
ISSN'0285-9823

文國女子大
第百四十号

平成 十 九年 一月発行

『
月
刈
藻
集
』
良
源
関
連
説
話
考

ー

混
乱
の
要
因
と
そ
の
過
程
l

l

『
武
蔵

野
』

と

一
葉

畑

中

智

子

(
 

)

鷺
流
狂
言
享
保
保
教
本
の
用
語

峯

村

至
津

子

(
二
六
)

『
妙
法
院
日
次
記
』
に
よ
る
開
帳
記
録

小

林

賢

次

(
璽

)

翻
刻
 
金
光
教
布
教
文
書

近
藤
本

『御
道
案
内
』

八

木

意

知
男

(
さ

)

中

前

正

志

(
七
五
)

付
 
『
御
道
案
内
』
三
本

(藤
沢
本

・
近
藤
本

・
伊
原
本
)
内
容
概
略
対
照
表

彙
報

・
編
集

後
記

二

=
)

京 都 女 子 大 学 国 文 学 会



彙

報

 
 
国

文

学

会

行

事

○
学
会
旅
行
 
伊
勢

・
松
阪
方

面

 
九
月
十
四
日

(木
曜
日
)
～
十
五
日

(金
曜

日
)

 
引
率
教
員

(新
間

・
和
田
)
以
下
学
生

二
十
五
名
が
参
加

し
、
本
居
宣
長

記
念
館
、
斎
宮
歴
史
博
物
館
、
伊
勢
神
宮

(内
宮
)、
神
宮
徴
古
館
な
ど
を

め
ぐ
り
ま
し
た
。
天
候
に
も
恵
ま
れ
、
歴
史
と
文
学
に
親
し
む

こ
と

の
で
き

た
有
意
義
な
二
日
間
で
し
た
。
詳
し
く
は
後
に
掲
げ
ま
し
た
学
生

の
感
想
文

を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

O
秋
季
公
開
講
座

(大
学
と
共
催
)

 
十
月
二
十
七
日

(金
曜
日
)
三
講
時
 
於
J
校
舎
四
二
〇
番
教
室

 
講
題
 
勅
撰
和
歌
集
の
政
治
性

 
講
師
 
皇
學
館
大
学
教
授
 
深
津
 
睦
夫
 
先
生

 
 
研

究

室

だ

よ

り

o
坂
本
信
道
先
生
が
左
記
の
よ
う
に
中
古
文
学
会
賞
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

心
か
ら
お
祝

い
い
た
し
ま
す
。

 
中
古
文
学
会
賞

(中
古
文
学
会
創
立
四
十
周
年
記
念
)
平
成
十
八
年
度
秋

季
大
会
 
中
京
大
学

(
一
〇
月
七

・
八

・
九
)
に
お

い
て
表
彰
式

 
坂
本
道

信

「さ

す

ら
う

官

人
た
ち

の
系

譜
i
ー

屈

原

・
業

平

・
貫

之

 
i

ー
」

 
『
中
古
文
学
』
第
七
十
八
号

(二
〇
〇
六

・
一
一
発
行
)
に
掲
載

伝
統
芸
能
の
す
す
め

 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
墨

(能
楽
部
宝
生
会
)

井

上

靖

子

 
能
と
狂
言
は
何

百
年
も

}
緒

に
催
さ
れ

て
き

た
。

こ
の
ふ
た

つ
は
全
く

も

っ
て
正
反
対
な
特
徴
を
持
ち
合
わ
せ
た
も

の
だ
が
、
だ
か
ら
こ
そ
の
相
乗

効
果
を
出
し
合

い
な
が
ら
共

に
演
じ
ら
れ
て
き
た
。

 
源

は
能
も
狂
言
も
同
じ
神
楽

で
あ

る
。
神
楽

は
神

に
奉
納
さ
れ
る
も

の

だ

っ
た
が
、
そ
れ
を
人
間
も
楽
し
も
う
と
、
「神
楽
」
の

「神
」
の
字

の
、
神

を
現
す

「し
め
す

へ
ん
」
を
外
し
た
。
そ

こ
で
生
ま
れ
た
呼
び
名
が

「申
楽
」

で
あ
る
。
舞
台
後
方

に
は
大
き
く
松
の
絵
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
松

は
春

目
大
社
の
、
神
が
年

に

一
度
降
臨
さ
れ
る
松

で
あ
る
。
降
臨
さ
れ
た
神
は
日

本
中

の
芸
能
を
楽

し
ま
れ
る
。
だ
が
、

「神
様
に
向

か

っ
て
お
尻
を
向
け
て

演
じ
る
と
は
何
事
だ
」
と
の
批
判
が
と
ん
だ
。

そ
こ
で
そ

の
松
は
鏡
に
映

っ

Ill



た
も

の
だ

と
さ
れ

る
よ
う

に
な

っ
た
。
客
席

に
松

の
木
が
あ
り
、
そ
れ
が

映

っ
て
い
る
、
と

い
う

こ
と
だ
。
屍
理
屈
か
も
し
れ
な

い
が
、
そ
こ
は
と
や

か
く
考
え
ず
、
た
だ
、
神
様
が
い
っ
も
見
守

っ
て
い
て
く
れ
る
こ
と
は
素
敵

な

こ
と
だ
と
思
う
。

 
狂
言
は
野
外

で
大
声

で
演
じ
る
こ
と
で
人
を
ひ
き

っ
け
、
笑

い
を
基
調
と

す
る
。
登
場
人
物
は
太
郎
冠
者

な
ど
、
名
は
特
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、

「近
所

に
住
む
も
の
で
あ
る
」
と
始
め
に
言
う

こ
と
で
客
に
親
近
感
を
与
え
る
。
狂

言
は
現
実

に
基
づ

い
た
身
近
な

ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
り
、
そ

こ
か
ら
笑

い
を
巻

き
起

こ
す
。

 
能

は
緊
張
感
、
息

の
詰
ま
る
よ
う
な
雰
囲
気

で
客
に
こ
の
先
ど
う
な

る
の

か
と
興
味
を
も
た
せ
、
そ
の
場
を
去
ら
せ
な

い
。
ま
た
狂
言
と
は
正
反
対
に

笑

い
と
い
う
も

の
を
良
し
と
し
な

い
。

涙
こ
そ
が
美
し
い
の
だ
。
歴
史
上

の

人
物
に
憧

れ
を
抱
き
、
古

い
時
代
に
迷

い
こ
ま
せ
る
。
舞
台

で
は
夢

の
世
界

を
繰

り
広
げ

る
。
主
人
公

・
シ
テ
で
あ

る
亡
霊
が
昔
語
り
を
す

る
形
が
多

い
。

 
正
反
対

の
よ
う
で
あ
る
が
、
源
が
同
じ
な
だ
け
に
共
通
点
も
多

い
。
腰
を

落
と

し
、
す

り
足
で
歩
く
。
足
運
び
、
タ
ー

ン
の
仕
方
な
ど
も
同
じ

で
あ

る
。

そ
し
て
舞
台

セ
ッ
ト
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ず
、
ジ

ェ
ス
チ
ャ
ー
で
表
現
す

る
。
能
は
す

べ
て
が
型

で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
狂
言
は
比
較
的
自
由
だ
。

能

の
中

に
狂
言

の
動
き
を
見

つ
け
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
狂
言
の
中

で

も
能

の
型
を
、
ま
れ
に
だ
が
み

つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
や
は
り
同
じ

「申

楽
」
な
の
だ
。

 
公
演

の
仕
方
は
、

一
日
に
能
の
番
組
が
五

つ
と
、
間
に
狂
言
が
入
る
。

お

陰
で
難
し
い
能
を
見
続
け
る
こ
と
も
あ
ま
り
苦
に
は
な
ら
な

い
。
能

で
緊
張

し
、
狂
言
で
緩
む
。
能
は
よ
り
集
中
し
て
世
界
に
入
り
込
め
る
し
、
激
し

い

ギ

ヤ
ッ
プ
も
手
伝

っ
て
か
狂
言
で
は
笑

い
が
爆
発
す
る
。

ス
ト
ー
リ
ー
を
練

る
際
、
ほ
と
ん
ど

の
場
合
は
緩
急
を

つ
け
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
が
、
能
と

狂
言
は
そ
れ
を
極
め
た
形
と
も
言
え
る
。

 
狂
言

の
強

み
は
取

っ
っ
き
や
す
さ
と
言
葉
が
わ
か
り
や
す

い
こ
と
だ
。
現

代

の
、
古
典

に
深
く
精
通
し
て
い
な

い
人
で
も
流
れ
が

つ
か
め
、
笑
え
る
。

そ
の
点
、
能

は
言
葉
も
わ
か
り
に
く
く
、

ス
ト
ー
リ
ー
も
追

い
に
く
い
か
も

し
れ
な

い
。

し
か
し
両
方
と
も
七
五
調
で
あ
る
。
何
を

い
っ
て
い
る
か
聞
き

取
れ
な
く
と
も
、

日
本
人
な
ら
聞
い
て
い
て
何
と
な
く
心
地
よ
く
な
る
リ
ズ

ム
で
あ

る
。
伝
統
芸
能

で
あ

っ
て
も
敬
遠
せ
ず
に
何
度
も

見
て
も
ら

い
た

い
。
見
れ
ば
見
る
だ
け
知
識
も
深
く
な
り
、
よ
り
楽
し
め
る
は
ず
だ
。
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狂
言
鑑
賞
会
に
参
加
し
て

大
国

一

林

靖
 
子

 

狂
言
鑑
賞
会

に
参
加
し
て
の
感
想
で
す
が
、
も
う
面
白
か

っ
た
と
し
か
言

い
様
が
あ
り
ま

せ
ん
。
動
き
や
、
台
詞
と
台
詞

の
間

の
取
り
方
、
演
者

の
方

の
様

々
な
場
面
で
の
声

の
使

い
分
け
な
ど
、
全

て
が
絶
妙
で
思
わ
ず
声
を
上

げ

て
笑

っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
ま
た
、
茂
山
千
三
郎
先
生
に
よ
る
能

・
狂
言

の
由
来
、
舞
台

セ

ッ
ト

の
説
明
、
能
と
狂
言
の
様

々
な
違

い
な
ど

の
解
説
も

面
白
く
、
特
に
能

の
感
情

の
表
し
方

の
説
明
は
、
今
年
薪
能
に
行

っ
た
け
れ

ど
も
能
が
全
く
と

い

っ
て
い
い
ほ
ど
理
解

で
き
な

か

っ
た
私
に
は
、
正
直
と

て
も
あ
り
が
た
い
も
の
で
し
た
。

 

そ
ん
な

こ
ん
な

で
狂
言
に
魅
了
さ
れ
た
私
は
、
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
を
穴
が
あ

き
そ
う
な
ぐ
ら

い
じ

っ
く
り
と
読
ん
で
い
た
の
で
す
が
、
あ
る
所
ま
で
読

み

進

む
と
少

し
疑
問
が
生

じ
ま

し
た
。
今
回
演
じ

て
く
だ
さ

っ
た
茂
山
家

の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
名
前
が

「お
豆
腐
狂
言
 
茂
山
家
」
な

の
で
す
。
ど
こ
か

ら
豆
腐
が
で
て
き
た
ん
だ
と
思

い
つ
っ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
て
み
る
と
、
そ

の
理
由
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

 
昔
、
狂
言
が

一
部

の
特
別
な
階

層

の
人

々
だ
け

の
も
の
で
あ

っ
た
時
代

に
、
茂
山
家

の
方
が
結
婚
式
や
お
祝

い
の
会
に
出
向

い
て
は
狂
言
を
演
じ
続

け
た

の
で
、
余
興
に
困

,っ
た
ら

「茂
山

の
狂
言
に
し
と
こ
か
」
と
言
わ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
す
る
と
、
京
都
で
は
お
か
ず
に
困

っ
た
と
き

「お
豆

腐

に
で
も
し
と
こ
か
」
と
言
わ
れ
て
い
た
た
め
、
そ
れ
を
椰
楡
し
て

「茂
山

の
狂
言
は
お
豆
腐
や
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
、
そ
れ
を

「お
豆

腐
狂
言
」
と
し
た
の
が
名
前

の
由
来
だ
そ
う
で
す
。

し
か
し
こ
の
話
に
は
続

き
が
あ
り
、
茂
山
家

の
二
世
千
作
さ
ん
は

「お
豆
腐

で
結
構
。
そ
れ
自
体
高

価

で
も
上
等

で
も
な
い
が
味

つ
け
に
よ

っ
て
高
級
な
味
に
も
な
れ
ば
、
庶
民

の
味

に
も
な

る
。
お
豆
腐

の
よ
う
に
ど
ん
な
所
で
も
喜
ん
で
い
た
だ
け
る
狂

言
を
演
じ
れ
ば
よ
い
。
お
豆
腐

の
ほ
う
で
文
句
を

い
う
必
要
は
な
い
。
よ
り

お
い
し
い
お
豆
腐
に
な
る
こ
と
に
努
力
す
れ
ば
よ
い
」
と
お

っ
し
ゃ
り
、
悪

口
を
逆
手
に
と
り
ま
し
た
。

そ
し
て
そ
の
言
葉

の
通
り
に
、
今

の
茂
山
家
は

誰
か
ら
も
愛
さ
れ
る
、
飽
き
の
こ
な

い
、
味
わ

い
深
い
、

そ
ん
な

「お
豆
腐

狂
言
」
を
広
め
て
い
こ
う
と
な
さ

っ
て
い
る
と

の
こ
と
で
し
た
。

 
私
は
こ
れ
を
読
ん
だ
と
き
、
な
る
ほ
ど
な
と
納
得
し
ま
し
た
。
や
れ
古
典

芸
能
だ
、
伝
統
芸
能
だ
と
肩
に
力
を
入
れ
、
気
を
張

っ
て
観
に
行

っ
た
は
ず

の
狂
言
に
親

し
み
や
す
さ
を
感
じ
、
違
和
感
な
く
な
じ
め
た

の
は
こ
の

「お

豆
腐
狂
言
」
を
目
指
す
茂
山
家

の
方

々
の
お
か
げ
だ
と
思

い
ま
す
。

も
ち
ろ

ん
狂
言
自
体
が
愉
快

で
魅
力
が
あ
る
と

い
う

の
も
確
か
に
あ
る

で
し
よ
う

が
、
演
者

の
方

々
の
心
も
ち
が
私
達
に
伝
わ

っ
て
、
力
を
抜
き
リ
ラ
ッ
ク

ス

し
て
楽
し
め
た

の
だ
と
思
い
ま
す
。
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せ

っ
か
く

ふ
れ
る

こ
と
が
で
き
た
狂
言
。

こ
れ
か
ら
は
暇
な
日
に
は
友
達

と

一
緒

に
お
豆
腐
狂
言
を
観
に
行
こ
う
と
思

い
ま
す
。

狂
言
鑑
賞
会
に
参
加
し
て

短
国
一

杉

原
 
早

織

 

狂
言
を
見
た

の
は
初
め
て
で
し
た
。
実
際
に
も
そ
う
だ
し
、
デ

レ
ビ
で
も

ち
ら

っ
と
見
た
か
な
、
見
て
な

い
か
な
ぐ
ら

い
で
し
た
。
ま
ず
前
日
に
授
業

で
ビ
デ

オ
を
見

て
驚

い
た

の
は
、
声
で
す
。
お
な
か
の
底
か
ら
張
り
上
げ
る

よ
う
な
声

で
び

っ
く
り
し
ま
し
た
。

ミ

ュ
ー
ジ
カ

ル
や
演
劇
は
何
度

か
見
た

こ
と
が
あ

る
け
れ
ど
、
狂
言
独
特

の
言

い
回
し
と

い
う

か
声

の
出
し
方
、

し
ゃ
べ
り
方
が
あ
り
、
そ
こ
が
違

っ
て
い
て
お
も
し
ろ
い
な
あ
と
思

い
ま
し

た
。

 
当

日
。
ま
ず
解
説
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
能
と
狂
言
の
違

い
な
ど
を

説
明
し
て
も
ら

い
ま
し
た
。
能
で
は
悲
し
み
が
美
し
い
と
さ
れ
て
い
て
、

}

方
狂
言
は
笑

い
の
要
素
が
た
く
さ
ん
と

い
う
こ
と
で
す
。
能
は
全
部

の
作
品

を
見

て
み
て
も

"笑

い
"
が

一
、
二
回
し
か
で
て
こ
な

い
と

い
う

の
に
は
驚

き
ま
し
た
。
狂
言
で
は

"笑

い
"
は
手
を
大
き
く
動
か
す
そ
う
で
、
そ

の
動

き
が
お
も
し
ろ
か

っ
た
で
す
。

 
作
品
は
、
『千
鳥
』
と

『
蝸
牛
』
の
二
本
立

て
で
し
た
。

ど
ち
ら
も
と
て
も

有
名
な
作
品
だ
そ
う
で
す
。
『
千
鳥
』
で
は
酒
を
売

っ
て
く
れ
な

い
酒
屋
に
対

し
て
何
と
か
酒
を
手
に
入
れ
よ
う
と
、
山
鉾
を
引
く
様
や
流
鏑
馬
の
様
を
話

し
た
り
馬
に
乗
る
真
似
を

し
な
が
ら
隙
を
見
て
酒
樽
を
持
ち
帰
ろ
う
と
す
る

太
郎
冠
者
が
見
ど
こ
ろ
で
し
た
。
『
蝸
牛
』
は
主
人
に
カ
タ
ツ
ム
リ
の
特
徴
を

聞

い
て
そ
れ
を
取
り
に
行
か
さ
れ
た
太
郎
冠
者
が
、
間
違

え
て
山
伏
を
連
れ

て
帰
ろ
う
と
す
る
や
り
と
り
が
お
も
し
ろ
か

っ
た

で
す
。

 
最
後
に
質
疑
応
答

の
時
間
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
な
ぜ
狂
言

の
世
界

に
は
女
性
が
少
な
い
の
か
と
い
う
質
問
が

で
て
、
昔
か
ら
男
性
が
や
る
よ
う

に
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
し
た
。
ま
た
ズ
ボ

ン
の
裾
が
長

い
の
は
位
が
高

い

か
ら
と
い
う

こ
と
も
知
り
ま
し
た
。

狂
言

っ
て
多
分
自
分
か
ら
で
は
見
に
行

か
な

い
し
、
今
回
こ
う
い
う
行
事
が
あ

っ
て
見
に
行

っ
て
い
い
経
験
に
な
り

ま
し
た
。
新
し
い
世
界
が
見
ら
れ
た
と
思

い
ま
す
。

国
文
学
会
旅
行
に
参
加
し
て

大
国
二

西

田

優

子

今
回
の
旅
は
、
伊
勢

の
地
を
巡
る
旅
だ

っ
た
。

一
日
目
で
私
が

一
番
印
象
に
残

っ
た
の
は
、
本
居
宣
長
記
念
館
に
所
蔵
さ
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れ

て
い
た

『
端
原
氏
城
下
画
図
』
(国

・
重
文
)
と

い
う
も

の
で
あ
る
。
城
を

中
心
と

し
て
整
然

と
碁
盤

の
目
に
並
ん
だ
家

々
。

そ
の
家
に
は
住
人

の
姓
も

書

い
て
あ
る
。
町
を
囲
む
地
形
も
精
密
な
線

で
描
写
さ
れ
た
こ
の
地
図
、

こ

れ
を
見
れ
ば

こ
の
町
に

つ
い
て
ど
ん
な

こ
と
で
も
分
か
る
気
が
す
る
。
が
、

「こ
の
端
原
氏
城
下
町
と

い
う

の
は
日
本

の
何
処
に
あ
る
の
で
す
か
?
」

と
問
う
た
な
ら
ば
、
そ
の
場
所
を
答
え
ら
れ
る
者
は
、
世
界
中
誰

一
人
と
し

て
い
な

い
の
だ
。

 
何
故
な
ら

こ
の
地
図
は
、
十
九
歳

の
宣
長
が
考
え
出
し
た
架
空

の
町
だ
か

ら

で
あ
る
。
住
人

の
系
譜
ま
で
作
る
に
及
ん
だ
と

い
う
が
、
こ
の
地
図
の
例

か
ら
、
宣
長

の
、
見
え

ぬ
も

の

へ
憧
れ
、
想
像
力
、
そ
し
て
見
え

ぬ
も

の

を
、
見
え

る
形
と

し
て
書
き
表
そ
う
と
す
る
願
望
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
思

う
。

こ
の
心
情

は
、
そ
の
後
の
数

々
の
偉
業
を
成
す
過
程

で
も
宣
長
を
突
き

動

か
し
た
も

の
で
は
な

か

っ
た
か
と
想
像

し
た
。

 
今

回
、
記
念
館

を
訪
れ

た
時

に
は
、
『
宣

長

の
見
た

「日
本
」
』
と
い
う

テ
ー

マ
の
企
画
展
が
行
わ
れ

て
い
た
。

そ
こ
で
印
象

に
残

っ
た

の
は
、
『大

日
本
天
下
四
海
画
図
』
(国

・
重
文
)
と

い
う
、
地
図
は
地
図
で
も
日
本
地
図

で
あ

る
。

こ
れ
を
書

い
た
と
き
、
宣
長
わ
ず
か
十
七
歳
。

「今
出
回

っ
て

い

る
地
図
は

こ
と
ご
と
く
在
所
が
相
違
し
て
い
る
、

つ
ま
り
間
違

っ
て
い
る
」

と

い
う
直
感
か
ら
製
作
を
始
め
た
。

こ
れ
を
書
く
前
、

一
年
を
江
戸
で
過
ご

し
た
こ
と
か
ら
、

日
本

の
国

の
大
き
さ
を
宣
長
は
実
感
し
た
。
そ
し
て

「
日

本
」
と

い
う

レ
ベ
ル
で
も
の
を
見
よ
う
と
す

る
に
到

っ
た
。
宣
長
が

こ
の
地

図
を
書
い
た
の
は

一
七
四
六
年
。

日
本
地
図
で
有
名
な
伊
能
忠
敬
が
第

一
次

の
測
量
の
旅
に
出
か
け
た

の
が

一
八
〇
〇
年
。
時
代
が
、
日
本
と

い
う

レ
ベ

ル
で
物
事
を
見
る
方
向

へ
動
き
出
し
、
宣
長
は
そ
の
先
駆
け
で
あ

っ
た
よ
う

に
思
う
。
そ
し
て
宣
長
は
地
図
で
は
な
く
、
『
古
事
記
』
や

『
源
氏
物
語
』
を

は
じ
め
と
す
る
古
典
や
歴
史
書
か
ら
日
本

の
姿
を
探

っ
て
い
く
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

 
ち
な

み
に
、
彼

の
学

問

の
基
本

は
丁
寧

に
読

み
、

丁
寧

に
書
き
写
す

こ

と
。
学
問
を
す

る
時
間
は
ど
う
や

っ
て
作

っ
た
か
と

い
う

こ
と
に

つ
い
て

は
、
普
段

の
仕
事
を
効
率
よ
く
終
わ
ら
せ
、
時
間
を
作

っ
た
と
学
芸
員
さ
ん

が
言

っ
て
お
ら
れ
た
。

 

二
日
目
の
朝
は
伊
勢
神
宮

の
内
宮
に
参
拝
し
た
。
す
ぐ
近
く

の
旅
館
に
宿

泊
で
き
た
お
か
げ

で
、
な
ん
と
朝

六
時

に
早
朝
参
拝

を
す
る

こ
と
が

で
き

た
。
宇
治
橋

(内
宮

ペ
の
入

口
、
五
十
鈴
川
に
か
か
る
橋
)
に
は
朝
霞
が
懸

か
り
、

一
層
神
聖
さ
を
増

し
て
い
た
。

 

二
十
年
に

一
度
、
正
殿

(し
ょ
う

で
ん
)
を
始

め
御
垣
内

(み
か
き
う
ち
)

の
建
物
を
全

て
新
造
す
る
と

い
う

「神
宮
式
年
遷
宮
」
と

い
う
行
事
が
行
わ

れ
る
が
、

こ
の
行
事

は
、
神
宮

の
古
伝
に
よ
る
と
、
制
度
化
さ
れ
た

の
は
、

天
武

天
皇

の
御
代

の
こ
と
、
第

一
回

の
式
年
遷
宮
が
内
宮

で
行
わ
れ

た

の

は
、
持
統
天
皇
四
年

(六
九
〇
)

の
こ
と
で
あ
る
。
以
来
、
戦
国
時
代
に
中
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絶
す

る
と
い
う
事
態

に
見
ま
わ
れ
な
が
ら
も
、

=
二
〇
〇
年
に
わ
た

っ
て
続

け
ら
れ

て
来
た
。

 
何
故

二
十
年
に

一
度
遷
宮
が
行
わ
れ
る
の
か
と
い
う
理
由
に

つ
い
て
は
、

現
在

に
お

い
て
は
、
技
術

の
継
承
と

い
う
点
で
有
効
だ
と

い
う

こ
と
が
大
き

い
。
掘
立
柱

(ほ

っ
た
て
ば
し
ら
)
に
萱

(か
や
)

の
屋
根
が
特
徴

の
神
宮

の
建
築
様
式

は
、
唯

一
神

明
造

(ゆ

い
い

つ
し
ん
め

い
づ
く

り
)
と
呼
ば

れ
、
弥
生
時
代
に
ま

で
湖
る
高
床
式
穀
倉

(た
か
ゆ
か
し
き

こ
く
そ
う
)

の

姿
を
今

に
伝
え

て
い
る
。

 

旅

の
最
後
に
朝
熊

(あ
さ
ま
)
山

(標
高
五
五
五

m
)
に
行

っ
た
。
朝
熊

山
は
、
「お
伊
勢
参
ら
ば
朝
熊
を
か
け
よ
、
朝
熊
か
け
ね
ば
片
参
り
」
と
古
く

か
ら
謡
わ
れ
、
お
伊
勢
参

り
を
す
る
人
は
必
ず

こ
の
山

に
登

っ
た
地
で
あ

る
。
山
頂
か
ら

は
伊
勢
湾

の
青

々
と
し
た
海
を
見
渡
す

こ
と
が

で
き
、

こ
じ

ん
ま
り
と
し
た
緑

の
島
が
い
く

つ
も
浮

か
ぶ
風
景
は
、
『古
事
記
』
の
冒
頭
の

よ
う
に
神

々
が
海
に
島

々
を
浮

か
べ
た
よ
う
だ

っ
た
。
そ
し
て
、
山
か
ら
見

渡
せ
る
平
地

で
は
遥
か
昔
、
高
床
式
穀
倉

が
建
ち
、
緑

の
稲
原
が
広
が
り
、

「豊
葦
原

の
瑞
穂

の
国
」

(《
神
意

に
よ

っ
て
稲
が
豊
か
に
実
り
、
栄
え
る
国

の
意
》
日
本
国
の
美
称
)

の
名

に
相
応

し
い
光
景
が
広
が

っ
て
い
た

の
で
は

な

い
か
と
想
像

し
た
。

伊
勢
の
国

へ
の
旅
路

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
国

一 

小
 

林

 

 

 
愛

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

み 
け
 
 
 
 
 
 かむ
か
ぜ

 

二
〇
〇
六
年
度

・
国
文
学
会
旅
行

の
行
き
先
は
、
御
食

つ
国

・
神
風
の
三

重
県
伊
勢
市

(萬
葉
集
巻
十
三

・
三
二
三
四
よ
り
)
だ

っ
た
。

天
照
大
神
を

祀
る
大
神
宮
、
伊
勢
神
宮
が
そ
こ
に
あ
る
。
「斎

王
」
と

い
う
存
在
を
ご
存
知

だ
ろ
う
か
。
歴
代
天
皇
に
代
わ

っ
て
神

に
仕
え
る
た
め
、
伊
勢
神
宮

に
使
わ

さ
れ
た
未
婚

の
皇
女

の
こ
と
で
あ
る
。
今
回

の
学
会
旅
行

で
、
我

々
は
遥
か

昔
に
斎
王
た
ち
が
歩
ん
だ
道
筋
を
辿

っ
た
。

 
京
都
を
、
牛
車
な
ら
ぬ
バ
ス
で
出
発
し
た
我

々
は
、
嘗

て
東
海
道

と
呼
ば

れ
た
道
を
通

っ
て
滋
賀
県
を
進
ん
だ
。
途
中
、
甲
賀
市

に
史
跡
が
あ
り
、
予

定
外
に
下
車
す
る
。
そ
こ
は
垂
水
斎

王
頓
宮
跡
と

い
い
、
斎

王
が
伊
勢

の
国

に
向
か
う
途
中
で
宿
泊
し
た
場
所
で
あ

っ
た
。
高

い
杉
林
が
空
を
覆

っ
た
、

ひ
ん
や
り
と
し
た
場
所
だ

っ
た
。
今
で
は
、
頓
宮
量
と
彫
ら
れ
た
石
碑

の
他

に
小
さ
な
社
と
井
戸
の
跡
し
か
残

っ
て
い
な

い
が
、

こ
の
よ
う
な
頓
宮

は
当

時
す
ぐ
に
取
り
壊
す

の
が
通
例
で
あ
り
、
垂
水

の
頓
宮

の
よ
う
に
遺
跡
が
現

存

し
て
い
る
も

の
は
大
変
珍
し
い
。
か
の

『
源
氏
物
語
』

に
登
場
す
る
六
条

御
息
所

の
モ
デ

ル
で
は
な

い
か
と
言
わ
れ

て
い
る
斎
宮
女
御
徽
子
は
、
僅
か

九
歳
に
し
て
斎
王
に
選
ば
れ
て
こ
こ
垂
水
に
泊
ま
り
、
ま
た
四
十
九
歳

の
時
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に
娘

の
皇
女
が
斎
王
に
選
ば
れ
た
時
も
、

母
と
し
て
付
き
添

っ
て
再
び
垂
水

に
宿
泊
し
た
。

そ
の
際
、
彼
女
が
詠
ん
だ

と
さ
れ
る
歌

の
歌
碑
が
残

っ
て
い

る
。

 
頓
宮
を
後
に
し
た
我

々
は
、
伊
勢

へ
と
向
か
う
最
後

の
難
関
、
鈴
鹿
峠
を

越
え
る
。
バ

ス
の
窓

か
ら
景
色
を
見
る
と
、
遥
か
山
下
の
民
家
が
と

て
も
小

さ

く
に
見
え
た
。
三
重
県

に
入
り
、
昼
食

に
松

阪
市
名
産

の
松
阪
牛
を
頂

く
。
流
石
御
食

つ
国
だ
。

因
み
に
、
あ

の
赤
福
も
三
重
県
伊
勢
市
が
産
地
で

あ

る
。
そ

の
後
、
松
阪
城
跡
を
通
り
、
本
居
宣
長
記
念
館

へ
行
く
。
『
古
事

記
』
『源
氏
物
語
』
な
ど

の
研
究
者
と
し
て
有
名
な
宣
長

の
、
『
古
事
記
伝
』

自
筆
稿
本
を
初

め
と
す
る
数

々
の
重
要
文
化
財
指
定

の
資
料
な
ど
が
展
示
さ

れ
て
い
た
。
次
に
我

々
が
向
か

っ
た
の
は
、
斎
宮
歴
史
博
物
館
だ
。
そ
こ
で

見
た
ス
ラ
イ
ド
に
は
、
神
に
仕
え
る
大
役
を
任
さ
れ
、
都
を
離
れ
山
道
を
越

え
、
伊
勢
を
目
指
す
ま
だ
十
歳

に
も
満
た
な
い
斎
王

の
姿
が
あ

っ
た
。
我

々

が
バ

ス
で
辿

っ
た
鈴
鹿
山
脈
を
、
当
時

は
整
備
も
ろ
く
に
さ
れ
て
い
な
い
の

に
徒
歩
と
牛
車

で
越
え
て
い
た

こ
と
も
、
驚
く

べ
き

こ
と

で
あ
る
。
そ
の
日

の
夕
刻
、

よ
う
や
く
伊
勢
市

の
宿
泊
場
に
入
る
。

 
翌

日
、
と
う
と
う
伊
勢
神
宮
内
宮
を
参
拝
す
る
。
ま
だ
日
も
上
が
り
き
ら

な

い
う
ち
か
ら
、
出
来
立

て
の
赤
福
餅
を
求
め

て
ホ
テ
ル
を
飛
び
出
す

メ
ン

バ
ー
も

い
た
。
人
気

の
無

い
神
宮

へ
の
道
程
は
、
実
に
清

々
し
い
も
の
だ

っ

た
。
伊
勢
神
宮
は
広

い
。
皇
大
神
宮
を
初
め
、
全
百
二
十
五
も

の
宮
社
か
ら

な

る
。
大
人
三
人
が
手
を

っ
な

い
で
や

っ
と
抱
え
ら
れ
そ
う
な
杉

の
大
木
が

立
ち
並
び
、
僅
か
な
木
漏
れ
日
が
深
深
と
降

っ
て
い
る
。
あ
た
り
は
静
詮
に

満
ち
て
い
た
。
ふ
と
既
視
感
を
覚
え
て
考
え
込
む
と
、
な
る
ほ
ど
、

 
日
目

に
立
ち
寄

っ
た
あ

の
垂
水
斎

王
頓
宮
跡
と
、
空
気
が
よ
く
似

て
い
た
。

ほ
と

り
を
流
れ
る
五
十
鈴
川

で
手
を
清
め
、
内
宮
を
参
る
。
あ
ま
り
に
神
殿
が
大

き
く
敷
地
が
広

い
た
め
、
全
体
は
見
え
な
か

っ
た
。
奏
銭
と
し
て
、
ご
縁
を

担

い
だ
五
円
玉
を
投
げ
た
。
無
事
参
拝
を
終
え
、
神
道
博
物
館
や
神
宮
徴
古

館
他
、
隣
接
す
る
様

々
な
資
料
館
や
美
術
館
を
回

っ
た
。

 
 
 
 
あさ
ま

最
後
に
、
朝
熊
山
を
登

っ
て
鳥
羽
市
に
入
る
。
そ
こ
か
ら
見
る
伊
勢
湾

・
鳥

羽
港

・
志
摩
半
島

・
点
在
す
る
島

々
の
大
パ
ノ
ラ

マ
は
絶
景
だ

っ
た
。

こ
の

景
色
を
題
材
に
し
た
柿
本
人
麻
呂
の
歌
が
、
『
万
葉
集
』
に
あ
る
。
ま
た
中

で

も
、
遥
か
に
見
え
る
神
島
は
、
三
島
由
紀
夫

の

『
潮
騒
』

の
舞
台
と
し
て
有

名
だ
。

 

こ
う
し
て
、
伊
勢

の
国
の
旅
路
は
幕
を
閉
じ
た
。
多
く

の
文
学

の
題
材
と

な

っ
た
御
食

つ
国
。
普
段
と
全
く
違
う
環
境

の
旅
先

で
、
先
生
方
や
先
輩
後

輩
と
新

し
い
発
見
を
し
、
語
り
合
う

の
は
本
当
に
楽
し

い
。
次
回
の
学
会
旅

行

は
、
ま
た
ど
こ

へ
旅
立

っ
の
だ
ろ
う
か
。
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こ
の
た
び
、
次

の
よ
う
な

『女
子
大
國
文
』
投
稿
規
程
を
設
け
、
今
号
か

ら
適
用
し
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
規
程
に
則

っ
て
、
ふ
る

っ
て

投
稿

下
さ

い
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

 
 
 

『
女

子

大

國

文

』
投

稿
規

程

一
、

(投
稿
資
格
)

 
①

京
都
女
子
大
学
国
文
学
会

の
会
員
は
投
稿
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
②

京
都
女
子
大
学
国
文
学
会

の
会
員
以
外
の
者
も
、
編
集
事
務
局

の
判

 
 
断

で
寄
稿
を
認
め
る
。

二
、

(刊
行
回
数

・
時
期

・
投
稿

の
締
め
切
り
)

①

毎
年

二
回
、
九
月
と

一
月
に
刊
行
す
る
。

②

毎
年
、

五
月
十
日
と
九
旦

 
守
)
。

二
十

日
を
投
稿

の
締
め
切
り
と
す
る

(厳

三
、

(投
稿

の
枚
数
)

 
 
枚
数

は
原
則
と
し
て
自
由
で
あ
る
が
、
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
、
四
十
枚

 

(注

・
表

・
図
版
な
ど
を
含
む
)
を
目
安
と
す
る
。

ま
た
、
完
全
原
稿

で

あ
る
こ
と
を
原
則
と
す
る

(多
少
の
加
筆
訂
正
は
や
む
を
得
な

い
が
、
段

落
や
章

の
差
し
替
え
な
ど
大
幅
な
修
正
を
加
え
た
も

の
は
、
査
読
を
行
う

関
係
上
不
可
)
。

四
、

(投
稿
に
際
し
て
提
出
す

べ
き
も
の
)

 
①

手
書
き
原
稿

の
場
合
、
投
稿

原
稿

二
部

(審
査

用
。
二
部

と
も

コ

 
 
ピ
ー
し
た
も

の
で
も
可
)
。

②

ワ
ー
プ

ロ
原
稿

の
場
合
、
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
た
も
の
二
部

(・審
査

 
 
用
)
と
、
投
稿
原
稿
が
収
め
ら
れ
て
い
る
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ

ィ
ス
ク

一
枚

 
 
(ワ
ー
プ

ロ
専

用
機

の
場
合

は
機

種
、
パ

ソ

コ
ン
を
使

用

の
場
合

は
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ワ
ー
プ

ロ
ソ
フ
ト
名
を
明
記
す
る
こ
と
)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

五
、

(投
稿
に
際
し
て
の
注
意
事
項
)

 
①

論
文
末
尾
に
所
属
、
回
生
、
卒
業
年
度
な
ど
を
丸
ガ

ッ
コ
に
括

っ
て

 
 
記
す

こ
と
。
本
学

の
教
員

・
院
生

・
学
生

の
場
合

は
、

(本
学
教
授
)

 
 
(本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
)

(本
学
文
学
部
国
文
学
科
四
回
生
)
な

 
 
ど
と
記
す
。

 
②

連
絡
先

の
住
所
を
記
し
た
別
紙
を
添
え
る
こ
と

(採
否

の
知
ら
せ
や

 
 
校

正
送
付
等

の
た
め
)
。
そ
の
際
、
投
稿
原
稿

に

つ
い
て
の
連
絡
事
項

 
 
を
す
み
や

か
に
行
う
た
め
に
、
差
し
支

え
な
け
れ
ば
、
電
話
番
号

・



フ
ァ
ッ
ク
ス
番
号

・
メ
ー

ル
ア
ド
レ
ス
な
ど
も
添
え
る
こ
と
。
内
部

の

教
員

・
院
生

・
学
生
は
直
接
原
稿

の
や
り
と
り
を
す
る
の
で
、
住
所
は

不
要
だ
が
、
必
要
に
応
じ

て
電
話
番
号
や
メ
ー

ル
ア
ド
レ
ス
を

『
女
子

大
國
文
』
編
集
事
務
局
か
ら
聞
く

こ
と
が
あ
る
。

こ
れ
ら

の
個
人
情
報

に

つ
い
て
は
、
投
稿
原
稿
に

っ
い
て
の
連
絡
以
外
に
使
用
す
る
こ
と
は

し
な

い
。

六
、

(投
稿
先
)

 
投
稿
先
は
以
下

の
通
り
。

 
 
〒
六
〇
五
ー

八
五
〇

一

京
都
市
東
山
区
今
熊
野
北
日
吉
町
三
五
番
地

 
 
 
 
 
 
 
京
都
女
子
大
学
国
文
学
会

 
 
 
 
 

『
女
子
大
國
文
』
編
集
事
務
局

七
、
(投
稿
論
文
の
採
否
)

 
 
投
稿
論
文
の
採
否
は
、
編
集
委
員
の
査
読
、
ま
た
は
関
連
分
野
の
外
部

 
研
究
者
査
読
の
結
果
を
経
て
、
編
集
委
員
会
に
て
決
定
し
、
結
果
を
投
稿

 
者
に
通
知
す
る
。

正
は
、
査
読
を
経
た
関
係
上
認
め
ら
れ
な

い
。

九
、

(本
誌

・
抜
き
圃
り

の
贈
呈
)

 
 
投
稿
論
文
が
掲
載
さ
れ
た
場
合
、
本
誌
二
部
、
抜
き
刷
り
三
十
部
を
贈

 
呈
す
る
。
増
棚
希
望

の
場
合

は
、
実
費
執
筆
者

負
担

で
受
け
付
け

る

の

 
で
、
採
用

の
通
知
を
受
け
て
か
ら
す

み
や
か
に

『
女
子
大
國
文
』
編
集
事

 
務
局
ま
で
連
絡
す
る
こ
と
。

十

、

(掲
載
論
文

の
電
子
媒
体
に
よ
る
公
開
)

掲
載
さ
れ
た
論
文
等
は
、
電
子
媒
体

に
よ

っ
て
も
公
開
す
る
。

  十
② ① 一

(規
程

の
改
正
)

本
規
程

の
改
正
は
、
会
員

の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

規
程

の
改
正
の
結
果
は
、
す
み
や
か
に
本
誌

に
掲
載
す
る
。
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八
、

(校
正
)

 
 
校
正
は
原
則
と
し
て
、

再
校
ま
で
と
す
る
。
校
正
段
階
で
の
大
幅
な
修



編

集

後

記

 
第

=
二
九
号
で
お
知
ら
せ
し
た
よ
う

に
、
今
号

か
ら
投
稿
規

程
を

設
定

し
、
査
読
制
度
を
明
確
に

し
ま
し
た
。
今

号

の
査
読

・
編
集
委
員

は
次

の

方

々
で
す
。

 
 
海
老
井
英
次

・
小
椋
嶺

一
・
工
藤
哲
夫

・
新
間

一
美

・
高
見
三
郎

・

 
 
中
前
正
志

・
八
木
意
知
男

 
以
上

の
各
氏

の
他
に
、
編
集
事
務

局
か
ら
小
林
賢
次
と
山
崎
ゆ
み
が
加

わ

っ
て
編
集
委
員
会
を
開
き
、
審
議

の
結
果
五
点

の
論
文
が
掲
載
と
な
り
ま

し
た
。
今
後
、
必
要
に
応

じ
て
外
部
査
読
等
も
取
り
入
れ
る
べ
く
検
討
し
て

い
き
ま
す
。
会
員

の
皆
様

の
積
極
的
な
投
稿
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

(小
)
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