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例
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性
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方
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る
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る
。

　

例
：
天
照
大
神
（
あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み
／
て
ん
し
ょ
う
だ
い
じ
ん
）、
ア
マ
テ
ラ
ス



変
容
す
る
聖
地
　
伊
勢





3　　序章 伊勢神宮（ブリーン）

序
章　

伊
勢
神
宮
―
―
変
容
の
歴
史
―
―

ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー
ン

　

伊
勢
神
宮
は
、
二
一
世
紀
の
日
本
の
最
も
重
要
な
聖
地
だ
と
い
え
よ
う
。
平
成
二
五
年
（
二
〇
一
三
）
の
出
来
事
を
思
い
起
こ
せ

ば
、
そ
う
い
う
結
論
に
な
る
。
こ
の
年
は
九
〇
〇
万
に
近
い
数
の
人
び
と
が
伊
勢
神
宮
を
訪
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
伊
勢

神
宮
が
七
世
紀
に
創
建
さ
れ
て
以
来
最
大
の
数
で
あ
る
。
周
知
の
こ
と
だ
が
、
平
成
二
五
年
は
特
別
な
年
で
あ
っ
た
。
二
〇
年
に
一

度
の
式
年
遷
宮
が
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
迎
え
た
か
ら
で
あ
る
。

　

式
年
遷
宮
と
は
、
定
め
ら
れ
た
年
（
式
年
）
に
神
様
が
社
殿
を
遷
る
こ
と
（
遷
宮
）
だ
が
、
そ
れ
に
関
わ
る
一
連
の
儀
礼
全
体
を

式
年
遷
宮
と
い
う
。「
遷
る
」
は
引
っ
越
す
意
味
だ
が
、
神
が
引
っ
越
す
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
伊
勢
に
は
神
様
が
祀
ら
れ

て
い
る
社
殿
が
複
数
あ
る
。
主
な
も
の
は
天

あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

照
大
神
が
祀
ら
れ
て
い
る
内な
い

宮く
う

と
豊と
よ

受う
け

大お
お

神か
み

が
祀
ら
れ
る
外げ

宮く
う

。
そ
れ
ぞ
れ
の
社
殿
が

建
っ
て
い
る
土
地
に
は
、
ま
っ
た
く
同
じ
規
模
の
空
地
が
隣
接
し
て
い
る
。
二
〇
年
ご
と
に
そ
の
空
地
に
新
し
い
社
殿
が
建
つ
。
建

っ
た
の
ち
に
神
様
は
古
く
な
っ
た
社
殿
か
ら
隣
接
す
る
新
し
い
社
殿
へ
と
引
っ
越
す
の
で
あ
る
。

■
二
一
世
紀
の
伊
勢
神
宮

　

平
成
二
五
年
の
こ
の
事
業
は
な
ん
と
五
七
〇
億
円
が
か
か
り
、
ま
た
一
四
、〇
〇
〇
本
も
の
檜
の
木
の
伐
採
を
必
要
と
し
た
。
一
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本
目
の
木
を
倒
し
て
か
ら
新
し
い
社
殿
が
で
き
る
ま
で
、
ま
た
社
殿
内
に
飾
る
装
し
よ
う

束ぞ
く

・
神し
ん

宝ぽ
う

を
職
人
が
金
、
漆
、
絹
を
も
っ
て
造
る

ま
で
、
さ
ら
に
募
金
活
動
の
開
始
か
ら
終
了
ま
で
、
お
よ
そ
八
年
間
も
の
歳
月
が
か
か
る
。
諸
儀
礼
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
神
様
が

実
際
に
引
っ
越
し
を
行
う
儀
礼
（
伊
勢
で
は
「
遷せ
ん

御ぎ
よ

」
と
い
う
）
そ
の
も
の
で
あ
る
。
内
宮
の
天
照
大
神
が
引
っ
越
す
遷
御
儀
礼
は
、

平
成
二
五
年
一
〇
月
二
日
の
夜
に
行
わ
れ
た
。
外
宮
の
豊
受
大
神
の
引
っ
越
し
は
、
同
五
日
夜
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
年
に
伊
勢
を
参
拝
し
た
人
び
と
の
参
拝
動
機
は
も
ち
ろ
ん
さ
ま
ざ
ま
で
あ
ろ
う
が
、
九
〇
〇
万
人
と
い
う
数
だ
け
で
も
伊
勢

神
宮
の
重
要
性
を
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
二
〇
年
前
の
式
年
遷
御
の
年
（
平
成
五
年
〈
一
九
九
三
〉）
の
参
拝
者
が
五
五
〇
万
人
だ
っ

た
の
と
比
較
す
れ
ば
、
そ
の
数
は
一
層
印
象
的
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
式
年
遷
宮
に
携
わ
る
必
要
経
費
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
は
国
民

の
寄
付
金
で
賄
っ
た
。
伊
勢
神
宮
は
二
一
世
紀
の
日
本
人
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
聖
地
で
あ
る
。

　

聖
地
の
重
要
性
を
一
般
の
日
本
人
と
の
関
係
の
み
で
測
る
な
ら
、
ほ
か
に
は
明
治
神
宮
の
よ
う
な
近
代
に
な
っ
て
で
き
た
聖
地
、

伏
見
稲
荷
の
よ
う
に
古
代
か
ら
存
在
す
る
聖
地
な
ど
大
勢
の
人
び
と
を
引
き
つ
け
る
神
社
や
お
寺
が
多
く
あ
る
。
伊
勢
は
し
か
し
日

本
の
聖
地
の
な
か
で
も
特
に
皇
室
と
の
関
係
性
が
深
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
も
平
成
二
五
年
の
式
年
遷
宮
全

体
を
見
れ
ば
よ
く
分
か
る
。

　

遷
宮
の
諸
儀
礼
は
平
成
の
今
上
天
皇
の
い
わ
ば
意
思
表
示
に
よ
り
平
成
一
七
年
（
二
〇
〇
五
）
に
開
始
さ
れ
た
。
そ
し
て
一
連
の

儀
礼
の
う
ち
主
な
も
の
は
平
成
二
六
年
（
二
〇
一
四
）
に
天
皇
と
皇
后
の
伊
勢
参
拝
を
も
っ
て
終
了
し
た
。
こ
の
間
、
天
皇
は
毎
年

伊
勢
神
宮
に
い
く
ら
か
寄
付
金
を
下
賜
さ
れ
た
。
伊
勢
神
宮
の
大
宮
司
が
数
回
天
皇
に
拝
謁
し
て
、
遷
宮
に
つ
い
て
協
議
を
行
っ
て

い
る
。
遷
御
儀
礼
が
行
わ
れ
た
一
〇
月
二
日
当
日
は
、
天
皇
は
東
京
の
皇
居
に
い
た
が
、
遠
く
か
ら
天
照
大
神
を
拝
ん
だ
。
そ
の
行

為
を
「
遙よ

う

拝は
い

」
と
い
う
が
、
天
皇
は
天
照
大
神
を
み
ず
か
ら
の
祖
先
と
し
て
遙
拝
し
た
の
で
あ
る
。

　

平
成
二
五
年
一
〇
月
二
日
、
内
宮
の
遷
御
行
列
は
興
味
深
い
も
の
だ
っ
た
。
大
宮
司
を
始
め
と
す
る
神
職
た
ち
の
他
に
臨
時
祭
主

の
黒
田
清
子
（
天
皇
の
第
一
皇
女
）、
そ
し
て
第
二
皇
子
の
秋
篠
宮
が
皇
室
の
代
表
と
し
て
参
列
し
て
い
た
。
同
じ
遷
御
行
列
に
は
他
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に
も
モ
ー
ニ
ン
グ
姿
の
内
閣
総
理
大
臣
安
倍
晋
三
お
よ
び
麻
生
太
郎
な
ど
閣
僚
八
人
も
加
わ
っ
て
い
た
。
安
倍
晋
三
は
遷
御
行
列
に

参
列
し
た
戦
後
初
の
総
理
大
臣
で
あ
る
。
唯
一
の
前
例
は
、
戦
前
の
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
の
遷
御
に
浜は
ま

口ぐ
ち

雄お

幸さ
ち

首
相
が
参
列
し

た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
二
一
世
紀
の
日
本
国
民
、
さ
ら
に
皇
室
、
そ
し
て
政
府
と
の
関
係
に
お
い
て
伊
勢
神
宮
は
極

め
て
大
切
な
聖
地
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
伊
勢
の
重
要
性
を
筆
者
が
こ
こ
で
ア
ピ
ー
ル
す
る
の
は
、
一
冊
の
本
を
な
ぜ
伊
勢
神
宮

の
歴
史
に
捧
げ
る
の
か
を
説
明
す
る
た
め
で
あ
る
。
伊
勢
が
重
要
な
聖
地
で
あ
る
だ
け
に
そ
の
歴
史
を
我
々
が
も
っ
と
知
ら
な
け
れ

ば
い
け
な
い
。

■
聖
地
の
不
変
性

　

い
ま
ひ
と
つ
冒
頭
で
主
張
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
伊
勢
神
宮
と
い
う
聖
地
が
常
に
変
容
す
る
存
在
で
あ
る
と
い
う

こ
と
だ
。
そ
れ
は
右
に
触
れ
た
首
相
の
姿
に
端
的
に
表
れ
た
。
首
相
の
参
列
は
遷
宮
全
体
に
、
ま
た
神
宮
そ
の
も
の
に
こ
れ
ま
で
に

な
か
っ
た
、
新
し
い
国
家
的
、
公
共
的
な
性
格
を
付
与
す
る
効
果
を
も
た
ら
し
た
。
二
〇
年
前
に
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
展

開
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
戦
後
の
伊
勢
神
宮
の
位
置
づ
け
は
変
容
し
つ
つ
あ
り
、
ま
た
戦
後
の
神
宮
は
法
的
に
見
て
も
戦
前

の
そ
れ
と
異
な
り
、
そ
し
て
ま
た
戦
前
の
神
宮
は
た
と
え
ば
国
家
、
社
会
と
の
関
係
に
お
い
て
も
江
戸
時
代
の
神
宮
と
大
き
く
異
な

る
。「
異
な
る
」
と
簡
単
に
い
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
伊
勢
神
宮
が
各
時
代
の
政
治
的
、
経
済
的
、
社
会
的
状
況
か
ら
影
響
を
常
に

受
け
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
考
え
て
み
れ
ば
常
識
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
た
だ
、
我
々
は
伊
勢
神
宮
が
変
容
す
る
聖
地

だ
と
い
う
「
神
宮
像
」
は
持
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
な
ぜ
だ
ろ
う
。

　

ひ
と
つ
に
は
伊
勢
神
宮
自
身
が
発
信
す
る
情
報
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
受
け
て
大
衆
に
情
報
を
発
信
す
る
メ
デ
ィ
ア
に
由
来
す
る
と

思
わ
れ
る
。
戦
後
の
神
宮
の
広
報
な
ど
は
た
と
え
ば
伊
勢
神
宮
を
「
日
本
人
の
原
点
」
や
「
日
本
人
の
心
の
ふ
る
さ
と
」
と
位
置
づ

け
て
き
た
。
い
ず
れ
も
根
本
的
に
「
変
わ
ら
な
い
も
の
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
神
宮
は
「
時
が
移
り
、
時
代
の
空
気
が
変
わ
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っ
て
も
永
遠
に
変
わ
る
こ
と
な
く
存
在
」
す
る
、
と
い
う
神
宮
に
対
す
る
信
奉
が
あ
る
。
そ
れ
を
さ
さ
え
る
も
の
と
し
て
、
式
年
遷

宮
と
い
う
古
代
に
遡
る
儀
式
が
連
綿
と
つ
づ
い
て
き
た
と
い
う
史
実

0

0

が
あ
る
。
式
年
遷
宮
は
「
日
本
人
が
日
本
人
で
あ
る
事
を
忘
れ

な
い
た
め
の
お
祭
り
」
で
「
再
生
を
つ
づ
け
る
こ
と
で
生
ま
れ
る
永
遠
性
」
を
有
し
、「
永
遠
に
若
さ
を
保
ち
続
け
る
」
装
置
で
あ

る
。
そ
し
て
遷
宮
は
「
永
遠
性
を
考
え
る
文
明
モ
デ
ル
」
な
ど
と
神
宮
の
広
報
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
に
書
か
れ
て
い
る
。
ご
く
最
近

「
常と

こ

若わ
か

」
と
い
う
表
現
が
神
宮
の
広
報
資
料
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
も
や
は
り
二
〇
年
ご
と
の
式
年
遷
宮
に
よ
っ
て
伊
勢
神
宮

が
つ
ね
に
若
い
、
い
つ
も
変
わ
ら
な
い
、
と
い
う
意
味
を
つ
た
え
る
も
の
で
あ
る
。

　

伊
勢
と
い
う
聖
地
が
変
わ
ら
な
い
、
原
点
で
あ
る
と
い
う
見
方
の
裏
に
は
神
話
の
存
在
も
当
然
あ
る
。
八
世
紀
の
『
日
本
書
紀
』

な
ど
の
神
話
に
よ
れ
ば
、
伊
勢
神
宮
は
神
が
神
の
た
め
に
創
っ
た
場
で
あ
る
。
神
が
創
っ
た
な
ら
人
間
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
り
、

根
本
的
に
影
響
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
伊
勢
神
宮
の
創
建
に
ま
つ
わ
る
神
話
は
ど
の

よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
を
確
認
し
た
い
が
、
神
話
の
骨
子
は
現
在
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
広
報
資
料
、
あ
る
い
は
伊
勢
の
徴

ち
よ
う

古こ

館か
ん

と
い

う
歴
史
博
物
館
な
ど
で
語
り
継
が
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
話
は
伝
説
的
な
存
在
で
あ
る
第
一
〇
代
天
皇
崇す

神じ
ん

の
時

代
に
遡
る
。

　

歴
代
天
皇
は
宮
殿
内
に
お
い
て
祖
先
神
の
天
照
大
神
を
祀
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
崇
神
天
皇
が
即
位
し
て
か
ら
六
年
た
っ
た

と
こ
ろ
で
疫
病
が
天
下
に
発
生
し
て
、
数
多
く
の
死
者
を
出
し
た
。
天
皇
は
そ
れ
を
天
照
大
神
の
祟
り
と
考
え
、
そ
の
「
勢
い
」
を

恐
れ
る
あ
ま
り
、
と
も
に
す
ま
う
こ
と
に
大
変
な
不
安
を
感
じ
、
皇
居
か
ら
外
へ
と
遷
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
実
に
恐
ろ
し
い
天
照

大
神
を
豊

と
よ
す
き
い
り
ひ
め
の
み
こ
と

鍬
入
姫
命
に
委
託
し
、
大
和
国
の
笠か
さ

縫ぬ
い
の

邑む
ら

と
い
う
と
こ
ろ
に
祀
ら
せ
る
こ
と
と
し
た
。『
日
本
書
紀
』
は
理
由
を
い
わ
な

い
が
、
天
照
大
神
は
次
代
天
皇
垂す

い

仁に
ん

の
世
に
な
っ
て
ま
た
も
動
き
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
天
皇
は
こ
の
神
を
今
度
は
倭
や
ま
と

姫ひ
め
の

命み
こ
とに
委

託
し
た
が
、
倭
姫
命
が
諸
国
を
回
っ
て
伊
勢
国
に
た
ど
り
着
く
や
、
天
照
大
神
は
、「
こ
こ
は
大
和
に
近
い
、
美
し
い
国
だ
（「
傍
国

可
怜
国
」）、
こ
の
国
に
い
た
い
」
と
告
げ
た
。
倭
姫
命
は
そ
の
意
志
を
尊
重
し
、
五い

十す

鈴ず

川
の
ほ
と
り
に
「
斎さ
い

宮ぐ
う

」
を
創
建
し
た
、
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そ
れ
を
「
磯
い
そ
の

宮み
や

」
と
い
う
、
と
神
話
に
あ
る
。

　

以
上
は
八
世
紀
の
『
日
本
書
紀
』
が
語
る
内
宮
の
創
建
神
話
だ
が
、
外
宮
に
も
お
な
じ
く
天
照
大
神
の
意
志
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ

た
と
い
う
物
語
は
あ
る
。
そ
れ
は
『
日
本
書
紀
』
に
は
な
く
、
平
安
時
代
初
年
の
『
止と

由ゆ

気け

宮ぐ
う

儀ぎ

式し
き

帳ち
よ
う』
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
舞
台
は
五
世
紀
に
実
存
し
た
雄ゆ

う

略り
や
く

天
皇
の
時
代
だ
が
、
天
照
大
神
は
天
皇
の
夢
に
現
れ
、
丹
波
国
に
祀
ら
れ
て
い
る
等と

由よ
う

気け
の

大お
お

神か
み

を
伊
勢
に
つ
れ
て
き
て
ほ
し
い
、
こ
の
神
が
側
に
い
る
な
ら
辛
い
こ
と
が
な
く
な
る
し
、
食
事
に
困
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
、

と
告
げ
た
。
雄
略
天
皇
は
し
た
が
っ
て
そ
の
神
を
丹
波
か
ら
伊
勢
に
遷
す
こ
と
に
決
め
た
。
今
日
い
う
と
こ
ろ
の
外
宮
が
成
立
し
た

経
緯
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
創
建
神
話
、
つ
ま
り
聖
地
が
神
の
意
志
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
と
い
う
話
は
、
聖
地
に

つ
き
も
の
で
あ
る
。
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
聖
地
は
神
が
創
り
、
神
が
定
め
た
場
で
あ
る
と
語
り
つ
が
れ
、
人
間
の
時
間
と
空
間
を
超

越
し
た
性
格
を
も
つ
と
さ
れ
て
い
る
。

■
変
容
す
る
聖
地
を
め
ぐ
っ
て

　

い
ま
ひ
と
つ
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
学
界
に
お
け
る
研
究
に
つ
い
て
だ
。
我
々
は
変
容
す
る
聖
地
と
し
て
の

神
宮
像
を
い
だ
い
て
い
な
い
と
先
に
述
べ
た
が
、
原
因
は
学
界
に
も
あ
る
。
つ
ま
り
研
究
者
は
こ
れ
ま
で
は
う
つ
り
変
わ
る
、
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
な
神
宮
像
を
描
い
て
こ
な
か
っ
た
。
古
代
史
の
研
究
者
は
伊
勢
の
古
代
を
、
中
世
史
の
研
究
者
は
伊
勢
の
中
世
を
、
そ
し

て
近
世
史
の
研
究
者
は
伊
勢
の
近
世
を
そ
れ
ぞ
れ
の
観
点
か
ら
論
じ
て
き
た
（
近
現
代
の
伊
勢
に
つ
い
て
の
研
究
に
い
た
っ
て
は
皆
無
に

近
い
状
態
に
あ
る
）。
優
れ
た
研
究
業
績
が
多
く
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
し
か
し
、
時
代
（
た
と
え
ば
古
代
と
中
世
、
中
世
と
近

世
な
ど
）
を
ま
た
ぐ
研
究
は
少
な
く
、
古
代
、
中
世
、
近
世
の
伊
勢
が
ど
の
よ
う
な
社
会
的
影
響
を
受
け
、
ど
の
よ
う
に
変
貌
し
て

き
た
の
か
と
い
っ
た
視
点
か
ら
の
研
究
は
な
か
な
か
見
当
た
ら
な
い
。

　

こ
の
研
究
状
況
は
伊
勢
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
し
、
ま
た
日
本
の
学
界
だ
け
に
み
ら
れ
る
欠
点
で
も
な
い
。
欧
米
等
に
も
み
ら
れ
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る
問
題
で
あ
る
。
聖
地
の
研
究
は
二
〇
世
紀
の
前
半
か
ら
盛
ん
に
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
研
究
に
も
時
間
軸
が
大
い
に
欠
け
て
い

る
。
ア
メ
リ
カ
の
宗
教
学
者
ジ
ョ
ン
・
コ
リ
ガ
ン
氏
は
、
聖
地
の
研
究
を
「
時
間
軸
に
つ
な
ぎ
止
め
る
試
み
」
が
ほ
と
ん
ど
見
受
け

ら
れ
な
い
と
嘆
く
。「（
聖
地
の
）
先
端
的
研
究
は
空
間
の
み
の
分
析
で
な
く
時
間
の
分
析
も
ま
す
ま
す
必
要
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て

き
て
い
る
」
と
主
張
し
た
の
は
つ
い
最
近
の
二
〇
〇
九
年
で
あ
る
〔Corrigan 2009: 172

〕。
オ
ラ
ン
ダ
の
宗
教
学
者
ア
イ
ケ
・
ロ
ー

ツ
氏
は
、
一
〇
年
程
前
か
ら
時
間
的
な
軸
を
設
け
た
研
究
が
徐
々
に
現
れ
つ
つ
あ
る
と
指
摘
す
る
が
、
聖
地
が
社
会
的
に
、
歴
史
的

に
創
出
さ
れ
、
ま
た
社
会
的
環
境
に
よ
っ
て
も
条
件
づ
け
ら
れ
る
、
と
い
う
基
本
的
な
事
実
を
認
識
し
た
研
究
が
極
め
て
少
な
い
こ

と
を
慨
嘆
す
る
〔Rots 2013: 36

〕。
要
は
、
ス
ミ
ス
〔Sm

ith 2004

〕、
ト
ウ
ィ
ー
ド
〔T

w
eed 2006

〕、
ロ
ー
ツ
〔Rots 2013

〕
ら
の

ご
く
一
部
の
業
績
を
除
い
て
、
聖
地
の
歴
史
的
変
遷
に
着
目
し
た
研
究
は
い
ま
だ
に
な
い
。

　

本
書
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
、
歴
史
に
根
ざ
し
た
研
究
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
伊
勢
神
宮
を
、
歴
史
を
超
越
し
た
不
変
の
存
在

と
し
て
で
は
な
く
、
長
い
歴
史
の
ス
パ
ン
を
と
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
転
換
期
に
お
い
て
多
様
な
観
点
か
ら
伊
勢
神
宮
に
焦
点
を
絞
り
、

そ
の
歴
史
的
豊
か
さ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
こ
そ
本
書
の
狙
い
で
あ
る
。
伊
勢
は
政
治
的
、
経
済
的
、
社
会
的
、
宗
教
思
想
的
な
影

響
を
常
に
受
け
て
き
た
し
、
そ
れ
ら
の
影
響
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
再
形
成
さ
れ
て
き
た
聖
地
だ
と
、
本
書
は
主
張
す
る
。
本
書
は

そ
の
目
的
を
も
っ
て
古
代
か
ら
中
世
、
近
世
、
近
代
を
経
て
戦
後
ま
で
の
時
間
軸
を
中
心
に
設
定
し
、
伊
勢
神
宮
の
移
り
変
わ
る
姿

を
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
本
書
に
収
め
た
個
別
の
論
文
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
、
ど
の
よ
う
な

神
宮
像
を
描
い
て
い
る
の
か
を
次
に
紹
介
し
よ
う
。

■
伊
勢
の
創
建
と
古
代
的
展
開

　

現
在
の
伊
勢
神
宮
で
は
、
先
に
触
れ
た
『
日
本
書
紀
』
の
神
話
を
字
義
通
り
に
解
釈
し
て
、
神
宮
の
創
建
過
程
に
つ
い
て
、
崇
神

天
皇
の
時
代
に
始
ま
り
、
垂
仁
天
皇
の
時
代
に
完
成
し
た
と
い
う
立
場
を
と
る
。
つ
ま
り
、
創
建
そ
の
も
の
を
垂
仁
天
皇
の
時
代
の
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紀
元
前
四
年
と
す
る
。
考
古
学
は
こ
の
説
に
つ
い
て
何
を
教
え
て
く
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
山
中
章
氏
が
「
考
古
学
か
ら
み
た
伊
勢
神

宮
の
起
源

―
ヤ
マ
ト
王
権
の
伊
勢
支
配

―
」
に
お
い
て
と
り
あ
げ
る
課
題
で
あ
る
。
山
中
氏
は
、
弥
生
時
代
創
建
説
を
根
拠
の

な
い
も
の
と
退
け
る
。
大
和
王
権
が
六
世
紀
後
半
に
な
っ
て
伊
勢
地
方
と
深
い
関
係
を
作
っ
た
こ
と
は
事
実
だ
が
、
こ
の
段
階
で
も

伊
勢
神
宮
が
ま
だ
存
在
し
な
い
と
山
中
氏
は
い
う
。
氏
は
む
し
ろ
神
宮
の
成
立
を
壬
申
の
乱
（
六
七
二
年
）
と
関
連
づ
け
て
議
論
す

る
。
壬
申
の
乱
の
直
前
に
大お

お
あ
ま
の

海
人
皇お
う

子じ

が
迹と

太お

川が
わ

で
天
照
大
神
を
遙
拝
し
た
こ
と
、
ま
た
乱
直
後
に
天
皇
が
皇
女
を
伊
勢
に
派
遣
し

た
こ
と
が
『
日
本
書
紀
』
に
み
え
る
が
、
こ
れ
こ
そ
王
権
が
伊
勢
に
神
宮
を
建
て
た
始
ま
り
だ
と
み
る
。

　

山
中
氏
は
こ
の
よ
う
な
文
献
の
記
述
に
加
え
、
考
古
学
的
成
果
を
も
っ
て
天
武
天
皇
の
時
代
に
創
立
を
位
置
づ
け
る
が
、
ヘ
ル
マ

ン
・
オ
ー
ム
ス
氏
は
「
伊
勢
に
見
え
隠
れ
す
る
仏
教　

七
六
六
～
七
八
〇
」
で
同
じ
立
場
を
と
る
。
オ
ー
ム
ス
氏
は
伊
勢
神
宮
を
天

武
天
皇
、
持
統
天
皇
が
あ
た
ら
し
く
打
ち
立
て
た
「
儀
礼
国
家
」
も
し
く
は
「
宗
教
国
家
」
の
重
大
な
構
成
要
素
と
す
る
。
天
武
・

持
統
両
天
皇
は
、
権
力
と
は
儀
礼
と
宗
教
の
是
認
が
な
け
れ
ば
正
統
性
を
欠
く
も
の
だ
と
理
解
し
、
み
ず
か
ら
の
起
源
を
太
陽
神
に

も
と
め
、
そ
し
て
そ
の
神
に
関
わ
る
儀
礼
や
神
話
を
創
出
し
た
、
と
い
う
の
が
オ
ー
ム
ス
氏
の
主
張
で
あ
る
。

　

古
代
の
儀
礼
国
家
に
は
、
変
容
す
る
性
格
が
あ
る
。
そ
の
性
格
は
た
と
え
ば
八
世
紀
に
な
っ
て
仏
教
を
包
摂
し
、
ま
た
伊
勢
に
お

い
て
神
宮
寺
を
つ
く
っ
た
こ
と
に
も
み
え
る
と
い
う
。
小
倉
慈
司
氏
は
「『
延
喜
式
』
制
以
前
の
伊
勢
神
宮

―
八
～
九
世
紀
の
内

宮
と
外
宮
を
め
ぐ
っ
て

―
」
で
奈
良
・
平
安
時
代
（
八
世
紀
か
ら
九
世
紀
以
降
）
の
古
代
的
伊
勢
神
宮
を
考
察
す
る
が
、
内
宮
と
外

宮
そ
し
て
そ
の
う
え
に
た
っ
た
大だ

い

神じ
ん

宮ぐ
う

司じ

の
関
係
を
論
じ
る
。
伊
勢
の
内
宮
と
外
宮
は
実
は
古
代
か
ら
近
世
を
へ
て
明
治
維
新
期
ま

で
敵
対
的
な
関
係
に
あ
り
、
互
い
に
何
度
も
訴
訟
を
起
こ
し
、
と
き
に
は
武
力
を
も
っ
て
戦
い
あ
う
こ
と
さ
え
あ
っ
た
。
小
倉
氏
は

そ
の
長
い
、
葛
藤
に
満
ち
た
関
係
史
の
始
ま
り
に
焦
点
を
絞
り
、
神
宮
に
頒
下
さ
れ
た
公
印
と
い
う
モ
ノ
を
方
法
と
し
て
検
討
し
て

い
く
。
印
の
分
析
が
浮
き
彫
り
に
し
て
く
れ
る
の
は
神
宮
全
体
を
意
味
す
る
内
宮
、
そ
の
内
宮
に
従
属
す
る
外
宮
、
そ
し
て
内
宮
・

外
宮
に
対
し
て
徐
々
に
台
頭
し
て
く
る
大
神
宮
司
と
い
う
、
複
雑
な
権
力
関
係
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
語
ら
れ
る
の
は
平
安
時
代
ま
で
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の
状
況
で
あ
る
。

■
中
世

―
僧
侶
と
神
職
の
伊
勢

　

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｍ
・
ボ
デ
ィ
フ
ォ
ー
ド
、
伊
藤
聡
、
Ｄ
・
マ
ッ
ク
ス
・
モ
ー
マ
ン
、
マ
ー
ク
・
テ
ー
ウ
ェ
ン
の
四
氏
は
、
鎌
倉
時

代
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
の
中
世
を
語
る
。
こ
れ
ら
の
論
考
に
共
通
す
る
課
題
の
ひ
と
つ
に
、
や
は
り
伊
勢
神
宮
の
仏
教
と
の
親

密
で
、
し
か
も
複
雑
な
関
係
性
が
あ
る
。

　

ボ
デ
ィ
フ
ォ
ー
ド
氏
は
「
中
世
伊
勢
と
仏
教
」
に
お
い
て
、
鎌
倉
初
期
か
ら
室
町
末
ま
で
を
展
望
し
て
伊
勢
と
仏
教
の
動
揺
す
る

関
係
全
体
を
視
野
に
入
れ
る
。
神
宮
の
神
職
た
ち
は
老
い
て
か
ら
は
出
家
し
て
、
伊
勢
の
神
々
の
た
め
に
法ほ

う

楽ら
く

を
行
い
、
領
地
を
寺

院
に
寄
進
す
る
敬
虔
な
仏
教
徒
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
他
方
、
僧
侶
は
伊
勢
の
神
々
に
守
ら
れ
て
い
る
と
い
う
自
覚
が
あ
っ
た
た

め
、
室
町
時
代
に
従
来
の
秩
序
が
乱
れ
伊
勢
が
そ
れ
ま
で
の
経
済
的
基
盤
を
失
っ
た
際
、
僧
侶
が
伊
勢
の
た
め
に
動
き
出
す
。
一
五

世
紀
に
式
年
遷
宮
の
寄
付
金
を
つ
の
る
た
め
勘か

ん

合ご
う

貿
易
使
節
団
を
組
織
し
、
ま
た
一
六
世
紀
に
式
年
遷
宮
を
行
っ
た
際
に
は
尼
僧
が

勧か
ん

進じ
ん

運
動
を
行
っ
た
。

　

伊
藤
聡
氏
は
「
夢
告
と
観か

ん

想そ
う

―
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
僧
た
ち
の
伊
勢
参
宮

―
」
で
伊
勢
を
参
拝
す
る
僧
侶
と
い
う
ま
っ
た
く

新
し
い
鎌
倉
期
の
文
化
現
象
を
と
り
あ
げ
、
僧
侶
の
さ
ま
ざ
ま
な
動
機
を
分
析
し
、
そ
の
主
な
動
機
は
、
僧
侶
が
見
る
「
夢
」
や
僧

侶
が
感か

ん

得と
く

す
る
真
実
（「
観
想
」）
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
平
安
時
代
ま
で
の
伊
勢
神
宮
で
は
仏
教
忌
避
が
あ
っ
た
が
、「
夢
」
と

「
観
想
」
と
い
う
戦
略
に
よ
っ
て
僧
侶
が
そ
れ
を
の
り
こ
え
、
伊
勢
へ
と
参
拝
し
は
じ
め
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
現
象
が
発
生
す
る
。

こ
れ
は
一
二
世
紀
か
ら
み
ら
れ
る
現
象
だ
が
、
当
時
は
僧
侶
参
詣
の
禁
が
ま
だ
存
在
し
て
い
た
た
め
に
、
僧
侶
は
群
参
を
憚
っ
て
参

拝
す
る
の
は
夜
に
限
ら
れ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
僧
侶
の
伊
勢
参
拝
は
神
＝
仏
の
一
体
性
を
体
験
す
る
秘
儀
で
あ
っ
た
。

　

僧
侶
の
伊
勢
に
対
す
る
信
仰
お
よ
び
実
践
か
ら
、
伊
勢
の
神
職
に
よ
る
仏
教
信
仰
、
仏
教
実
践
へ
と
焦
点
を
移
行
さ
せ
る
の
は
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モ
ー
マ
ン
氏
の
「
地
中
の
仏
教

―
伊
勢
神
宮
の
地
下
か
ら
の
眺
望

―
」
だ
。「
完
全
に
仏
教
徒
の
た
め
の
場
と
化
し
た
」
伊
勢

が
そ
の
歴
史
の
舞
台
だ
が
、
時
代
は
末ま

つ

法ぽ
う

思し

想そ
う

が
支
配
的
だ
っ
た
鎌
倉
期
で
あ
る
。
内
宮
の
荒あ
ら

木き

田だ

家
・
外
宮
の
度わ
た

会ら
い

家
の
神
職
た

ち
は
仏
教
的
救
済
を
祈
願
し
て
、
経
典
な
ど
を
地
中
に
埋
納
す
る
。
こ
れ
は
浄
土
で
生
ま
れ
変
わ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
行
っ
た
儀
礼

的
行
為
で
あ
っ
た
。
鎌
倉
初
期
の
一
二
世
紀
に
は
た
と
え
ば
伊
勢
の
朝あ

さ

熊ま

山
や
小
町
塚
で
経
典
の
ほ
か
曼ま
ん

荼だ

羅ら

等
も
埋
納
し
て
い
た
。

神
職
は
、
つ
ま
り
敬
虔
な
仏
教
信
者
、
仏
教
実
践
家
で
あ
っ
た
こ
と
を
モ
ー
マ
ン
氏
は
示
す
。

　

テ
ー
ウ
ェ
ン
氏
も
神
職
を
考
察
の
対
象
と
す
る
。「
混
沌
の
始
め
を
守
る
―
―
度
会
行
忠
の
混
沌
論
と
徳
政
―
―
」
で
は
、
一
三

世
紀
に
活
躍
し
た
外
宮
禰ね

宜ぎ

の
度
会
行
忠
が
焦
点
と
な
る
。
行
忠
が
伊
勢
の
言
説
に
混
沌
（
＝
カ
オ
ス
）
論
を
導
入
し
た
こ
と
は
伊

勢
を
考
え
る
上
で
大
き
な
画
期
を
な
す
と
論
じ
る
。
混
沌
論
は
行
忠
が
弘
安
一
〇
年
（
一
二
八
七
）
に
著
し
た
『
神し
ん

名め
い

秘ひ

書し
よ

』
に
お

い
て
登
場
す
る
。
そ
れ
は
神
道
内
部
で
独
自
に
展
開
し
た
も
の
で
も
、
仏
教
に
対
抗
し
て
著
し
た
も
の
で
も
な
く
、
密
教
の
曼
荼
羅

思
想
に
基
づ
い
た
も
の
で
、
禅
か
ら
の
影
響
も
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。『
神
名
秘
書
』
の
執
筆
動
機
は
、
伊
勢
神
宮
が
蒙

古
襲
来
後
に
お
か
れ
た
危
機
的
時
代
状
況
に
あ
り
、
徳
政
の
必
要
性
を
朝
廷
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
戦
略
で
あ
っ
た
と
テ
ー
ウ
ェ
ン
氏
は

力
説
す
る
。

■
伊
勢
の
近
世
的
展
開
―
―
権
力
、
思
想
、
庶
民

　

本
書
は
西
山
克
氏
の
論
文
「
復
活
か
創
造
か

―
天
正
一
三
年
の
神
宮
式
年
遷
宮
を
め
ぐ
っ
て

―
」
を
も
っ
て
中
世
か
ら
近
世

へ
と
議
論
の
対
象
を
移
す
。
西
山
氏
は
豊
臣
秀
吉
の
も
と
で
行
わ
れ
た
天
正
一
三
年
（
一
五
八
五
）
の
式
年
遷
宮
を
探
り
、
そ
れ
を

百
数
十
年
途
絶
え
て
い
た
「
復
活
」
事
業
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
新
た
な
「
創
造
」
と
し
て
み
な
す
べ
き
だ
と
す
る
。
秀
吉
は

新
た
な
統
一
的
な
国
家
権
力
を
創
出
す
る
に
あ
た
り
、
天
皇
の
伝
統
的
権
威
と
そ
れ
を
意
味
づ
け
た
神
話
を
必
要
と
し
た
。
式
年
遷

宮
の
実
施
こ
そ
、
そ
の
権
威
を
把
握
す
る
の
に
欠
か
せ
な
い
戦
略
で
あ
っ
た
。
西
山
氏
は
式
年
遷
宮
の
長
い
断
絶
を
過
小
評
価
し
て
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は
い
け
な
い
と
主
張
す
る
。
遷
宮
が
断
絶
し
て
い
た
た
め
に
神
宮
の
あ
り
方
が
忘
却
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
だ
。
そ
の
こ
と
を

仄ほ
の

め
か
す
も
の
に
は
、
勧か
ん

進じ
ん

聖ひ
じ
りが
描
い
た
と
さ
れ
る
伊
勢
参
詣
曼
荼
羅
図
な
ど
が
あ
る
。
そ
う
し
た
曼
荼
羅
に
は
、
た
と
え
ば
現
実

と
大
き
く
掛
け
離
れ
た
、
朱
塗
り
の
瑞み

ず

垣が
き

を
め
ぐ
ら
さ
れ
た
妻
入
り
の
社
殿
等
が
描
か
れ
て
い
る
。
式
年
遷
宮
が
こ
う
し
て
実
施
さ

れ
た
後
の
江
戸
期
の
伊
勢
神
宮
を
扱
う
論
考
は
斎
藤
英
喜
氏
の
「
読
み
替
え
ら
れ
た
伊
勢
神
宮
―
―
出で

口ぐ
ち

延の
ぶ

佳よ
し

、
本も
と

居お
り

宣の
り

長な
が

を
中
心

に
―
―
」
と
劉
琳
琳
氏
の
「
御お

蔭か
げ

参ま
い

り
に
お
け
る
お
札
降
り
現
象

―
近
世
庶
民
の
伊
勢
信
仰
の
一
側
面

―
」
で
あ
る
。

　

斎
藤
氏
は
出
口
延
佳
お
よ
び
本
居
宣
長
の
著
述
に
み
る
神
宮
お
よ
び
そ
の
祭
神
を
め
ぐ
る
言
説
の
変
遷
に
着
目
し
、
変
貌
し
て
い

く
伊
勢
神
宮
の
近
世
像
の
一
端
を
示
す
。
中
世
に
新
し
く
出
来
た
神
話
―
―
た
と
え
ば
外
宮
の
神
が
ク
ニ
ノ
ト
コ
タ
チ
お
よ
び
ア
メ

ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
と
同
体
だ
と
す
る
説
は
近
世
的
な
展
開
を
み
せ
た
。
外
宮
神
職
の
延
佳
は
、
た
と
え
ば
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
心
に
ア
メ

ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
の
「
分
身
ノ
神
」
が
宿
る
と
説
き
、
人
間
は
神
な
る
も
の
を
宿
す
存
在
だ
と
解
釈
す
る
。
江
戸
中
期
の
国
学
者
宣
長

は
伊
勢
神
話
を
新
た
な
方
向
へ
と
導
い
て
い
く
。
そ
れ
は
特
に
ア
マ
テ
ラ
ス
の
位
置
づ
け
に
見
受
け
ら
れ
る
。
斎
藤
氏
が
示
す
よ
う

に
、
宣
長
が
『
古
事
記
伝
』
等
で
語
る
「
天
照
大
御
神
」
は
、
古
代
神
話
の
ア
マ
テ
ラ
ス
で
は
な
く
、
西
洋
天
文
学
を
媒
介
と
し
て

作
り
出
さ
れ
た
太
陽
神
ア
マ
テ
ラ
ス
な
の
で
あ
っ
た
。

　

劉
琳
琳
氏
は
、
江
戸
時
代
に
見
ら
れ
る
ま
っ
た
く
新
し
い
宗
教
現
象
を
と
り
あ
げ
る
。
周
期
的
に
発
生
す
る
大
規
模
な
集
団
的
伊

勢
神
宮
参
拝
で
あ
る
御
蔭
参
り
や
、
そ
の
引
き
金
と
な
っ
た
お
守
り
な
ど
が
空
か
ら
降
っ
て
く
る
お
札
降
り
が
そ
れ
だ
。
御
蔭
参
り

や
お
札
降
り
と
い
う
実
に
不
思
議
な
現
象
が
起
こ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
は
諸
説
あ
る
が
、
劉
氏
が
紹
介
し
た
事
例
は
極
め
て
興
味
深
い
。

た
と
え
ば
蘭
学
者
の
平
賀
源
内
は
、
凧
に
お
札
を
つ
け
て
高
い
山
に
登
り
「
風
に
任
せ
て
」
村
に
ま
き
散
ら
し
た
こ
と
を
告
白
し
て

い
る
が
、
そ
れ
を
み
た
村
中
の
人
び
と
は
「
神
の
み
し
わ
ざ
」
だ
と
信
じ
、
伊
勢
へ
と
出
か
け
た
と
い
う
。
お
札
降
り
に
と
も
な
う

さ
ま
ざ
ま
な
実
践
は
中
世
で
は
考
え
ら
れ
な
い
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
庶
民
的
現
象
で
あ
る
と
劉
氏
は
結
論
づ
け
る
。
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■
伊
勢
神
宮
が
歩
ん
だ
近
現
代
史

　

さ
て
近
世
か
ら
近
代
へ
の
転
換
期
を
扱
う
の
は
、
河
野
訓
氏
の
「
伊
勢
に
お
け
る
神
仏
分
離
」
で
あ
る
。
伊
勢
の
多
く
の
転
換
期

を
辿
る
上
で
は
明
治
維
新
は
特
に
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
ひ
と
つ
に
は
明
治
天
皇
が
維
新
直
後
に
伊
勢
を
参
拝
し
た
か
ら
に

他
な
ら
な
い
。
天
皇
に
よ
る
史
上
初
の
伊
勢
参
拝
で
あ
っ
て
、
天
皇
と
神
宮
の
間
の
こ
れ
ま
で
に
な
い
新
し
い
関
係
の
始
ま
り
と
な

る
。
伊
勢
神
宮
は
こ
れ
以
後
、
近
代
国
家
に
お
け
る
も
っ
と
も
聖
な
る
場
へ
と
変
貌
し
て
い
く
。
天
皇
の
参
拝
を
契
機
に
数
多
く
の

改
革
が
伊
勢
で
実
施
さ
れ
た
が
、
そ
の
な
か
で
河
野
氏
が
論
じ
る
神
仏
分
離
―
―
つ
ま
り
伊
勢
を
神
道
的
空
間
と
成
し
、
そ
こ
か
ら

仏
教
を
取
払
う
営
み
―
―
の
重
要
性
は
ひ
と
き
わ
大
き
い
。
古
代
か
ら
存
続
し
て
き
た
伊
勢
の
仏
教
と
の
い
わ
ば
公
的
関
係
は
明
治

維
新
を
も
っ
て
幕
を
閉
じ
た
。
伊
勢
で
神
仏
を
「
分
離
」
す
る
と
い
う
の
は
、
寺
院
の
破
壊
、
堂
塔
の
破
却
、
僧
侶
の
還
俗
そ
し
て

神
葬
祭
（
＝
神
道
的
葬
式
）
の
導
入
を
と
も
な
っ
た
。
下し
も

中な
か

之の

地じ

蔵ぞ
う

、
常
じ
よ
う

明み
よ
う

寺じ

門
前
町
、
妙
み
よ
う

見け
ん

町ま
ち

な
ど
仏
教
風
の
地
名
も
改
称
さ
れ
、

伊
勢
（
宇
治
と
山
田
）
は
ほ
ぼ
一
夜
の
う
ち
に
仏
教
の
な
い
ま
ち
と
化
し
て
し
ま
っ
た
。

　

谷
口
裕
信
氏
の
「
神し

ん

苑え
ん

会か
い

の
活
動
と
明
治
の
宇
治
山
田
」
は
、
河
野
氏
と
同
じ
空
間
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
り
、
民
間
団
体
の

神
苑
会
が
宇
治
と
山
田
に
施
し
た
抜
本
的
な
変
貌
に
つ
い
て
語
る
。
外
宮
と
内
宮
そ
れ
ぞ
れ
の
隣
接
地
の
浄
化
、
新
し
い
神
苑
の
設

置
の
他
、
外
宮
と
内
宮
の
あ
い
だ
の
倉
田
山
の
開
発
や
歴
史
博
物
館
、
農
業
館
の
建
設
、
さ
ら
に
外
宮
と
内
宮
を
倉
田
山
経
由
で
結

ぶ
道
路
な
ど
は
、
神
苑
会
の
大
い
な
る
遺
産
で
あ
る
。
神
苑
会
の
営
み
は
常
に
困
難
に
み
ま
わ
れ
た
。
隣
接
地
の
家
屋
を
取
り
払
う

時
の
住
民
の
抵
抗
、
募
金
活
動
の
低
迷
、
事
業
の
度
重
な
る
遅
延
や
縮
小
な
ど
が
あ
っ
た
が
、
今
あ
る
観
光
都
市
と
し
て
の
伊
勢
は

神
苑
会
の
活
動
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
谷
口
氏
は
結
論
づ
け
る
。

　

明
治
か
ら
大
正
に
つ
い
て
は
、
高
木
博
志
氏
が
「
修
学
旅
行
と
伊
勢
」
で
語
る
。
考
察
の
主
な
対
象
は
、
奈
良
女
子
高
等
師
範
学

校
が
明
治
四
四
年
（
一
九
一
一
）
に
行
っ
た
伊
勢
へ
の
修
学
旅
行
で
あ
る
。
奈
良
女
高
師
の
生
徒
は
将
来
、
地
方
の
高
等
女
学
校
な

ど
の
教
壇
に
立
ち
修
学
旅
行
を
引
率
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
四
年
間
に
一
〇
回
も
の
修
学
旅
行
を
行
っ
た
が
、
伊
勢
の
場
合
は
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身
体
の
鍛
練
と
現
地
の
実
地
研
修
と
参
拝
と
が
一
体
と
な
っ
て
行
わ
れ
る
旅
と
な
っ
た
。
神
苑
会
が
作
っ
た
神
苑
、
農
業
館
、
徴
古

館
な
ど
を
生
徒
た
ち
が
回
り
、
引
率
教
員
か
ら
指
導
を
受
け
、
感
想
文
を
書
き
残
し
た
。
こ
の
伊
勢
へ
の
修
学
旅
行
は
大
正
期
に
定

着
し
、
昭
和
期
の
国こ

く

体た
い

明め
い

徴ち
よ
う

運う
ん

動ど
う

を
受
け
て
一
層
盛
ん
に
な
っ
て
い
く
が
、
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
は
楽
し
い
旅
と
い
う
要
素
が
常

に
あ
っ
た
こ
と
を
高
木
氏
は
指
摘
す
る
。

　

田
浦
雅
徳
氏
は
「
昭
和
四
年
式
年
遷
宮
と
伊
勢
」
で
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
の
遷
宮
の
歴
史
的
特
徴
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
そ

の
特
徴
と
は
、
遷
宮
が
明
確
に
国
家
的
、
国
民
的
大
行
事
と
し
て
取
り
組
ま
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
田
浦
氏
は
衆
議
院
議
員
が
内
閣
に

提
出
し
た
超
党
派
の
質
問
主
意
書
か
ら
説
き
起
こ
し
、
式
年
遷
宮
が
こ
れ
ま
で
に
な
い
規
模
の
祝
賀
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
国
家
の
も
と

で
計
画
さ
れ
て
い
く
過
程
を
分
析
す
る
。
内
地
・
外
地
の
学
校
で
の
奉
拝
式
、
参
列
員
・
特
別
奉
拝
者
の
幅
広
さ
な
ど
は
い
ず
れ
も

前
例
を
み
な
か
っ
た
。
こ
の
前
例
の
な
い
遷
宮
を
経
験
し
た
伊
勢
の
人
び
と
が
従
来
の
「
神
都
」
意
識
に
加
え
、
伊
勢
を
「
聖
地
」

と
み
な
す
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
昭
和
初
年
に
大
神
都
聖
地
計
画
を
構
想
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
構
想
は
国
家
事
業
と
し
て
実
現

へ
と
向
か
っ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

　

戦
後
の
観
点
を
提
示
す
る
の
は
ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー
ン
の
「
戦
後
の
伊
勢
―
―
プ
リ
ン
ト
・
メ
デ
ィ
ア
に
み
る
神
宮
と
式
年
遷
宮

―
―
」
で
あ
る
。
ブ
リ
ー
ン
は
プ
リ
ン
ト
・
メ
デ
ィ
ア
、
つ
ま
り
全
国
紙
や
神
社
界
が
刊
行
し
た
広
報
資
料
を
分
析
の
対
象
と
す
る
。

メ
デ
ィ
ア
に
は
社
会
的
現
実
を
形
成
す
る
働
き
が
あ
る
た
め
、
戦
後
の
伊
勢
の
現
実
を
知
る
重
大
な
手
が
か
り
と
な
る
。
伊
勢
神
宮

を
め
ぐ
る
メ
デ
ィ
ア
は
、
二
〇
年
ご
と
の
式
年
遷
宮
を
契
機
に
活
発
に
な
る
が
、
広
報
資
料
の
モ
チ
ー
フ
や
全
国
紙
の
論
調
が
二
〇

年
ご
と
に
移
り
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
を
示
す
。
伊
勢
神
宮
も
メ
デ
ィ
ア
の
言
説
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
変
容
し
て
い
く
。
変
容
す

る
方
向
性
は
、
非
私
有
化
あ
る
い
は
公
共
化
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
プ
リ
ン
ト
・
メ
デ
ィ
ア
が
そ
の
原
動
力
の
一
つ
と
な
っ
た
こ
と

を
指
摘
す
る
。

　

補
論
「
浮
遊
す
る
記
号
と
し
て
の
「
伊
勢
」
―
―
日
本
史
に
お
け
る
伊
勢
神
宮
の
多
重
性
と
神
道
の
絶
え
ざ
る
再
コ
ー
ド
化
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―
―
」
は
、
フ
ァ
ビ
オ
・
ラ
ン
ベ
ッ
リ
氏
が
こ
の
よ
う
に
古
代
か
ら
戦
後
に
か
け
て
諸
方
面
か
ら
常
に
影
響
を
受
け
、
常
に
変
遷
す

る
／
さ
せ
ら
れ
る
伊
勢
神
宮
を
は
た
し
て
ど
う
理
解
し
た
ら
よ
い
の
か
、
理
論
的
（
文
化
記
号
論
的
）
に
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
。

表
題
の
浮
遊
す
る
記
号
と
は
、
そ
れ
自
体
意
味
は
な
い
が
多
重
の
象
徴
を
表
示
す
る
た
め
に
何
ら
か
の
意
味
を
受
け
取
る
存
在
を
い

う
。
伊
勢
は
、
そ
の
よ
う
な
存
在
で
、
時
代
状
況
な
ど
に
左
右
さ
れ
、
意
味
づ
け
ら
れ
る
形
態
の
組
み
合
わ
せ
だ
と
す
る
。
し
か
し
、

時
代
に
よ
っ
て
は
そ
う
で
は
な
い
。
ラ
ン
ベ
ッ
リ
氏
は
結
論
で
、
一
定
の
意
味
を
持
つ
、
安
定
的
な
文
化
的
単
位
と
し
て
機
能
し
た

時
代
も
あ
っ
た
と
し
て
、
伊
勢
か
ら
神
道
へ
、
神
道
か
ら
日
本
文
化
全
体
へ
と
視
野
を
広
げ
て
い
く
。
日
本
文
化
の
美
し
さ
お
よ
び

強
さ
は
、
ま
さ
に
統
一
を
拒
否
す
る
多
様
性
に
満
ち
た
、
常
に
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
と
代
替
性
を
は
ら
む
領
域
に
あ
る
と
、
大
胆
か

つ
挑
発
的
に
い
う
。

〔
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あ
と
が
き

　

伊
勢
神
宮
の
古
代
、
中
世
、
そ
し
て
近
世
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
一
流
の
研
究
は
も
ち
ろ
ん
た
く
さ
ん
あ

る
。
そ
れ
は
序
章
で
述
べ
た
通
り
だ
が
、
伊
勢
神
宮
の
歴
史
を
十
分
に
長
い
ス
パ
ン
で
捉
え
た
研
究
は
な
か
な
か
な
い
。
さ

ら
に
、
神
宮
の
変
容
す
る
姿
に
特
に
注
目
し
て
、
そ
こ
に
最
大
の
意
味
を
見
出
す
研
究
は
存
在
し
な
い
。
神
宮
が
も
っ
と
も

激
し
く
揺
ら
い
だ
近
現
代
を
と
っ
て
み
て
も
、
研
究
が
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
結
果
で
も
あ
ろ
う
が
、
我
々
の

前
に
現
れ
る
伊
勢
神
宮
は
、
変
容
し
な
い
、
時
間
と
空
間
を
超
越
し
た
、
神
話
的
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
日
本
で
最
も
重

要
な
聖
地
＝
伊
勢
神
宮
に
関
す
る
歴
史
的
研
究
は
ま
だ
ま
だ
足
り
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

そ
う
し
た
状
況
に
本
書
の
編
者
が
不
満
を
い
だ
き
、
考
え
た
の
が
「
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　

転
換
期
の
伊
勢
」
で
あ
っ
た
。

伊
勢
神
宮
の
六
二
回
目
の
式
年
遷
宮
（
二
〇
一
三
年
一
〇
月
）
直
前
の
夏
に
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
（
日
文
研
）
に
お

い
て
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
き
、
神
宮
を
長
い
ス
パ
ン
で
と
ら
え
、
し
か
も
多
角
的
に
学
際
的
に
議
論
し
あ
う
場
を
設
け

た
い
と
考
え
た
。
と
り
わ
け
伊
勢
神
宮
の
転
換
期
に
光
を
あ
て
、
神
宮
史
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
浮
き
彫
り
に
す
る
狙
い
が
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
成
果
を
、
限
ら
れ
た
数
の
学
者
だ
け
の
も
の
と
せ
ず
に
、
一
般
の
読
者
に
も
披
露
し
た

い
と
い
う
希
望
を
当
初
か
ら
も
っ
て
い
た
。
本
書
『
変
容
す
る
聖
地　

伊
勢
』
は
、
そ
の
希
望
が
結
実
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

戦
後
の
伊
勢
神
宮
は
、
遷
宮
の
年
に
さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
か
ら
脚
光
を
浴
び
、
参
拝
者
の
数
が
大
き
く
伸
び
る
。
皇
室

も
、
国
家
も
、
み
ず
か
ら
と
神
宮
と
の
関
係
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
契
機
と
な
り
、
神
宮
は
い
わ
ゆ
る
公
共
圏
に
お
い
て
一
時
的
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で
は
あ
れ
、
支
配
的
な
存
在
と
な
る
。
し
か
し
、
式
年
遷
宮
が
終
わ
っ
て
み
る
と
、
参
拝
者
が
ま
た
減
り
、
神
宮
が
も
つ
国

民
と
皇
室
と
国
家
と
の
関
係
性
は
薄
く
な
り
、
神
宮
が
公
共
圏
か
ら
退
い
て
い
く
。
戦
後
は
こ
う
し
た
周
期
的
な
現
象
が
見

て
取
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
来
な
ら
伊
勢
神
宮
が
次
に
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
の
は
、
第
六
三
回
の
式
年
遷
宮

が
行
わ
れ
る
二
〇
三
三
年
と
な
る
は
ず
だ
。
し
か
し
今
回
は
事
情
が
違
う
。
ま
ず
、
二
〇
一
六
年
に
第
四
二
回
先
進
国
首
脳

会
議
が
伊
勢
志
摩
で
開
催
さ
れ
る
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
伊
勢
志
摩
サ
ミ
ッ
ト
」
は
伊
勢
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
Ｇ

７
各
国
の
首
脳
と
欧
州
連
合
の
代
表
者
が
伊
勢
に
や
っ
て
く
る
。
伊
勢
神
宮
そ
の
も
の
も
、
当
然
国
内
に
お
い
て
も
ま
た
海

外
か
ら
も
新
た
な
注
目
を
浴
び
、
神
宮
と
日
本
文
化
と
の
関
係
性
が
問
い
な
お
さ
れ
る
き
っ
か
け
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

伊
勢
神
宮
が
注
目
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
は
、
こ
の
伊
勢
志
摩
サ
ミ
ッ
ト
だ
け
で
は
な
い
。
近
い
将
来
に
日
本
国
憲
法

が
改
正
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
憲
法
改
正
は
神
宮
、
神
宮
の
あ
り
方
、
そ
の
公
共
性
の
問
題
と
無
関
係
な
も
の
で
は

決
し
て
な
い
。
自
民
党
政
権
が
改
正
の
対
象
と
し
て
い
る
の
は
、
い
つ
も
話
題
に
な
っ
て
い
る
戦
争
放
棄
の
第
九
条
だ
け
で

は
な
い
。
天
皇
の
ス
テ
ー
タ
ス
と
主
権
問
題
を
規
定
す
る
憲
法
の
第
一
章
も
、
国
民
の
権
利
お
よ
び
義
務
を
め
ぐ
る
第
三
章
、

と
り
わ
け
信
教
の
自
由
、
国
家
の
宗
教
と
の
関
係
を
規
定
す
る
第
二
〇
条
（
そ
し
て
第
七
章
の
第
八
九
条
）
も
改
正
さ
れ
て
い

く
見
込
み
と
す
る
意
見
も
あ
る
。
二
一
世
紀
に
お
け
る
日
本
国
憲
法
の
改
正
の
よ
し
あ
し
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
も
我
々

は
や
は
り
伊
勢
神
宮
の
歴
史
、
神
宮
の
日
本
文
化
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
多
角
的
に
、
学
際
的
に
正
し
く
把
握
す
る
必
要
が

あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
本
書
『
変
容
す
る
聖
地　

伊
勢
』
に
収
め
た
数
々
の
論
考
が
、
一
石
を
投
じ
、
読
者
の

理
解
を
深
め
る
の
に
役
立
つ
こ
と
を
心
か
ら
願
っ
て
い
る
。

　

本
書
の
基
礎
と
な
っ
た
「
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　

転
換
期
の
伊
勢
」
に
つ
い
て
一
言
触
れ
て
お
き
た
い
。「
転
換
期
の
伊

勢
」
は
、
た
く
さ
ん
の
研
究
者
に
日
文
研
に
集
ま
っ
て
い
た
だ
く
貴
重
な
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
伊
勢
の
古
代
、
中
世
、
近

世
、
近
現
代
に
み
る
転
換
期
を
、
歴
史
学
、
文
学
、
宗
教
学
、
哲
学
、
建
築
学
、
社
会
学
、
政
治
学
な
ど
の
観
点
か
ら
議
論
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し
て
い
た
だ
け
た
こ
と
は
と
て
も
有
意
義
で
あ
っ
た
と
確
信
し
て
い
る
。
普
段
あ
ま
り
交
流
の
機
会
を
持
て
な
い
研
究
者
が

交
流
し
、
お
互
い
に
多
く
の
刺
激
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

た
だ
し
、
本
書
は
よ
り
テ
ー
マ
を
絞
っ
た
書
籍
に
す
る
た
め
に
、
一
部
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
構
成
を
変
え
る
こ
と
に
し
た
。

そ
の
た
め
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
大
い
に
貢
献
し
た
が
、
本
書
に
収
録
で
き
な
か
っ
た
発
表
も
あ
る
。
佛
教
大
学
教
授
の
田
山

令
史
氏
の
「
本
居
宣
長
の
言
語
観
―
―
変
容
と
持
続
―
―
」
は
刺
激
的
で
、
活
発
な
議
論
の
引
き
金
と
な
っ
た
。
ま
た
、
コ

メ
ン
テ
ー
タ
ー
か
ら
貴
重
な
発
言
を
多
く
い
た
だ
い
た
が
、
本
書
へ
の
掲
載
は
で
き
な
か
っ
た
。
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
と
し
て

大
い
に
活
躍
し
た
先
生
方
を
列
記
す
る
こ
と
に
し
、
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
と
思
う
。
日
文
研
名
誉
教
授
の
末
木
文
美
士
氏

と
京
都
大
学
名
誉
教
授
・
秩
父
神
社
宮
司
の
薗
田
稔
氏
は
、
そ
れ
ぞ
れ
古
代
、
中
世
部
門
で
、
日
文
研
教
授
の
荒
木
浩
氏
と

皇
學
館
大
学
教
授
の
白
山
芳
太
郎
氏
は
、
中
世
・
近
世
部
門
で
す
る
ど
い
コ
メ
ン
ト
を
提
示
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
近
世
部
門

で
は
、
日
文
研
の
井
上
章
一
教
授
と
笠
谷
和
比
古
名
誉
教
授
が
、
そ
し
て
近
現
代
部
門
で
静
岡
大
学
のM

. G. Sheftall

教

授
と
明
治
学
院
大
学
の
原
武
史
教
授
が
そ
れ
ぞ
れ
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
を
つ
と
め
、
議
論
を
盛
り
上
げ
て
く
だ
さ
っ
た
。
米
国

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
サ
ン
タ
バ
ー
バ
ラ
校
名
誉
教
授
の
ア
ラ
ン
・
グ
ラ
パ
ー
ル
氏
は
二
日
分
の
発
表
、
議
論
の
総
ま
と
め

を
快
く
引
き
受
け
て
く
だ
さ
っ
た
。
司
会
を
務
め
た
、
日
文
研
准
教
授
の
榎
本
渉
氏
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ク
レ
イ
ン
ス
氏
、

佐
野
真
由
子
氏
に
も
こ
こ
で
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

　
「
転
換
期
の
伊
勢
」
の
よ
う
な
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
段
取
り
は
な
か
な
か
大
変
だ
が
、
二
〇
一
三
年
七
月
二
六
日
と
二

七
日
当
時
の
す
べ
て
が
順
調
に
行
わ
れ
た
の
は
、
日
文
研
研
究
支
援
係
の
児
島
さ
な
え
氏
、
ま
た
大
学
院
生
（
当
時
）
の
ア

ン
ト
ン
・
セ
ビ
リ
ア
氏
、
王
莞
晗
氏
、
栄
元
氏
、
西
田
彰
一
氏
そ
の
他
の
大
学
院
生
に
負
う
と
こ
ろ
が
極
め
て
大
き
か
っ
た
。

英
文
で
書
か
れ
た
原
稿
の
日
本
語
訳
の
チ
ェ
ッ
ク
は
関
西
学
院
大
学
の
新
井
菜
穂
子
氏
に
お
願
い
し
た
。
各
氏
に
こ
こ
で
改

め
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
本
書
の
刊
行
に
あ
た
っ
て
は
、
思
文
閣
出
版
の
田
中
峰
人
氏
に
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
こ
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の
原
稿
を
丹
念
に
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
た
だ
き
、
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

　

最
後
に
、
本
書
の
出
発
点
と
な
っ
た
「
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　

転
換
期
の
伊
勢
」、
ブ
リ
ー
ン
論
文
「
戦
後
の
伊
勢

―

プ
リ
ン
ト
・
メ
デ
ィ
ア
に
み
る
神
宮
と
式
年
遷
宮

―
」
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
二
四
五
二
〇
七
九
一
の
助
成
を
受
け
た
も

の
で
あ
る
。

ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー
ン　
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