
と
は
区
別
さ
れ

る
、
触
穢
体
系
に
お
け
る
「
穢
れ
」
の
社
会
的
機
能
を
実
証
的
に
追
究
し
、
そ
こ

に
政
治
権
力
側
の
強
い
秩
序
意
識
が
働
い
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
以
上

の
点
は
、
近
世
の
政
治
権
力
と
部
落
差
別
の
関
係
を
考
え
る
た
め
の
重
要
な
問
題

提
起
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

四
、
本
書
の
課
題

最
後
に
、
本
書
を
踏
ま
え
た
う
え
で
今
後
の
研
究
の
展
望
に
つ
い
て
述
べ
て
お

く
。
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触
穢
観
念
と
部
落
差
別
の
関
係
に
関
し
て
、
本
書
が
十
分
に
論
じ
き
れ
て
い
な

い
と
感
じ
ら
れ
る
点
は
、
大
き
く
い
っ
て
二
つ
あ
る
。
第
一
に
、
塚
本
氏
自
身
も

述
べ
る
よ
う
に
（
１２
）
、
本
書
が
対
象
と
し
た
の
は
あ
く
ま
で
神
宮
領
と
い
う
特
異
な
空

間
で
の
事
象
で
あ
り
、
一
般
の
都
市
や
農
村
の
場
合
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
な
い
点
で
あ
る
。
第
二
に
、
触
穢
体
系
に
お
け
る
「
穢
れ
」
が
、「
穢
多
」

と
い
う
身
分
存
在
に
対
し
て
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
の
か
が
明
ら
か
で

な
い
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
書
の
主
張
が
一
層
説
得
力
を
も
つ
た
め
に
は
、

神
宮
領
外
に
お
け
る
触
穢
観
念
の
事
例
が
比
較
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
べ

き
で
あ
っ
た
し
、
そ
れ
を
題
材
と
し
て
「
穢
多
」
身
分
の
社
会
的
特
質
に
つ
い
て

も
言
及
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
本
書
の
課
題
に
対
し
、
評
者
が
注
目
し
た
い
の
は
、
近
世
中
後

期
か
ら
近
代
に
か
け
て
被
差
別
部
落
が
神
社
で
の
祭
礼
か
ら
排
除
さ
れ
た
事
例
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
の
古
い
神
社
で
は
被
差
別
民
が
祭
礼
役
の
一
部
を
担
っ

た
が
（
１３
）
、
近
世
期
の
あ
る
時
点
で
祭
礼
か
ら
排
除
さ
れ
、
そ
れ
以
降
近
代
に
至
る
ま

で
氏
子
に
参
加
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
１４
）
。
こ
う
し
た
事
例
は
各
地
で

い
く
つ
も
観
測
さ
れ
て
い
る
。

管
見
の
限
り
、
被
差
別
民
排
除
に
至
る
経
緯
が
最
も
詳
し
く
わ
か
る
事
例
は
、

摂
津
国
兵
庫
津
（
現
神
戸
市
中
央
区
）
に
位
置
す
る
生
田
神
社
の
も
の
で
あ
る
。

生
田
神
社
で
は
、
寛
永
一
六
（
一
六
三
九
）
年
以
来
、
近
隣
の
風
呂
谷
村
・
西
筒

井
村
の
か
わ
た
が
神
輿
か
つ
ぎ
と
先
払
い
を
担
っ
て
い
た
が
、
元
文
元
（
一
七
三

六
）
年
に
な
っ
て
、「
穢
れ
」
を
理
由
と
し
て
祭
礼
か
ら
排
除
さ
れ
た
（
１５
）
。
以
下
、

限
ら
れ
た
史
料
か
ら
で
は
あ
る
が
、
こ
の
事
例
を
簡
単
に
紹
介
・
検
討
し
、
本
書

に
対
す
る
評
者
な
り
の
応
答
を
試
み
る
こ
と
と
し
よ
う
。

元
文
元
年
八
月
一
六
日
、
両
か
わ
た
村
の
名
主
ら
は
、
同
年
に
な
っ
て
突
然
神

輿
か
つ
ぎ
を
妨
害
さ
れ
た
と
し
て
、「
御
奉
行
」（
尼
崎
藩
の
兵
庫
津
奉
行
か
）
に

訴
状
を
提
出
し
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
両
か
わ
た
村
は
寛
永
一
六
年
以
来
間
違
い

な
く
神
輿
を
か
つ
い
で
き
た
が
、「
此
度
神
輿
新
ニ
成
候
ヘ
ハ
、
私
共
ニ
か
ゝ
せ

候
而
ハ
穢
敷
由
被
申
候
。
此
度
俄
ニ
穢
敷
抔
と
被
申
候
段
何
共
得
其
意
不
申
候
（
１６
）
」、

つ
ま
り
新
調
し
た
ば
か
り
の
神
輿
に
対
し
て
「
穢
」
ら
わ
し
い
か
ら
と
い
う
理
由

で
神
輿
を
か
つ
が
せ
て
も
ら
え
な
く
な
り
、
困
惑
し
て
い
る
と
い
う
。
神
輿
か
つ

ぎ
を
妨
害
し
た
主
体
は
こ
こ
で
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
両
か
わ
た
村
は
「
私
共

同
シ
類
の
者
共
御
神
�
ニ
罷
出
候
義
ハ
、
私
共
ニ
不
限
国
々
所
々
ニ
多
く
御
座
候
。

先
例
之
格
を
以
所
々
之
穢
多
共
自
今
相
勤
候
（
１７
）
」
と
、
他
国
で
も
か
わ
た
村
が
神
事

に
参
加
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
、
他
の
か
わ
た
村
と
の
関
係
上
、
祭
礼
参
加
を
や

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
し
た
（
１８
）
。

こ
の
訴
訟
に
対
す
る
奉
行
側
の
対
応
は
、「
其
方
共
往
古
�
神
輿
舁
来
候
由
緒

書
攷
又
ハ
何
ニ
而
も
其
請
ニ
可
相
成
物
、
有
之
候
哉
と
御
尋
被
為
成
候
（
１９
）
」、
つ
ま

り
、
昔
か
ら
両
か
わ
た
村
が
神
輿
か
つ
ぎ
を
任
さ
れ
て
い
た
証
拠
を
提
出
し
ろ
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
文
面
に
み
る
限
り
、
奉
行
側
は
、
か
わ
た
が
神
社
祭

礼
に
「
穢
れ
」
を
持
ち
込
む
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
全
く
問
題
と
し
て
い
な
い
。

神
宮
領
に
お
け
る
「
穢
れ
」
の
排
除
に
こ
だ
わ
っ
た
幕
府
山
田
奉
行
の
対
応
と
は

異
な
り
、
生
田
神
社
の
事
例
で
は
、
奉
行
側
の
関
心
の
対
象
は
あ
く
ま
で
歴
史
的

事
実
の
確
認
に
あ
り
、「
穢
れ
」
を
特
段
重
視
し
て
は
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

問
題
は
、
両
か
わ
た
村
に
よ
る
神
輿
か
つ
ぎ
に
反
対
し
た
勢
力
の
な
か
に
、
同

じ
生
田
神
社
の
氏
子
で
あ
る
百
姓
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
有
力
氏
子
で

あ
っ
た
奥
平
野
村
の
八
郎
兵
衛
は
、
自
ら
の
手
元
に
あ
っ
た
「
今
年
�
神
事
之
神

輿
兵
庫
江
相
渡
シ
不
申
」
と
い
う
内
容
の
書
面
を
兵
庫
津
名
主
七
郎
右
衛
門
に
証

拠
と
し
て
提
出
し
た
。
ま
た
、
坂
本
村
の
甚
助
と
い
う
人
物
か
ら
も
、
両
か
わ
た

村
の
言
い
分
が
疑
わ
れ
る
根
拠
と
し
て
一
年
間
の
日
記
が
提
出
さ
れ
た
（
２０
）
。
い
ず
れ

も
、
両
か
わ
た
村
か
ら
神
輿
か
つ
ぎ
の
権
利
を
奪
う
た
め
の
行
動
で
あ
っ
た
。
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で
は
、
彼
ら
は
な
ぜ
両
か
わ
た
村
の
神
輿
か
つ
ぎ
を
否
定
し
た
の
か
。
か
わ
た

側
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
っ
た
。

一
、
浜
先
キ
江
御
幸
之
参
物
、
天
気
能
キ
時
ハ
鳥
目
拾
貫
文
余
、
雨
天
御
座

候
得
者
鳥
目
七
貫
文
余
、
尤
先
年
兵
庫
津
和
田
崎
江
御
幸
之
節
者
鳥
目
七

拾
貫
文
余
茂
御
座
候
様
ニ
申
伝
ニ
承
及
候
。
然
ル
共
近
年
者
和
田
崎
江
御

幸
茂
無
御
座
、
浜
先
キ
迄
之
御
幸
ニ
而
参
物
如
此
御
座
候
を
私
共
両
村
江

受
納
仕
、
神
事
通
神
輿
舁
之
人
数
相
集
り
御
神
酒
頂
戴
之
料
与
仕
義
、

年
々
無
恙
相
勤
候
義
、
偏
ニ
御
神
意
ニ
相
叶
候
ト
難
有
可
奉
存
候
。
然
ル

処
ニ
此
度
ニ
限
穢
敷
抔
与
被
申
候
衆
中
右
之
参
物
ニ
心
を
掛
ケ
候
�
ヶ
様

相
妨
申
候
。
右
之
段
々
被
為
聞
召
上
先
規
之
通
ニ
被
為
仰
付
被
下
候
様
ニ

乍
恐
奉
願
上
候
（
２１
）
。

す
な
わ
ち
、
か
わ
た
は
神
輿
を
か
つ
ぐ
こ
と
で
「
参
物
」
を
得
て
お
り
、
浜
先
ま

で
な
ら
晴
れ
た
日
で
一
〇
貫
文
、
雨
の
日
で
七
貫
文
、
和
田
崎
ま
で
な
ら
七
〇
貫

文
と
い
う
金
銭
の
収
入
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
神
輿
を
か
つ
ぐ
人
々
の
酒
代
に
充

て
ら
れ
て
い
た
の
だ
が
、
一
部
の
氏
子
は
こ
の
「
参
物
」
を
欲
し
が
り
、
か
わ
た

の
「
穢
」
ら
わ
し
さ
を
理
由
に
し
て
神
輿
か
つ
ぎ
を
妨
害
し
よ
う
と
し
た
の
だ
と

い
う
。
以
上
は
か
わ
た
村
側
の
主
張
で
あ
る
が
、
こ
の
主
張
が
正
し
け
れ
ば
、

「
穢
れ
」
を
理
由
に
し
た
か
わ
た
村
へ
の
排
除
は
実
際
に
は
金
銭
を
目
的
と
し
た

利
権
争
い
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
結
局
、
氏
子
側
の
主
張
が
認
め
ら
れ
、
か
わ
た

村
は
神
輿
か
つ
ぎ
か
ら
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
。

以
上
の
経
緯
か
ら
何
が
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
争
論
に
お
い
て
、「
穢
れ
」

は
利
権
争
い
の
口
実
に
す
ぎ
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
か
わ
た
を
祭
礼
か
ら
排
除
す
る

根
拠
と
し
て
「
穢
れ
」
が
使
わ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
百
姓
た

ち
が
日
頃
か
ら
か
わ
た
を
「
穢
れ
」
た
存
在
と
見
な
し
て
い
た
と
結
論
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
百
姓
た
ち
が
「
穢
れ
」
を
理
由
に
し
て
か
わ
た
を
排
除

し
よ
う
と
す
れ
ば
そ
れ
が
認
め
ら
れ
て
し
ま
う
程
度
に
は
、
一
八
世
紀
前
半
の
日

本
社
会
に
は
「
穢
れ
」
観
念
が
浸
透
し
て
い
た
こ
と
を
、
こ
の
事
例
は
示
し
て
い

る
。触

穢
観
念
と
部
落
差
別
と
を
短
絡
的
に
結
び
つ
け
る
思
考
が
誤
り
で
あ
る
こ
と

を
塚
本
氏
は
示
し
た
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
両
者
は
全
く
無
関
係
の
事
象
だ
と

理
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
本
書
の
正
し
い
読
解
と
は
い
え
な
い
。
か
わ
た
の
存

在
と
「
穢
れ
」
観
念
と
は
、
近
世
社
会
に
生
き
る
人
々
の
日
常
的
感
覚
の
な
か
で
、

基
本
的
に
は
区
別
さ
れ
つ
つ
、
何
ら
か
の
繋
が
り
を
も
つ
事
象
だ
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、「
穢
多
」
と
い
う
身
分
表
記
が
あ
れ
ほ
ど
一
般
的
に
用

い
ら
れ
た
理
由
が
十
分
に
説
明
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
生
田
神
社
の
氏
子
が
か
わ
た
身
分
を
指
し
て
「
穢
敷
」
と
言
っ
た
と
き
、

そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
ら
が
主
張

す
る
か
わ
た
の
「
穢
」
ら
わ
し
さ
と
、
人
の
生
死
な
ど
に
よ
っ
て
生
じ
る
「
穢

れ
」
と
は
同
じ
も
の
か
。
両
者
が
別
物
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
何
が
ど
の
よ
う
に

違
う
の
か
。
門
外
漢
で
あ
る
評
者
は
、
こ
れ
ら
の
問
い
に
対
し
て
正
確
に
答
え
る

能
力
を
も
っ
て
い
な
い
。
専
門
家
に
よ
る
解
明
を
待
ち
た
い
。

註（
１
）

辻
本
正
教
『
ケ
ガ
レ
意
識
と
部
落
差
別
を
考
え
る
』（
解
放
出
版
社
、
一

九
九
九
年
、
七
八
頁
）。

（
２
）

本
書
、
七
頁
。

（
３
）

山
田
奉
行
に
焦
点
を
当
て
て
近
世
神
宮
領
の
触
穢
観
念
を
検
討
し
た
先
行

研
究
に
、
白
山
芳
太
郎
「
山
田
奉
行
の
触
穢
思
想
」（
藤
原
暹
編
『
続
・
日

本
生
活
思
想
研
究
』
生
活
思
想
研
究
会
、
一
九
九
〇
年
）
が
あ
る
。
こ
れ
に

よ
る
と
、
寛
文
五
（
一
六
六
五
）
―
天
和
四
（
一
六
八
四
）
年
在
位
の
第
十
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代
山
田
奉
行
で
あ
る
桑
山
丹
後
守
貞
政
は
、「
仏
教
的
な
け
が
れ
を
排
除
し

よ
う
と
す
る
考
え
」
を
も
っ
て
、
寛
文
一
一
（
一
六
七
一
）
年
、
火
災
で
焼

失
し
た
寺
院
を
山
中
に
移
転
さ
せ
た
（
三
一
頁
）。

（
４
）

本
書
、
一
三
二
頁
。

（
５
）

本
書
、
一
五
四
頁
。

（
６
）

本
書
、
三
五
七
頁
。

（
７
）

本
書
、
一
六
三
頁
。

（
８
）

な
お
、
中
世
史
研
究
の
領
域
で
は
、
中
世
の
政
治
権
力
が
被
差
別
民
を
通

じ
て
「
穢
れ
」
観
念
を
強
化
し
て
い
た
と
い
う
議
論
は
、
必
ず
し
も
新
し
い

も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
丹
生
谷
哲
一
氏
は
、
一
九
八
〇
年
時
点
で
「
中
世

賤
民
制
が
ケ
ガ
レ＝

キ
ヨ
メ
の
構
造
に
よ
っ
て
特
質
づ
け
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
中
核
に
検
非
違
使
庁
が
存
在
し
た
こ
と
は
も
は
や
疑
い
な
い
」（「
検
非

違
使
と
キ
ヨ
メ
」、『
増
補

検
非
違
使
―
中
世
の
け
が
れ
と
権
力
―
』
平
凡

社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
〇
八
年
、
初
出
一
九
八
〇
年
、
六
七
頁
）
と
論
じ

て
い
る
。
こ
う
し
た
研
究
上
の
立
場
を
、
吉
田
勉
氏
は
「
穢
れ
の
国
家
管
理

論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
呼
ん
だ
が
（「
身
分
論
か
ら
差
別
論
・
穢
れ
論
・
境

界
論
・
地
域
社
会
論
へ
―
歴
史
学
・
民
俗
学
・
人
類
学
・
宗
教
学
な
ど
の
成

果
―
」、『
部
落
解
放
研
究
』
第
二
〇
〇
号
、
二
〇
一
四
年
三
月
、
七
四
頁
）、

同
様
の
立
場
が
近
世
史
研
究
の
領
域
で
主
張
さ
れ
る
こ
と
は
一
般
的
で
は
な

か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
塚
本
氏
の
著
作
は
中
世
史
研
究
と
近
世
史
研
究
と

の
対
話
の
可
能
性
を
開
く
も
の
で
も
あ
る
。

（
９
）

本
書
、
三
六
〇
頁
。

（
１０
）

本
書
、
一
四
二
頁
。

（
１１
）

寺
木
伸
明
『
近
世
身
分
と
被
差
別
民
の
諸
相
―
〈
部
落
史
の
見
直
し
〉
の

途
上
か
ら
―
』（
解
放
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
七
四
頁
）、
中
尾
健
次
「
近

世
に
お
け
る
ケ
ガ
レ
と
差
別
―
部
落
史
学
習
と
関
連
さ
せ
て
―
」（『
部
落
解

放
』
第
四
八
四
号
、
二
〇
〇
一
年
四
月
、
二
六
頁
）。

（
１２
）

本
書
、
三
六
〇
頁
。

（
１３
）

渡
邊
廣
「
賤
民
と
祭
礼
―
部
落
民
の
一
源
流
―
」（『
未
解
放
部
落
の
史
的

研
究
―
紀
州
を
中
心
と
し
て
―
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
三
年
）、
水
本
正

人
『
宿
神
思
想
と
被
差
別
部
落
―
被
差
別
民
が
な
ぜ
祭
礼
・
門
付
に
か
か
わ

る
の
か
―
』（
明
石
書
店
、
一
九
九
六
年
）、
上
野
茂
編
『
被
差
別
民
の
精
神

世
界
―
部
落
史
観
の
転
換
―
』（
明
石
書
店
、
一
九
九
六
年
）。

（
１４
）

落
合
重
信
『
近
世
部
落
の
中
世
起
原
』（
明
石
書
店
、
一
九
九
二
年
、
四

九
―
五
一
頁
）、
藤
沢
靖
介
「
神
社
と
被
差
別
部
落
の
関
係
を
考
え
る
」

（『
明
日
を
拓
く
』
第
六
九
・
七
〇
合
併
号
、
二
〇
〇
七
年
三
月
）、
芦
刈
政

治
「
被
差
別
民
衆
と
神
社
信
仰
」（『
お
お
い
た
部
落
解
放
史
』
第
一
〇
号
、

一
九
九
一
年
三
月
）。

（
１５
）

落
合
前
掲
書
、
五
〇
頁
。

（
１６
）
「
生
田
神
社
氏
子
神
輿
か
き
除
外
に
つ
き
嘆
願
」、
元
文
元
（
一
七
三
六
）

年
八
月
一
六
日
（
兵
庫
県
部
落
史
研
究
委
員
会
編
『
兵
庫
県
同
和
教
育
関
係

史
料
集
』
第
一
巻
、
兵
庫
県
同
和
教
育
協
議
会
、
一
九
七
二
年
、
四
五
三
頁
）。

（
１７
）

同
前
、
四
五
三
頁
。

（
１８
）

同
前
、
四
五
三
頁
。

（
１９
）
「
生
田
神
社
の
氏
子
神
輿
か
き
の
由
緒
」、
元
文
元
（
一
七
三
六
）
年
九
月

一
三
日
（『
兵
庫
県
同
和
教
育
関
係
史
料
集
』
第
一
巻
、
前
掲
、
四
五
四
頁
）。

（
２０
）
「
生
田
神
社
の
神
輿
に
つ
き
夙
村
と
出
入
訴
訟
」、
元
文
二
（
一
七
三
七
）

年
六
月
二
三
日
（『
兵
庫
県
同
和
教
育
関
係
史
料
集
』
第
一
巻
、
前
掲
、
四

五
六
頁
）。

（
２１
）

同
前
、
四
五
六
―
四
五
七
頁
。
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