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宮
本
重
胤
の
「
婦
人
神
職
任
用
論
」
に
関
す
る
小
考小

林

晃

枝

は
じ
め
に

　

慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
十
二
月
九
日
、
王
政
復
古
の
大
号
令
に

よ
り
成
立
し
た
明
治
維
新
政
府
は
、
天
皇
親
政
の
名
の
下
新
し
い
国

造
り
を
は
じ
め
た
。
新
政
府
が
特
に
力
を
入
れ
た
の
が
神
祇
制
度
の

改
革
で
あ
っ
た
。
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
三
月
十
三
日
に
布
告
さ

れ
た
太
政
官
布
告
第
百
五
十
三
号
で
は
、
祭
政
一
致
と
天
下
の
諸
神

社
を
神
祇
官
に
所
属
せ
し
む
べ
き
と
宣
言
し
た
。
同
年
同
月
二
十
八

日
の
太
政
官
逹
第
百
九
十
六
号
で
は
所
謂
「
神
仏
判
然
令
」
が
通
達

さ
れ
、
神
と
仏
、
神
社
と
寺
院
、
神
道
と
仏
教
が
明
確
に
区
別
さ
れ

た
。
更
に
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
五
月
十
四
日
に
は
「
神
社
の
世

襲
神
職
を
廃
し
精
選
補
任
す
べ
し
」
と
す
る
太
政
官
布
告
第
二
百
三

十
四
号
が
、
同
時
に
「
官
社
以
下
の
定
額
、
神
官
職
制
等
」
に
関
す

る
太
政
官
布
告
第
二
百
三
十
五
号
が
布
告
さ
れ
た
。
布
告
二
百
三
十

四
号
と
二
百
三
十
五
号
は
「
神
社
は
国
家
の
宗
祀
」
と
の
理
念
を
以

て
布
告
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
以
降
神
社
制
度
の
改
革
が
は
じ

ま
っ
た
。

　

神
祇
制
度
の
改
革
は
神
社
だ
け
で
は
な
く
宮
中
に
も
及
ん
だ
。
停

廃
し
て
い
た
祈
年
祭
が
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
に
復
興
さ
れ
た
。

新
し
い
祭
祀
も
創
出
さ
れ
、
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
一
月
三
日
に

元
始
祭
が
、
明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
に
は
春
・
秋
皇
霊
祭
が
そ

れ
ぞ
れ
始
め
ら
れ
た
。

　

し
か
し
中
に
は
永
く
続
い
た
制
度
が
廃
止
に
な
っ
た
も
の
も
あ
る
。

茨
城
県
の
鹿
島
神
宮
の
物
忌
は
童
女
を
以
て
そ
の
役
に
あ
て
て
い
た

が
、
明
治
初
年
に
廃
止
さ
れ
た
。
初
代
物
忌
「
普
雷
女
（
ア
マ
ク
ラ

ノ
ヒ
メ
）」
か
ら
一
五
六
九
年
間
、
二
十
六
名
の
物
忌
が
奉
仕
し
た
）
1
（

。

他
に
も
神
宮
の
物
忌
が
明
治
元
年（
一
八
六
八
）に
廃
止
さ
れ
て
い
る
）
2
（

。

　

永
く
停
廃
さ
れ
て
い
た
も
の
が
再
興
さ
れ
か
け
た
が
諸
事
情
で
か

な
わ
な
か
っ
た
も
の
も
あ
る
。
左
大
臣
一
条
忠
香
が
、
文
久
二
年

（
一
八
六
二
）
十
一
月
頃
よ
り
斎
宮
再
興
を
建
言
し
て
い
る
。
一
条
忠



252明治聖徳記念学会紀要〔復刊第 46 号〕平成 21 年 11 月

香
は
当
時
の
慶
光
院
住
職
で
あ
る
十
四
世
桂
巌
周
昌
を
還
俗
さ
せ
、

神
祇
伯
白
川
家
の
養
女
に
し
て
斎
宮
に
す
る
と
い
う
計
画
を
建
て
て

い
た
が
、
そ
れ
は
実
現
し
な
か
っ
た
）
（
（

。

　

明
治
の
神
祇
制
度
は
停
廃
さ
れ
て
い
た
祭
祀
を
再
興
し
た
り
、
ま

た
新
し
い
祭
祀
を
創
出
し
た
。
し
か
し
、
祭
祀
に
お
け
る
女
性
や
子

供
の
職
掌
を
廃
止
す
る
等
、
一
見
す
る
と
女
性
と
子
供
を
排
除
し
た

制
度
と
み
ら
れ
な
く
も
な
い
。
実
際
、
明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）

九
月
七
日
に
出
さ
れ
た
内
務
省
訓
第
六
百
五
十
六
号
「
府
県
社
以
下

神
社
神
職
登
用
規
則
第
一
条
乃
至
四
条
ニ
関
ス
ル
件
）
4
（

」
で
は
、
女
子

は
社
司
・
社
掌
に
な
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

こ
の
様
に
女
性
が
神
職
と
し
て
奉
仕
す
る
こ
と
は
不
可
と
法
に

依
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
中
、
当
の
神
社
界
か
ら
「
婦
人
を
神
職
と

し
て
任
用
せ
よ
」
と
明
治
・
大
正
・
昭
和
の
三
代
に
わ
た
り
主
張
し

続
け
た
神
職
が
い
た
。
山
口
県
周
南
市
鹿
野
に
鎮
座
す
る
二
所
山
田

神
社
の
宮
司
で
あ
り
、
戦
後
は
山
口
県
神
社
庁
庁
長
を
務
め
た
宮
本

重
胤
（
以
下
、
重
胤
と
記
す
）
で
あ
る
。

　

明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）
九
月
二
十
四
日
、
二
所
大
明
神
宮
司

宮
本
重
喜
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
重
胤
は
、
三
歳
で
父
を
亡
く
し

以
降
は
祖
母
と
母
に
育
て
ら
れ
た
。
山
口
県
の
皇
典
講
究
所
を
卒
業

す
る
と
、
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）
四
月
、
十
五
歳
の
若
さ
で
宮

司
と
な
っ
た
。
明
治
三
十
二
年
（
一
八
九
九
）
の
秋
、
神
か
ら
「
女

性
救
済
」
の
啓
示
を
受
け
た
重
胤
は
、
以
降
女
性
社
会
の
た
め
に
全

力
を
注
ぐ
こ
と
に
な
る
。
明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
一
）
地
元
の
婦

人
を
対
象
に
「
敬
神
婦
人
会
」
を
設
立
し
、
三
十
八
年
（
一
九
〇
五
）

に
は
全
国
組
織
で
あ
る
「
大
日
本
敬
神
婦
人
会
」
を
設
立
し
た
。
理

解
者
や
賛
同
者
が
ほ
と
ん
ど
い
な
い
中
で
の
設
立
で
あ
っ
た
が
、
重

胤
は
精
力
的
に
活
動
し
た
。
明
治
三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）
十
一
月

八
日
、
重
胤
は
女
性
啓
発
と
教
化
を
目
的
と
す
る
『
女
子
道
』
を
創

刊
し
た
。『
女
子
道
』
は
途
中
発
禁
処
分
を
受
け
つ
つ
も
、
最
終
刊

で
あ
る
昭
和
十
七
年
（
一
九
四
二
）
の
一
月
号
ま
で
、三
十
五
年
二
ヶ

月
の
長
き
に
わ
た
り
発
刊
さ
れ
た
。
読
者
は
国
内
全
域
だ
け
で
は
な

く
海
外
ま
で
及
び
、
毎
月
二
～
三
万
部
発
行
さ
れ
た
。
女
性
の
敬
神

と
知
徳
啓
発
を
目
的
と
し
て
い
る
が
、
内
容
は
決
し
て
堅
苦
し
い
も

の
で
は
な
く
時
事
ニ
ュ
ー
ス
や
料
理
コ
ー
ナ
ー
、
連
載
小
説
、
人
生

相
談
、
家
事
の
工
夫
、
短
歌
投
稿
等
が
あ
り
、
楽
し
く
読
め
る
様
に

な
っ
て
い
る
。

　

重
胤
は
『
女
子
道
』
で
自
ら
の
主
張
を
発
表
し
続
け
た
。
女
性
の

敬
神
、
教
化
を
目
的
と
し
て
い
る
た
め
神
道
に
関
す
る
主
張
が
大
部

分
で
あ
る
が
、
労
働
運
動
、
水
平
社
運
動
、
政
治
や
政
党
へ
の
批
判

等
、
政
治
問
題
に
も
目
を
向
け
て
い
る
。
特
に
女
性
に
関
わ
る
問
題

に
は
力
を
入
れ
、
女
性
参
政
権
運
動
や
廃
娼
運
動
に
賛
意
を
示
し
、

ま
た
女
性
が
高
等
教
育
を
受
け
る
事
や
職
業
を
持
つ
こ
と
に
理
解
を

示
し
た
。
重
胤
の
主
張
は
時
代
の
流
れ
に
沿
っ
て
変
化
す
る
こ
と
も
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あ
る
が
、
女
性
の
権
利
拡
張
、
地
位
向
上
に
対
し
て
は
一
貫
し
て
お

り
、
そ
の
思
想
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
称
し
て
も
よ
い
程
で
あ
る
。
こ

の
『
女
子
道
』
の
中
で
重
胤
が
最
も
主
張
し
た
の
が
、「
婦
人
も
神

職
に
」
と
い
う
「
婦
人
神
職
任
用
論
（
以
下
、
任
用
論
と
記
す
）」
で

あ
る
。「
任
用
論
」
は
当
時
の
神
社
界
に
は
受
け
入
れ
難
い
思
想
で

あ
り
、
大
部
分
の
神
職
か
ら
は
相
手
に
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
重

胤
は
主
張
を
止
め
ず
運
動
を
続
け
た
。

　

こ
の
様
な
重
胤
の
主
張
と
運
動
は
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
が
、
重

胤
に
関
す
る
研
究
書
は
わ
ず
か
で
あ
る
。
管
見
の
限
り
で
は
、
二
所

山
田
神
社
現
宮
司
宮
本
公
胤
の
『「
女
子
道
」
に
み
る
「
大
日
本
敬

神
婦
人
会
」
の
教
化
活
動
に
つ
い
て
）
（
（

』、
神
社
新
報
第
二
五
七
七
号

の
特
集
『
婦
人
神
職
の
道
を
切
り
開
い
た
男
―
青
鞜
社
に
先
駆
け
る

神
道
人
の
女
性
運
動
―
』、
棚
橋
久
美
子
の
『
明
治
期
神
職
の
女
性

啓
発
活
動
―
山
口
県
宮
本
重
胤
の
場
合
）
6
（

―
』
の
三
本
の
み
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
論
文
は
主
と
し
て
重
胤
の
女
性
へ
の
教
化
、
啓
発
に
つ
い

て
考
察
さ
れ
て
お
り
、「
任
用
論
」
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
考
察
さ

れ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
、『
女
子
道
』
を
元
に
重
胤
が
ど
の
様
な

経
緯
で
「
任
用
論
」
を
思
い
立
っ
た
の
か
、
ま
た
何
を
求
め
て
「
任

用
論
」
を
主
張
し
続
け
た
の
か
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

一
、「
任
用
論
」
の
概
略

　

重
胤
が
任
用
論
を
文
章
と
し
て
初
め
て
公
に
し
た
の
は
、
明
治
四

十
三
年
（
一
九
一
〇
）
十
一
月
五
日
発
行
の
『
女
子
道
』
第
四
十
九

号
）
（
（

に
お
い
て
で
あ
り
、「
言
霊
」
と
い
う
コ
ラ
ム
の
中
で
「
祭
祀
は

女
の
役
目
」
と
題
し
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

婦
人
は
罪
の
深
い
者
で
あ
る
、
婦
人
は
穢
の
多
い
も
の
で
あ
る
、

だ
か
ら
尊
い
神
様
に
近
づ
く
と
罰
が
あ
た
る
、
神
様
の
御
物
に

ふ
れ
る
と
御
無
礼
に
な
る
、
と
こ
う
云
ふ
考
を
以
て
、
一
切
神

様
の
物
は
婦
人
に
手
を
掛
け
さ
せ
な
い
、
御
燈
明
一
つ
上
ぐ
る

に
も
、
御
洗
米
一
つ
捧
ぐ
る
に
も
皆
男
の
手
で
し
て
、
女
は
更

ら
に
関
係
し
な
い
、
こ
う
云
ふ
家
庭
を
私
は
往
往
に
し
て
見
受

け
る
様
で
あ
り
ま
す
、
こ
れ
は
全
く
仏
教
か
ら
来
た
迷
信
が

作
っ
た
つ
ま
ら
な
い
習
慣
で
、
今
更
□
に
事
新
し
く
是
非
を
云

ふ
迄
も
な
い
事
で
、
諸
姉
も
亦
御
承
知
の
事
で
あ
り
ま
す
、
男

も
、
女
も
同
じ
人
間
で
罪
や
穢
の
多
い
少
い
の
区
別
も
あ
り
ま

せ
ず
、
ま
た
同
し
神
様
の
御
子
孫
で
あ
る
上
に
は
女
だ
か
ら
と

て
近
づ
か
れ
ぬ
筈
も
な
く
、
男
だ
か
ら
と
て
滅
多
に
御
物
に
手

の
ふ
れ
ら
れ
る
る
訳
も
な
い
、
こ
れ
は
分
り
切
っ
た
事
で
御
座

い
ま
す
、
が
尚
斯
様
な
妙
な
習
慣
が
ま
だ
折
々
残
っ
て
居
る
の

は
残
念
な
事
で
あ
り
ま
す
、

　

冒
頭
で
重
胤
は
女
性
に
対
す
る
罪
や
穢
観
を
仏
教
思
想
か
ら
の
影

響
と
し
、
日
本
で
は
本
来
女
性
の
み
に
罪
、
穢
れ
が
存
在
す
る
と
い

う
考
え
は
無
く
、
此
の
点
で
は
男
女
平
等
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

処
で
、
今
、
日
本
の
古
い
歴
史
を
繙
い
て
見
ま
す
と
、
此
妙
な
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習
慣
と
は
甚
し
い
反
対
の
事
実
が
見
ら
る
る
の
で
御
座
い
ま
す

　

続
け
て
、
仏
教
の
影
響
が
無
か
っ
た
古
代
日
本
の
神
祀
り
の
姿
を

述
べ
て
い
る
。
先
ず
、
皇
室
の
祖
先
で
あ
る
天
照
皇
大
神
は
女
性
で

あ
り
、
天
照
皇
大
神
に
奉
仕
し
た
斎
宮
は
代
々
皇
女
で
あ
っ
た
こ
と
。

春
日
大
社
の
斎
女
、
宮
中
八
神
殿
の
御
巫
、
伊
勢
大
神
宮
・
鹿
島
神

宮
・
香
取
神
宮
の
物
忌
、
全
て
女
性
で
あ
っ
た
こ
と
。
ま
た
諸
国
の

神
社
に
は
女
禰
宜
が
居
り
神
前
奉
仕
し
て
い
た
事
実
を
述
べ

こ
ん
な
事
か
ら
考
へ
て
見
る
と
、
上
代
は
神
様
に
は
男
よ
り
女

の
方
が
比
較
的
多
く
近
づ
い
て
居
り
ま
し
た
様
で
あ
り
ま
す
、

御
祭
典
な
ど
に
は
寧
ろ
女
の
方
が
主
な
る
所
に
は
関
係
し
て
居

ら
る
る
様
で
あ
り
ま
す
、

　
　
（
略
）

神
様
を
御
祭
り
す
る
事
は
婦
人
が
主
と
し
て
上
つ
代
に
は
、

司
っ
て
居
た
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
の
で
あ
り
ま
す

と
、
歴
史
的
事
実
を
基
に
女
性
が
祭
祀
に
関
わ
る
こ
と
は
当
然
の
こ

と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
重
胤
は
次
の
様

に
自
ら
の
考
え
を
述
べ
て
い
る
。

そ
れ
で
私
は
か
ね
て
よ
り
、
婦
人
社
会
の
た
め
に
、
ひ
そ
か
に
、

神
職
婦
人
任
用
論
を
唱
へ
て
居
る
位
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
こ

れ
は
今
日
の
時
世
俄
か
に
用
い
ら
る
べ
き
事
で
も
あ
る
ま
い
と

思
ふ
て
未
だ
所
説
を
広
く
発
表
す
る
に
も
到
り
ま
せ
ぬ
が
、
由

来
男
子
は
主
と
し
て
家
庭
の
外
に
働
き
、
婦
人
は
主
と
し
て
家

庭
の
内
に
務
む
る
日
本
の
風
習
で
す
か
ら
、
家
庭
に
於
て
の
神

様
の
事
、
例
へ
ば
、
神
棚
の
掃
除
か
ら
初
め
て
、
朝
晩
の
御
供

へ
物
、
御
燈
明
、
さ
て
は
御
榊
の
立
て
か
へ
は
云
ふ
ま
で
も
な

く
、
折
目
切
目
の
御
祭
典
の
事
も
凡
て
婦
人
が
主
と
な
っ
て
行

ふ
様
に
し
て
頂
き
度
い
も
の
と
思
ふ
の
で
御
座
い
ま
す

　

こ
こ
で
初
め
て
「
神
職
婦
人
任
用
論
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る

の
で
あ
る
が
、
重
胤
も
「
女
性
を
神
職
と
し
て
奉
仕
さ
せ
る
」
と
い

う
任
用
論
が
世
間
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
は
時
期
尚
早
で
あ
る
こ
と

は
認
識
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
先
ず
は
各
家
庭
の
神
棚
へ
の
奉
仕
を

女
性
が
率
先
し
て
お
こ
な
う
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

こ
れ
が
日
本
の
上
代
の
風
習
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
其
家
庭
を

整
理
し
、
子
女
を
感
化
し
、
な
ほ
婦
人
の
地
位
を
保
つ
上
に
於

て
も
亦
非
常
な
利
益
が
あ
る
事
だ
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す

　

重
胤
は
女
性
の
地
位
保
持
の
た
め
に
も
、
上
代
の
風
習
に
倣
う
べ

き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
重
胤
が
「
任
用
論
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
は
『
女
子

道
』
第
五
十
号
）
（
（

（
明
治
四
十
三
年
十
二
月
五
日
発
行
）
で
同
じ
く
「
言

霊
」
の
中
で
「
斯
様
思
ひ
ま
す
」
と
題
し
、
先
ず
神
職
の
在
り
方
に

つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

其
御
静
り
あ
ら
せ
ら
れ
て
居
る
、
神
霊
に
対
し
奉
っ
て
、
御
礼

を
申
し
御
祈
り
を
す
る
の
が
神
職
で
あ
り
ま
す

左
様
で
す
、
神
職
は
神
霊
、
現
に
お
は
し
ま
す
神
霊
に
御
仕
へ
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す
る
の
が
御
役
目
で
あ
り
ま
す
、
そ
れ
で
神
職
と
な
る
者
は
、

学
問
よ
り
も
、
智
識
よ
り
も
、
何
よ
り
も
ま
づ
、
霊
魂
の
実
在

を
認
め
た
も
の
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ぬ
、
神
霊
の
お
は
し
ま

す
事
を
悟
っ
た
も
の
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ぬ
、
そ
れ
で
な
い

と
、
如
何
に
祭
式
は
結
構
に
出
来
て
も
、
祝
詞
は
美
は
し
く
出

来
て
も
そ
れ
は
、
精
神
な
き
挙
動
で
猿
の
芝
居
と
撰
ぶ
所
は
あ

り
ま
せ
ぬ

　
　
（
略
）

神
職
は
実
に
神
と
人
と
の
間
を
通
ず
る
機
関
で
あ
り
ま
す
、
で

神
職
は
幽
現
に
出
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ぬ
、
神
様
に
通
じ
、

人
間
に
通
じ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ぬ

　

霊
魂
の
存
在
を
信
じ
て
い
た
重
胤
に
と
っ
て
神
職
と
は
、
神
と
人

と
の
間
を
取
り
持
つ
だ
け
で
は
な
く
幽
現
、
つ
ま
り
神
の
お
は
す
世

界
に
通
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
幽
現
に
出
入
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
が
、
心
を
専
ら
に
す
れ
ば
男
女
の
区
別
な
く
出
来
得

る
事
で
あ
る
と
重
胤
は
考
え
て
い
る
。
し
か
し
男
性
よ
り
も
女
性
の

方
が
幽
現
へ
の
出
入
は
容
易
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
乍
ら
何
れ
か
と
云
へ
ば
寧
ろ
婦
人
の
性
格
が
こ
の
方
に

は
適
し
て
は
居
ま
い
か
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
、
御
覧
な
さ
い

近
頃
、
し
き
り
に
現
は
れ
る
千
里
眼
と
か
透
視
者
と
か
云
ふ
者

で
も
多
く
は
皆
、
婦
人
で
御
座
い
ま
し
ょ
う
、
古
い
歴
史
を
繙

い
て
見
て
も
亦
、
左
様
で
御
座
い
ま
す
、
畏
れ
多
い
け
れ
ど
、

天
照
皇
大
神
様
は
神
功
皇
后
様
に
御
か
か
り
あ
ら
せ
ら
れ
た
伊

勢
神
宮
に
御
仕
へ
あ
ら
せ
ら
れ
た
皇
女
倭
姫
尊
様
も
よ
く
神
明

に
通
せ
ら
れ
て
居
ま
し
た
、
此
様
な
例
は
挙
げ
て
行
け
ば
限
り

も
あ
り
ま
せ
ん
が
、

　
　
（
略
）

精
神
の
統
一
を
謀
る
事
が
婦
人
の
性
質
か
ら
し
て
よ
く
出
来
得

る
結
果
で
も
あ
り
ま
す
が
、
又
自
か
ら
な
る
天
性
で
も
あ
り
ま

し
ょ
う

　

古
代
の
日
本
で
は
神
か
ら
の
託
宣
を
受
け
る
の
が
女
性
が
多
い
こ

と
か
ら
、
こ
れ
は
後
天
的
な
も
の
で
は
な
く
女
性
の
持
っ
て
生
ま
れ

た
資
質
で
あ
る
と
重
胤
は
考
え
て
い
る
。
こ
の
様
な
資
質
こ
そ
が
神

職
に
と
っ
て
必
要
と
す
る
重
胤
は
、
こ
れ
ら
の
事
を
ふ
ま
え
て
「
任

用
論
」
の
核
心
を
述
べ
る
。

斯
様
な
訳
で
、
神
代
以
来
吾
国
で
は
、
神
様
に
御
仕
へ
す
る
事

を
女
性
の
方
が
主
と
し
て
掌
っ
て
居
ら
れ
た
の
で
は
あ
り
ま
す

ま
い
か
（
前
号
参
照
）
左
様
で
し
ょ
う
、
私
は
左
様
信
じ
ま
す
、

婦
人
は
確
か
に
神
職
と
し
て
の
本
務
を
全
ふ
す
る
天
性
を
備
へ

て
居
り
ま
す
、
そ
れ
が
為
め
で
し
ょ
う
、
神
代
以
来
、
神
職
に

婦
人
が
用
い
ら
れ
た
例
が
沢
山
御
座
い
ま
す
、
で
、
私
は
此
歴

史
の
上
か
ら
と
其
天
質
の
上
か
ら
と
合
せ
考
へ
て
婦
人
を
神
職

に
用
い
た
ら
ば
と
云
ふ
の
で
御
座
い
ま
す
、

　

重
胤
に
と
っ
て
女
性
が
神
職
と
し
て
奉
仕
す
る
こ
と
は
、
歴
史
の
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上
か
ら
も
又
女
性
の
資
質
か
ら
も
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し

重
胤
は
自
ら
の
論
が
世
間
か
ら
認
め
ら
れ
難
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を

充
分
認
識
し
て
お
り
、
次
の
文
で
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

此
様
な
説
は
迷
信
だ
と
か
、
突
飛
だ
と
か
云
っ
て
排
け
ら
る
る

は
覚
悟
で
御
座
い
ま
す

　

重
胤
は
「
任
用
論
」
を
『
女
子
道
』
で
主
張
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

近
隣
の
神
職
達
に
も
説
い
て
回
っ
た
。
最
初
の
う
ち
は
理
解
を
得
ら

れ
な
か
っ
た
が
次
第
に
賛
同
者
が
増
え
、
地
区
か
ら
県
へ
と
同
調
者

が
広
が
り
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
し
て
つ
い
に
大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
）

五
月
二
十
一
日
、
東
京
の
國
學
院
大
學
で
開
催
さ
れ
た
全
国
社
司
社

掌
大
会
で
「
任
用
論
」
を
発
表
す
る
機
会
を
得
た
。
明
治
四
十
三
年

（
一
九
一
〇
）
に
『
女
子
道
』
誌
上
で
初
め
て
「
任
用
論
」
を
発
表
し

て
以
来
十
五
年
の
月
日
が
経
っ
て
い
た
。
そ
の
時
の
事
を
重
胤
は
大

正
十
四
年
六
月
二
十
日
発
行
の
『
女
子
道
』
二
百
三
十
号
）
（
（

で
次
の
よ

う
に
記
し
て
い
る
。

廿
一
日
は
全
国
社
司
社
掌
大
会
國
學
院
大
學
に
開
か
る
る
、
會

す
る
も
の
五
百
内
務
大
臣
、
神
社
局
長
な
ど
の
訓
辞
、
神
社
行

政
に
つ
き
て
の
演
説
、
神
社
講
社
法
に
つ
き
て
の
諮
問
、
続
い

て
列
席
者
の
意
見
発
表

余
は
年
来
同
人
の
主
張
せ
る
「
婦
人
神
職
任
用
説
に
つ
き
て
」

高
唱
す
、
婦
人
を
神
職
に
任
用
す
べ
し
と
の
前
提
、
聴
者
怪
訝

の
眼
輝
き
、
野
次
消
々
に
て
阿
然
口
空
し
き
の
感
あ
り
、
時
僅

か
に
数
十
分
故
実
出
典
を
列
挙
す
る
の
繁
あ
る
が
故
に
意
を
蓋

さ
ざ
る
も
の
多
大
、
拍
手
急
□
の
如
く
湧
く
と
□
も
唯
好
奇
の

そ
れ
な
ら
ざ
ら
ん
や

　

全
国
レ
ベ
ル
の
大
会
で
「
任
用
論
」
を
発
表
し
た
重
胤
に
と
っ
て

聴
衆
者
達
の
反
応
は
納
得
の
い
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
こ
れ
は
無
理
も
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、「
任
用
論
」
は
重
胤

に
と
っ
て
は
十
数
年
主
張
し
続
け
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
聴
く
側
に

と
っ
て
は
初
め
て
「
任
用
論
」
に
触
れ
る
者
も
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

好
奇
と
い
う
よ
り
も
考
え
も
み
な
か
っ
た
説
を
聴
い
て
驚
い
た
と
い

う
の
が
実
際
の
と
こ
ろ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
、

重
胤
は
「
任
用
論
」
が
世
間
か
ら
受
け
入
れ
ら
れ
難
い
こ
と
は
理
解

し
て
い
た
。
し
か
し
聴
衆
の
態
度
に
納
得
が
い
か
な
い
重
胤
は
、

「
任
用
論
」
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
の
は
神
職
達
が
無
学
で
あ
る
と

し
て
、
前
文
に
続
け
て
こ
の
よ
う
に
感
想
を
述
べ
た
。

婦
人
神
職
任
用
の
説
を
唱
ふ
れ
ば
直
ち
に
以
て
新
奇
と
な
し
、

行
は
れ
難
し
と
な
す
、
神
職
は
好
古
の
徒
な
り
、
□
し
て
こ
れ

を
新
奇
と
な
す
も
の
吾
人
其
無
学
を
憐
れ
ま
ざ
る
能
は
ず

何
が
故
に
新
奇
と
な
す
か
、
神
祇
史
の
一
員
を
繙
け
、
祭
事
を

行
は
れ
た
る
は
素
尊
に
あ
ら
ず
し
て
女
性
天
照
大
神
に
て
ま
し

ま
せ
し
な
り
、
神
武
史
を
繙
け
祭
器
に
女
性
の
名
を
冠
せ
し
め

ら
れ
し
も
の
を
抑
何
を
語
る
も
の
ぞ
、
神
宮
の
斎
宮
、
春
日
の

斎
女
、
全
国
神
社
の
女
禰
宜
、
女
祝
部
、
現
に
宮
中
賢
所
に
女
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性
内
掌
典
の
奉
仕
す
る
も
の
あ
り
、
何
が
故
の
新
奇
ぞ
、
行
は

れ
難
き
に
非
ず
し
て
行
は
ざ
れ
る
な
り

　

重
胤
が
全
国
の
大
会
で
「
任
用
論
」
を
発
表
し
た
こ
と
の
反
響
は

大
き
か
っ
た
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
「
任
用
論
」
を
認
め
な
い
反
論
で

あ
っ
た
。
重
胤
は
そ
れ
ら
の
反
論
に
対
し
大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
）

七
月
二
十
八
日
発
行
の
『
女
子
道
』
二
百
三
十
一
号
）
（（
（

で
反
対
者
の
名

前
を
挙
げ
、
次
の
様
に
述
べ
た
。

多
年
同
人
の
主
唱
せ
る
婦
人
を
神
職
に
任
用
す
べ
し
と
の
説
が

漸
く
に
世
間
の
問
題
に
な
つ
て
来
た
「
敬
神
」
誌
上
で
も
主
筆

に
よ
っ
て
高
唱
さ
る
る
を
見
た
「
神
の
道
」
で
中
野
佐
柿
氏
は

反
対
説
を
掲
げ
ら
れ
た
、
永
久
の
問
題
で
あ
る
、
賛
否
両
説
の

議
論
さ
る
る
事
に
よ
っ
て
問
題
は
大
き
く
な
る

　

こ
の
文
か
ら
は
「
任
用
論
」
が
議
論
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
こ
と

へ
の
満
足
感
も
う
か
が
わ
れ
る
。
反
対
説
が
出
て
も
自
ら
の
「
任
用

論
」
に
絶
対
の
自
信
を
持
っ
て
い
る
重
胤
は
、「
任
用
論
」
実
現
の

た
め
の
方
法
を
続
け
て
述
べ
て
い
る
。

　

最
後
の
勝
利
は
真
理
の
あ
る
所
に
落
ち
付
く
訳
だ　

ま
づ
婦

人
神
道
教
師
の
溶
接
か
ら
実
行
し
て
掛
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
そ
れ
に

よ
っ
て
婦
人
の
神
職
と
な
る
べ
き
素
質
、
価
値
を
社
会
に
認
め

し
む
る
の
必
要
が
あ
る
と
思
ふ

　

大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
）
四
月
、
再
び
「
任
用
論
」
を
発
表
す

る
機
会
を
得
た
重
胤
は
、
同
年
同
月
二
十
三
日
発
行
の
『
女
子
道
』

二
百
四
十
号
）
（（
（

で
決
意
を
表
し
て
い
る
。

婦
人
神
職
任
用
令
の
制
定
、
こ
れ
は
吾
人
年
来
の
宿
願
で
、
本

誌
上
し
ば
し
ば
こ
れ
を
論
議
し
た
、

ま
た
各
地
の
聯
合
神
職
會
に
於
て
も
数
回
吾
人
同
士
の
手
か
ら

建
議
さ
れ
た
、
昨
年
内
務
省
主
催
の
社
司
掌
大
会
に
も
愚
見
の

一
端
を
発
表
し
て
お
い
た
、
だ
が
こ
れ
に
対
し
て
「
神
の
道
」

か
「
神
祇
及
神
祇
道
」
誌
上
か
に
國
學
院
大
學
講
師
中
野
佐
柿

氏
の
反
対
に
近
い
批
評
と
「
神
洲
」
誌
上
林
正
路
氏
の
賛
同
説

が
発
表
せ
ら
れ
て
い
る
が
一
般
の
輿
論
を
起
す
る
に
至
ら
ぬ
、

本
月
末
山
口
町
に
中
州
九
縣
神
職
大
會
が
催
さ
る
る
筈
で
あ
る

が
故
に
敢
て
再
び
こ
れ
を
高
唱
す
る
、

　

続
け
て
「
任
用
論
」
が
何
故
神
職
達
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
の
か

を
考
え
、
そ
の
理
由
は
色
々
あ
る
が
二
種
類
に
分
け
る
こ
と
が
出
来

る
と
し
て
い
る
。
先
ず
一
つ
は
女
性
特
有
の
穢
観
、
月
経
の
問
題
で

あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
重
胤
は

我
神
な
が
ら
の
道
で
は
男
女
は
決
し
て
尊
卑
の
別
は
な
い
女
は

女
と
し
て
尊
く
男
は
男
と
し
て
尊
く
、
男
女
不
二
一
体
の
尊
さ

で
あ
る　
　

婦
人
を
罪
悪
の
塊
と
す
る
志
想
は
全
く
外
来
の
志

想
で
あ
る
、
月
経
の
如
き
は
当
然
あ
る
べ
き
身
体
上
の
機
能
で

ケ
ガ
レ
と
し
て
取
扱
ふ
べ
き
性
質
の
も
の
で
は
な
い
、
こ
れ
を

ケ
ガ
レ
と
見
る
な
ら
ば
体
内
の
糞
尿
も
亦
ケ
ガ
レ
で
あ
っ
て
飲

食
を
な
す
も
の
は
神
明
に
接
近
し
得
ず
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
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と
、
月
経
を
穢
と
み
な
す
考
え
は
本
来
神
道
に
は
存
在
せ
ず
、
問
題

で
は
な
い
と
言
い
き
っ
て
い
る
。
も
う
一
つ
は
女
性
が
神
職
に
な
る

こ
と
を
、
当
時
の
婦
人
職
業
問
題
と
同
一
視
し
た
ハ
イ
カ
ラ
な
問
題

と
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
も
重
胤
は
斎
宮
や
斎
院
、
斎
女
、
女
禰
宜
、
女
祝

の
例
を
挙
げ
て
、
婦
人
神
職
の
案
件
は
新
し
い
問
題
で
は
な
く
、
古

い
問
題
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て

前
例　

古
例　

故
実
と
八
ヵ
間
敷
云
ふ
神
職
社
会
に
於
て
何
故

に
此
案
件
を
突
飛
な
事
の
如
く
、
新
奇
な
事
の
如
く
思
ひ
誤
る

で
あ
ろ
う
か

と
神
職
達
の
無
理
解
を
嘆
い
て
い
る
。
そ
し
て
婦
人
を
従
来
か
ら
の

罪
悪
観
か
ら
脱
却
さ
せ
、
更
に
神
職
に
任
用
す
る
こ
と
が
国
民
に

と
っ
て
も
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

特
に
宗
教
家
が
婦
人
罪
悪
観
か
ら
出
発
し
て
こ
れ
を
神
祇
敬
遠

の
手
段
に
弄
し
婦
人
を
神
社
か
ら
遠
げ
た
長
い
悪
習
慣
を
今
な

ほ
脳
裏
に
止
め
て
敬
神
の
志
想
に
尠
か
ら
ぬ
災
を
の
こ
せ
る
現

代
に
於
て
、
婦
人
を
神
職
に
任
用
す
る
の
制
を
立
つ
る
事
は
国

民
志
想
上
か
ら
も
真
に
必
要
此
上
も
な
い
事
で
あ
る

　

中
々
理
解
を
得
る
事
が
出
来
な
か
っ
た
「
任
用
論
」
で
あ
る
が
、

昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）、
遂
に
中
州
九
縣
聯
合
神
職
會
を
通
過
し
全

国
神
職
会
に
提
案
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
神
社
本
庁
に
保
存
さ
れ
て
い

る
『
昭
和
五
年
五
月　

第
七
号
議
案　

地
方
団
体
提
出
議
案
』
に
よ

る
と
次
の
形
態
で
提
出
さ
れ
て
い
る
。

一
五
、
神
社
用
務
ニ
婦
人
任
用
ノ
制
度
ヲ
設
ケ
ラ
レ
タ
キ
件）（（
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
州
九
縣
神
職
聯
合
會
提
案

　

理
由　

　
　

･

婦
人
カ
神
祇
ニ
奉
仕
ス
ル
ハ
日
本
古
来
ノ
風
儀
ニ
シ
テ
伊

勢
大
神
宮
ニ
於
ケ
ル
齋
宮
春
日
神
社
ニ
於
ケ
ル
齋
女
其
他

全
国
各
地
ニ
於
ケ
ル
女
禰
宜
女
祝
部
ノ
制
ハ
史
上
ニ
明
カ

ナ
ル
処
今
尚
宮
中
ニ
ハ
内
掌
典
ノ
ア
ル
ア
リ
婦
人
ノ
性
格

ハ
ヨ
ク
其
ノ
任
ニ
適
セ
リ
此
ノ
意
味
ニ
於
テ
婦
人
ヲ
神
社

ニ
任
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ノ
制
度
ヲ
設
ケ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ

望
ム
次
第
ナ
リ

　

残
念
な
が
ら
「
任
用
論
」
は
こ
の
年
は
保
留
と
い
う
結
果
で
終

わ
っ
た
。
し
か
し
重
胤
は
諦
め
ず
、
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
に
も

中
州
九
縣
聯
合
神
職
會
を
通
じ
て
全
国
神
職
会
に
「
任
用
論
」
を
提

案
し
て
い
る
。
昭
和
六
年
の
「
提
出
議
案
」
が
見
つ
か
ら
な
い
た
め
、

ど
の
よ
う
な
形
態
で
提
出
し
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
昭
和
五
年
の

時
と
そ
れ
程
か
わ
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

重
胤
は
続
け
て
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
に
も
「
任
用
論
」
を
全

国
神
職
会
に
提
案
し
て
い
る
。
こ
れ
で
三
年
連
続
の
提
案
で
あ
る
が
、

こ
の
時
に
は
少
な
く
と
も
中
州
九
縣
の
神
職
の
間
で
は
「
任
用
論
」

は
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
の
感
情
を
重
胤
は
昭
和

七
年
五
月
二
十
日
発
行
の
『
女
子
道
）
（（
（

』
に
興
奮
気
味
に
記
し
て
い
る
。
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中
州
九
縣
聯
合
神
職
會
と
い
ふ
に
例
の
如
く
出
席
、
十
日
広
島

縣
女
講
堂
に
開
催
、
盛
沢
山
の
建
議
す
ら
す
ら
と
議
了
、
中
に

山
口
縣
よ
り
提
出
の
婦
人
神
職
任
用
の
途
を
開
く
べ
き
案
、
漸

く
に
し
て
通
過
す
、
昨
年
も
、
一
昨
年
も
骨
抜
き
に
さ
れ
、
全

国
神
職
会
に
於
て
も
亦
保
留
の
好
名
目
に
よ
っ
て
も
み
つ
ぶ
さ

る
、
本
年
こ
そ
は
と
思
ひ
す
ま
せ
ど
さ
て
如
何
な
る
運
命
に
逢

着
す
べ
き
ぞ
懸
念
に
耐
え
ず

　

そ
し
て
今
ま
で
の
長
く
辛
か
っ
た
道
程
を
振
り
返
り
も
し
て
い
る
。

時
代
は
移
る
。
余
が
其
所
論
を
公
に
せ
る
二
十
年
の
其
昔
は
た

だ
一
片
の
迷
想
と
し
て
更
に
迷
牙
に
も
か
け
ら
れ
ざ
り
し
も
の

が
、
数
年
以
来
斯
道
の
雑
誌
に
於
て
相
当
論
議
せ
ら
れ
、
□
に

此
大
会
に
於
て
通
過
す
る
に
到
れ
る
事
、
些
か
胸
に
透
く
思
ひ

の
せ
ら
る

　

昭
和
七
年
に
提
案
し
た
議
案
及
び
議
事
録
は
『
昭
和
七
年
五
月　

第
四
号
議
案　

地
方
神
職
団
体
提
出
議
案
』
に
ま
と
め
ら
れ
て
神
社

本
庁
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
同
書
に
よ
る
と
「
任
用
論
」
は
二
十
六

番
目
の
議
題
に
な
っ
て
お
り
、
今
回
は
次
の
様
な
形
態
で
提
案
さ
れ

て
い
る
。　

二
六
、
官
国
幣
社
及
神
宮
神
部
署
神
職
任
用
令
第
二
条
及
府
県

社
以
下
神
職
任
用
規
則
第
一
条
ヨ
リ
「
男
子
」
ノ
二
字
ヲ
削
除

セ
ラ
ル
ル
様
全
国
神
職
会
を
経
テ
其
筋
ニ
建
議
ス
ル
コ
ト）（（
（

　
　
　
　

中
州
九
縣
神
職
聯
合
會
決
議
―
広
島
縣
神
職
會
提
出

　

ま
た
こ
の
年
の
議
事
録
に
は
「
任
用
論
」
に
対
す
る
神
職
達
の
討

議
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
長
く
な
る
が
、
当
時
の
神
職
達
の
実
際

の
意
見
を
み
る
た
め
主
要
箇
所
を
抜
粋
す
る
）
（（
（

。
な
お
、
原
文
で
は
発

言
者
番
号
の
後
に
当
人
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
省

略
す
る
。
ま
た
、
二
百
六
十
三
番
の
番
号
で
発
言
し
て
い
る
者
が
重

胤
で
あ
る
。

○
二
百
六
十
三
番　

こ
の
問
題
は
…
…
聴
取
不
能
（
雑
談
各
所

に
起
る
）
…
…
他
府
県
に
も
神
社
関
係
上
特
に
お
願
い
申
上
げ

て
年
々
再
々
提
出
致
し
ま
す
が
、
何
れ
の
場
合
何
れ
も
保
留
と

な
っ
て
居
る
こ
と
を
甚
だ
遺
憾
と
思
い
ま
す
。
然
し
か
く
さ
る

る
所
以
の
も
の
は
…
…
聴
取
不
能
…
…
統
一
せ
ら
れ
て
居
る
向

き
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
未
だ
且
て
の
官
僚
思
想
が
尚
潜
在
意

識
と
し
て
深
く
神
職
の
方
々
の
頭
の
中
に
残
っ
て
居
る
と
云
う

こ
と
を
甚
だ
憂
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
議
論
の
余
地
も

な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
る
の
で
ど
う
ぞ
こ
の
際
こ
れ
を
可
決
し

て
下
さ
い
ま
し
て
少
く
と
も
日
本
全
国
の
婦
人
が
神
様
に
仕
へ

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
云
う
心
持
を
養
っ
て
敬
神
尊
崇
を
全
国

に
普
及
致
し
ま
す
上
に
利
益
を
お
与
え
下
さ
い
ま
す
れ
ば
非
常

に
満
足
と
思
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
こ
の
こ
と
を
特
に
お
願
い
を
申

上
げ
て
置
き
度
い
の
で
あ
り
ま
す
。

○
議
長　

外
に
御
意
見
の
あ
る
お
方
は
こ
の
際
に
於
い
て
お
願

い
し
ま
す
。
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○
百
四
十
四
番　

自
分
は
こ
の
際
二
十
六
の
議
案
は
委
員
会
の

決
議
の
通
り
保
留
に
な
る
こ
と
を
望
み
ま
す
。
そ
の
理
由
は
清

浄
を
尊
ぶ
と
云
う
こ
と
は
神
社
の
根
本
義
で
あ
っ
て
汚
れ
に
あ

る
も
の
が
仕
へ
る
と
云
う
こ
と
は
神
社
の
忌
む
と
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
。
然
る
に
女
子
は
こ
れ
は
出
産
、
月
経
等
に
よ
っ
て
汚
れ

が
あ
る
と
云
う
こ
と
を
信
ぜ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
だ

か
ら
神
社
へ
女
子
を
神
職
と
す
る
と
云
う
こ
と
は
神
社
の
根
本

建
て
前
を
損
ふ
も
の
で
あ
る
と
、
さ
う
云
う
風
に
考
へ
る
の
で

あ
り
ま
す
。
第
二
に
は
今
神
職
の
任
用
職
制
に
就
き
ま
し
て
は

全
神
の
神
社
制
度
調
査
会
に
研
究
中
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で

最
も
輿
論
に
な
っ
て
居
り
ま
す
も
の
は
将
来
の
神
職
た
る
も
の

は
ど
う
し
て
も
中
学
以
上
の
中
等
学
校
卒
業
位
の
学
力
を
有
し

て
相
当
の
信
念
の
あ
る
。
祝
詞
祭
式
に
就
い
て
い
い
も
の
を
養

成
す
る
と
云
う
の
で
あ
り
ま
し
て
そ
の
…
…
聴
取
不
能
…
…
の

侵
入
す
る
を
防
ぐ
と
云
う
の
が
期
界
の
輿
論
で
あ
り
ま
す
。
然

る
に
こ
の
女
子
の
神
職
の
任
用
と
云
ふ
こ
と
に
端
を
発
す
る
な

ら
ば
、
か
う
云
ふ
時
代
の
輿
論
を
無
視
し
て
、
こ
の
神
職
の
統

制
を
乱
し
、
そ
し
て
神
職
の
結
果
を
乱
る
弊
を
来
す
の
で
は
な

い
か
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

以
上
の
二
点
を
以
て
委
員
会
の
決
議
通
り
保
留
を
望
む
次
第
で

あ
り
ま
す
。［
議
場
稍
々
騒
然
］

○
二
百
六
十
三
番　

反
対
の
理
由
を
承
り
ま
し
て
甚
だ
驚
き
ま

し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
汚
れ
を
忌
む
と
云
う
思
想
は
全
く
仏
教

思
想
の
現
は
れ
で
あ
り
ま
す
。
日
本
に
於
き
ま
し
て
は
、
か
う

云
ふ
こ
と
を
申
上
げ
る
の
は
必
要
で
な
い
と
思
ひ
ま
す
が
、
美

夜
須
比
売
の
熱
田
神
宮
、
倭
比
売
の
伊
勢
神
宮
の
斎
宮
と
云
ひ

悉
く
御
婦
人
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
は
申
上
げ
る
迄
も
な
い
こ
と

で
あ
り
ま
す
朝
廷
に
於
い
て
も
今
日
内
掌
典
の
制
度
を
認
め
ら

れ
て
あ
り
ま
す
こ
と
は
皆
ん
な
御
存
じ
の
こ
と
と
思
ひ
ま
す

（
拍
手
）
そ
れ
を
婦
人
は
学
力
が
ど
う
と
か
、
云
ふ
こ
と
は
全

く
婦
人
と
云
ふ
も
の
を
眼
中
に
置
か
な
い
何
れ
も
男
尊
女
卑
の

思
想
に
囚
は
れ
た
誠
に
神
職
の
い
け
な
い
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

そ
の
意
味
で
男
子
と
同
様
女
子
も
女
学
校
卒
業
生
を
認
め
る
と

云
ふ
こ
と
に
し
て
も
差
支
へ
な
い
と
思
ひ
ま
す
（
拍
手
）

○
百
九
十
三
番　

百
九
十
三
番
は
中
州
九
縣
よ
り
提
出
さ
れ
た

る
二
十
六
案
に
賛
意
を
表
し
ま
す
。
大
体
汚
れ
が
ど
う
で
あ
る

と
か
言
ふ
説
が
出
ま
し
た
け
れ
共
、
神
典
を
読
ま
れ
る
と
御
承

知
の
通
り
祓
戸
四
柱
の
神
の
う
ち
に
は
大
部
分
が
比
売
神
で
あ

る
と
云
ふ
こ
と
は
御
承
知
で
あ
る
こ
と
と
思
ひ
ま
す
。（
略
）

○
百
九
十
一
番　

私
も
中
州
九
縣
の
提
出
せ
ら
れ
た
問
題
に
就

い
て
は
大
い
に
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
ん
こ
と
と
思
ひ
ま
す
神

社
の
政
策
上
か
ら
致
し
ま
し
て
婦
人
の
総
べ
て
の
任
用
に
預
る

と
云
ふ
こ
と
が
出
来
な
い
と
云
ふ
の
は
神
社
の
根
本
を
誤
っ
て

行
く
将
来
に
禍
根
を
残
す
の
で
は
な
い
か
と
か
う
考
へ
ま
す
。
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そ
こ
で
あ
ま
り
に
こ
れ
ら
の
こ
と
に
就
い
て
論
議
を
用
ひ
て
婦

人
と
云
ふ
も
の
が
信
仰
に
奉
仕
す
る
と
云
ふ
こ
と
が
出
来
な
い

と
云
ふ
や
う
な
こ
と
を
論
ず
る
と
云
ふ
こ
と
は
慎
ま
ね
ば
な
ら

ん
と
こ
と
と
か
う
考
へ
ま
す
。
以
上
の
理
由
を
持
ち
ま
し
て
私

は
素
よ
り
こ
れ
は
希
く
ば
復
活
す
る
や
う
に
希
望
を
も
っ
て
居

る
次
第
で
あ
り
ま
す
（
拍
手
）

○
四
十
八
番　

四
十
八
番
も
二
十
六
の
議
題
に
復
活
賛
成
致
し

ま
す
（
拍
手
）

　

以
下
五
名
の
神
職
が
自
ら
の
意
見
を
発
表
す
る
が
、
ど
れ
も
賛
成

意
見
で
あ
り
何
度
も
拍
手
が
起
こ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
い
よ
い
よ
採

決
と
な
る
。
し
か
し
結
果
は
昨
年
に
続
き
保
留
と
な
っ
た
。
以
降

「
任
用
論
」
が
全
国
レ
ベ
ル
で
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
記
事
は
見
ら
れ

な
い
。
重
胤
自
身
も
神
社
界
の
頑
迷
さ
に
嫌
気
が
さ
し
、
一
時
は

「
任
用
論
」
を
放
棄
し
よ
う
と
さ
え
し
た
。
し
か
し
失
意
の
中
で
も

「
任
用
論
」
を
主
張
し
続
る
の
で
あ
る
。

二
、
女
性
の
穢
れ
に
対
す
る
考
え
方

　

評
議
会
の
議
論
か
ら
理
解
出
来
る
様
に
「
任
用
論
」
実
現
に
際
し

て
最
大
の
問
題
は
女
性
の
穢
れ
で
あ
っ
た
。
特
に
月
経
に
よ
る
穢
れ

が
問
題
視
さ
れ
た
が
こ
れ
に
つ
い
て
重
胤
は
、
美
夜
須
比
売
の
歌
）
（（
（

を

例
に
と
り
、「
月
経
は
昔
は
忌
ま
な
か
っ
た
」、「
汚
れ
を
忌
む
思
想

は
仏
教
の
も
の
」
と
反
論
し
た
。
確
か
に
記
紀
を
み
て
も
月
経
を
忌

む
記
事
は
書
か
れ
て
い
な
い
。『
紀
』
の
履
中
天
皇
五
年
九
月
十
八

日
条
に天

皇
狩
二

于
淡
路
嶋
一。
是
日
、
河
内
飼
部
等
、
従
駕
執
レ

轡
。
先

レ

是
、
飼
部
之
黥
皆
未
レ

差
。
時
居
レ

嶋
伊
奘
諾
神
、
託
レ

祝
曰
、

不
レ

堪
二

血
臭
一

矣
。
因
以
、
卜
之
。
兆
云
、
悪
二

飼
部
等
黥
之

気
一。

と
伊
奘
諾
神
が
血
の
臭
い
に
怒
る
記
事
が
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の
出

血
は
黥
の
傷
が
治
り
き
ら
な
か
っ
た
た
め
で
あ
り
、
ま
た
男
女
の
差

別
も
し
て
い
な
い
。
記
紀
に
お
い
て
神
が
血
を
忌
む
の
は
こ
の
箇
所

の
み
で
あ
る
た
め
、
美
夜
須
比
売
の
歌
の
み
を
基
と
し
て
考
え
る
の

な
ら
、
月
経
は
忌
む
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
い
う
重
胤
の
理
論
は
成

り
立
つ
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
神
事
の
際
に
月
経
を
忌
む
事
は
『
延
喜
式　

巻
三
』
に

有
月
事
者
。
祭
日
之
前
。
退
下
宿
廬
。

と
あ
る
様
に
、
古
代
よ
り
法
に
依
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
た
。『
日
本

三
代
実
録
』
に
は
光
孝
天
皇
の
御
代
、
仁
和
二
年
九
月
七
日
条
に
、

斎
宮
が
月
経
に
な
っ
た
た
め
葛
野
川
で
の
禊
を
停
止
し
た
記
事
が
あ

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
月
経
時
に
神
事
を
遠
慮
す
る
事
は
当
然
で

あ
っ
た
。

　

以
上
の
事
は
過
去
の
事
で
、
明
治
六
年
（
一
八
三
七
）
二
月
二
十

日
に
布
告
さ
れ
た
太
政
官
布
告
第
六
十
一
号
「
混
穢
ノ
制
ヲ
廃
ス
）
（（
（

」

に
依
っ
て
月
経
の
穢
れ
も
廃
止
さ
れ
た
、
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
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あ
ろ
う
。
し
か
し
、
明
治
以
降
も
、
内
掌
典
は
月
経
を
最
大
の
穢
と

し
、「
ま
け
」
と
称
し
た
。
ま
け
の
一
週
間
は
神
前
奉
仕
が
出
来
な

い
事
は
勿
論
の
事
、
着
物
や
化
粧
品
も
ま
け
専
用
に
用
意
し
た
も
の

を
使
用
す
る
と
い
う
念
の
入
れ
よ
う
で
あ
る
）
（（
（

。
ま
た
内
掌
典
だ
け
で

は
な
く
宮
中
の
女
官
も
同
様
で
あ
っ
た
。
現
在
は
ど
の
様
に
し
て
い

る
か
不
明
だ
が
、
戦
前
の
女
官
も
月
経
を
「
ま
け
」
と
呼
び
神
事
の

際
は
「
局
」
に
控
え
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
同
じ
く
皇

后
も
月
経
の
時
は
御
拝
を
取
り
止
め
た
）
（（
（

。
つ
ま
り
、
太
政
官
布
告
に

依
っ
て
穢
れ
の
制
は
廃
止
さ
れ
て
も
、
永
く
続
い
た
慣
習
は
す
ぐ
に

は
消
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
重
胤
は
月
経
の
穢
れ
を
理
由
に
「
任
用
論
」
を
認
め
な
い

論
調
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
対
処
す
れ
ば
良
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
方
法
論
と
し
て
、
婦
人
神
職
が
月
経
時
に
ど
の
よ
う
な
処
置
を

と
れ
ば
い
い
の
か
を
提
示
す
れ
ば
良
か
っ
た
と
考
え
る
。
前
述
の
議

論
に
お
い
て
も
百
二
十
番
が
次
の
よ
う
に
発
言
し
て
い
る
。

（
略
）
無
論
か
う
云
ふ
期
間
は
遠
慮
申
す
と
か
、
何
と
か
云
ふ

や
う
な
こ
と
で
別
に
何
ん
か
規
則
を
設
け
る
も
ん
で
あ
る
と

思
っ
て
賛
成
し
て
居
た
の
で
あ
り
ま
す
、（
略
）

　

百
二
十
番
は
重
胤
が
具
体
的
な
処
置
法
を
提
示
し
て
い
た
ら
賛
成

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

実
際
問
題
と
し
て
、
婦
人
神
職
に
と
っ
て
月
経
時
に
神
前
奉
仕
を

す
る
場
合
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
良
い
の
か
は
、
最
大
の
悩
み
で
あ
る
。

昭
和
五
十
六
年
（
一
九
八
一
）
七
月
一
日
に
禮
典
研
究
会
か
ら
発
行

さ
れ
た
『
禮
典
』
十
八
号
は
女
子
神
職
を
特
集
し
て
い
る
が
、
巻
頭

言
に
「
女
子
神
職
奉
仕
上
の
諸
問
題
は
奈
辺
に
あ
る
の
か
」
と
あ
る

通
り
、
内
容
の
大
部
分
は
月
経
や
妊
娠
、
出
産
と
い
っ
た
女
性
特
有

の
穢
れ
に
つ
い
て
で
あ
る
。
同
誌
の
冒
頭
で
は
九
人
の
婦
人
神
職
が

自
ら
の
穢
れ
の
期
間
ど
の
よ
う
に
神
前
奉
仕
を
し
て
い
る
か
を
語
り

合
っ
て
い
る
。
各
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
や
り
方
を
述
べ
て
い
る
が
、
当

然
正
解
と
い
う
も
の
は
無
く
、
ま
た
同
誌
上
で
も
「
こ
の
様
に
し
た

ら
良
い
」
と
い
う
も
の
は
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。
婦
人
神
職
が
認
め

ら
れ
て
二
十
数
年
を
経
て
い
る
当
時
で
さ
え
こ
の
様
な
状
況
で
あ
っ

た
の
だ
か
ら
、
明
治
か
ら
昭
和
の
初
期
に
か
け
て
は
、
月
経
に
対
す

る
穢
観
が
も
っ
と
大
き
か
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
重
胤
の
「
月
経
は
忌
む
べ
き
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
主
張
は
、

従
来
の
穢
観
を
見
直
す
上
で
も
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

三
、
重
胤
の
思
想

　

世
間
か
ら
批
判
を
受
け
、「
女
神
主
」
と
揶
揄
さ
れ
な
が
ら
も
重

胤
は
「
任
用
論
」
を
主
張
し
続
け
た
。
何
故
重
胤
は
女
性
を
神
職
に

さ
せ
る
こ
と
に
こ
ん
な
に
も
こ
だ
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
重
胤
は

「
任
用
論
」
を
含
め
た
女
性
啓
発
と
教
化
に
着
手
し
た
き
っ
か
け
を

明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）
十
一
月
五
日
発
行
の
『
女
子
道
）
（（
（

』
で

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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神
様
は
…
…
私
に

「
神
様
の
御
道
を
説
い
て
、
婦
人
を
導
い
て
や
れ
、
助
け
て
や

れ
、
救
っ
て
や
れ
!!
」

と
、
こ
う
尊
と
い
、
重
い
使
命
を
御
授
け
下
さ
っ
て
、
婦
人
道

徳
の
紊
乱
其
極
に
達
し
た
時
を
選
ん
で
、
此
豊
葦
原
の
中
津
国

に
生
れ
し
め
ら
れ
た
も
の
だ
と
、
確
く
確
く
信
じ
て
居
る
の
で

あ
り
ま
す
、

　
　
（
略
）

私
は
此
重
い
神
様
の
使
命
の
あ
る
事
を
自
覚
し
た
時
…
…
指
か

か
な
ふ
れ
ば
十
年
の
前
、
満
天
晴
朗
拭
ふ
が
如
き
秋
の
朝
…
…

直
ち
に
門
の
小
川
に
禊
し
て
、
産
土
神
社
の
広
前
に
ぬ
か
づ
き
、

堅
く
、
堅
く
、
契
ひ
奉
っ
た

「
使
命
を
全
ふ
致
し
ま
す
」

　

神
の
使
命
に
従
っ
て
女
性
啓
発
、
教
化
を
始
め
た
と
い
う
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
だ
け
が
理
由
で
あ
る
な
ら
平
塚
ら
い
て
ふ
に
代
表
さ
れ

る
様
な
西
洋
的
な
女
性
解
放
運
動
に
進
ん
で
も
良
か
っ
た
筈
で
あ
る
。

し
か
し
重
胤
は
そ
の
様
な
運
動
に
対
し
て
常
に
批
判
的
な
目
を
向
け

て
い
た
。
重
胤
は
あ
く
ま
で
も
女
性
の
あ
る
べ
き
姿
を
古
代
の
女
性

に
求
め
た
。
そ
し
て
古
代
の
女
性
像
を
復
活
さ
せ
る
事
に
依
っ
て
つ

く
ら
れ
る
世
界
を
重
胤
は
望
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
想
の
世

界
を
重
胤
は
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
一
月
二
十
日
発
行
の
『
女

子
道
』
で
説
明
し
て
い
る
。

私
が
貳
十
数
年
唱
導
す
る
婦
人
神
職
任
用
説
は
実
に
其
事
の
実

現
の
伏
線
で
あ
り
ま
す
、
先
づ
崇
神
天
皇
の
御
代
に
か
え
し

奉
っ
て
「
○
○
」
の
御
復
興
を
念
願
し
奉
る
前
提
と
し
て
の
唱

道
で
あ
り
ま
す
、
而
か
も
「
○
○
」
御
復
興
の
念
願
は
、
神
武

帝
の
昔
に
還
っ
て
「
○
○
○
○
」
の
御
実
現
を
切
望
す
る
の
故

で
あ
り
ま
す
、
斯
く
し
て
初
め
て
天
祖
の
御
垂
示
其
儘
に
国
民

信
仰
の
御
統
一
が
出
来
る
訳
で
あ
り
ま
す
。

　

つ
ま
り
「
任
用
論
」
は
そ
れ
自
体
が
目
的
で
は
な
く
、
理
想
の
世

界
を
つ
く
る
た
め
の
一
環
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
事
は
重

胤
の
宿
願
で
あ
る
よ
う
で
、
同
年
四
月
三
十
日
発
行
の
『
女
子
道
』

で
も
同
様
に
述
べ
て
い
る
。

吾
人
が
貳
十
数
年
来
こ
れ
を
主
張
し
て
止
ま
ざ
る
所
以
の
も
の

は
、
将
来
○
○
の
○
○
復
興
提
唱
の
準
備
で
あ
り
、
ま
た
其
復

興
を
願
ふ
も
の
は
実
に
世
を
神
武
の
昔
に
還
し
奉
っ
て
現
御
神

に
よ
っ
て
全
信
仰
を
御
統
一
あ
ら
せ
ら
る
べ
く
○
○
○
○
の
念

願
を
成
就
せ
ん
の
信
念
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
斯
の
如
き
国

家
百
年
の
大
計
は
容
易
に
俗
耳
に
容
る
べ
く
も
な
い
こ
れ
を
公

表
す
る
も
痴
人
夢
を
語
る
に
等
し
き
観
を
以
て
迎
え
ふ
べ
く
敢

て
こ
れ
を
述
べ
ぬ

　

こ
の
「
○
○
○
○
」
と
伏
字
に
な
っ
て
い
る
言
葉
は
一
体
何
を
表

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
一
月
二
十
日

発
行
の
『
女
子
道
）
（（
（

』
に
お
い
て
、
重
胤
は
前
記
に
類
似
し
た
文
章
を
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記
し
て
い
る
。

神
政
々
治
実
現
の
論
は
あ
ま
り
に
其
事
が
重
大
で
あ
り
、
遠
大

で
あ
る
が
故
に
世
人
は
寧
ろ
痴
人
夢
を
語
る
誇
大
妄
想
狂
を
以

て
遇
し
て
居
る
（
略
）

　

こ
の
文
章
か
ら
考
え
る
に
「
○
○
○
○
」
と
は
「
神
政
政
治
」
で

あ
ろ
う
。
重
胤
は
崇
神
天
皇
の
御
代
を
現
代
に
復
活
さ
せ
る
事
を

願
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
重
胤
が
理
想
と
す
る
崇
神
天
皇
の
御
代
と
は
ど
の
よ
う
な

時
代
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。『
紀
』
の
「
崇
神
天
皇
即
位
前
紀
」

に

識
性
聰
敏
。
幼
好
雄
略
。
既
壮
寛
博
謹
慎
、
崇
重
神
祇
。

と
あ
る
よ
う
に
、
崇
神
天
皇
は
神
を
敬
う
心
が
厚
か
っ
た
。
天
皇
は

天
照
大
神
を
は
じ
め
倭
大
国
魂
神
を
皇
女
に
祀
ら
せ
、
更
に
は
大
物

主
神
、
八
百
万
神
を
祀
り
、
天
社
・
国
社
及
び
神
地
・
神
戸
を
定
め

た
。
こ
の
事
に
よ
り
疫
病
は
息
み
、
国
は
平
か
と
な
っ
た
と
『
紀
』

は
伝
え
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
崇
神
天
皇
の
御
代
で
神
を
祀
っ

た
の
は
ほ
と
ん
ど
が
女
性
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
天
照
大
神
は
豊
鋤

入
姫
命
が
、
倭
大
国
魂
神
は
渟
名
城
入
姫
命
が
祀
り
、
大
物
主
神
は

倭
迹
迹
日
百
襲
姫
命
に
託
宣
し
た
。
崇
神
天
皇
の
御
代
は
女
性
が
神

を
祀
る
こ
と
に
よ
っ
て
安
定
を
保
っ
て
い
た
と
も
言
え
よ
う
。「
神

政
政
治
」
と
は
神
の
代
弁
た
る
祭
司
者
が
支
配
権
を
も
つ
政
治
形
態

の
こ
と
で
あ
る
が
、
天
皇
が
神
の
御
心
に
従
っ
て
政
治
を
行
い
、
結

果
安
定
を
得
た
崇
神
天
皇
の
政
治
形
態
を
重
胤
は
理
想
と
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
そ
の
国
の
安
定
の
根
底
に
は
女
性
が
神
を
祀
る
と
い
う

行
為
が
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
以
上
の
こ
と
か
ら
重
胤
は
、
国
の

安
定
の
た
め
に
女
性
が
神
を
祀
る
古
代
の
し
き
た
り
を
復
活
さ
せ
た

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
任
用
論
」
は
重
胤
の
理
想
世
界
実
現
の
た

め
の
条
件
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
八
月
十
五
日
、
終
戦
を
迎
え
た
日
本

は
連
合
国
に
占
領
さ
れ
民
主
化
へ
の
変
革
を
求
め
ら
れ
た
。
神
祇
制

度
も
大
き
く
変
化
し
、
神
社
は
国
の
手
を
離
れ
宮
中
祭
祀
は
天
皇
家

の
私
的
行
事
と
な
っ
た
。
祭
祀
に
関
わ
る
法
律
も
次
々
と
廃
止
さ
れ
、

こ
れ
に
よ
り
神
職
は
男
性
に
限
る
と
定
め
た
内
務
省
訓
第
六
百
五
十

六
号
「
府
県
社
以
下
神
社
神
職
登
用
規
則
第
一
条
乃
至
四
条
ニ
関
ス

ル
件
」
も
昭
和
二
十
一
年
に
廃
止
さ
れ
た
。

　

し
か
し
廃
止
に
よ
っ
て
自
動
的
に
女
性
に
神
職
へ
の
道
が
開
か
れ

た
訳
で
は
な
か
っ
た
。
神
社
新
報
二
五
七
七
号
に
よ
る
と
、
神
社
本

庁
の
庁
規
草
案
と
も
い
う
べ
き
「
神
社
庁
（
仮
称
）
庁
規
大
綱
（
案
）」

は
戦
前
の
制
度
を
踏
襲
し
、
神
職
任
用
資
格
を
「
二
十
歳
以
上
ノ
男

子
」
と
し
て
女
性
に
任
用
資
格
を
与
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
昭
和
二

十
二
年
（
一
九
四
七
）
に
神
社
本
庁
設
立
総
会
で
可
決
さ
れ
た
神
社

本
庁
庁
規
第
七
十
九
条
は
「
宮
司
ノ
任
用
資
格
ハ
階
位
ノ
外
、
年
齢
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二
十
歳
以
上
ノ
男
子
タ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
と
規
定
し
た
た
め
、
宮
司

以
外
な
ら
女
性
で
も
構
わ
な
い
と
い
う
解
釈
が
に
な
っ
た
。
こ
こ
で

初
め
て
女
性
神
職
へ
の
道
が
開
か
れ
た
の
で
あ
る
。
女
性
が
神
職
と

し
て
奉
仕
が
可
能
と
な
っ
た
の
は
神
社
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
昭
和

二
十
二
年
に
は
明
治
天
皇
第
七
皇
女
で
あ
る
北
白
川
房
子
が
女
性
と

し
て
初
の
神
宮
祭
主
と
な
っ
た
。
女
性
が
積
極
的
に
神
前
奉
仕
を
す

る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

戦
後
の
重
胤
は
「
任
用
論
」
活
動
か
ら
遠
ざ
か
り
、
ひ
た
す
ら
神

明
に
奉
仕
す
る
日
々
を
送
っ
た
。
毎
朝
神
前
に
国
家
の
安
泰
と
氏
子
、

敬
神
婦
人
会
会
員
の
幸
福
を
祈
る
事
が
日
課
で
あ
っ
た
。
し
か
し
昭

和
二
十
九
年
（
一
九
五
四
）
か
ら
体
調
を
崩
し
、
一
時
は
危
篤
に
ま

で
お
ち
い
っ
た
。
次
第
に
回
復
す
る
中
、
昭
和
三
十
年
（
一
九
五
五
）

五
月
、
自
伝
『
回
春
の
喜
悦
』
を
著
わ
し
た
。
自
伝
を
書
き
上
げ
た

時
は
既
に
全
国
に
婦
人
神
職
が
存
在
し
て
お
り
、
重
胤
は
自
ら
の
論

が
実
現
し
た
事
に
満
足
し
て
い
た
。
同
誌
に
は
「
任
用
論
」
活
動
を

振
り
返
り
次
の
様
に
記
し
て
い
る
。

尚
茲
に
私
の
半
生
に
於
て
興
味
あ
る
問
題
に
婦
人
神
職
任
用
の

こ
と
が
あ
り
ま
す
、（
略
）
私
は
心
霊
学
の
立
場
か
ら
、
歴
史

事
実
の
上
か
ら
婦
人
を
神
職
に
任
用
せ
ら
る
る
の
途
を
開
か
る

る
様
に
と
の
案
を
提
唱
し
ま
し
た
、
先
づ
県
下
の
神
職
会
議
か

ら
、
毎
年
開
か
る
る
中
州
九
県
神
職
大
会
へ
、
続
い
て
全
国
の

大
会
へ
と
、
毎
年
の
如
く
提
案
し
ま
し
た
が
甲
論
乙
駁
決
す
る

処
な
く
遂
に
保
留
と
い
う
美
名
の
許
葬
り
去
ら
れ
た
の
で
あ
り

ま
す
、
処
で
時
代
の
変
遷
程
妙
な
も
の
は
あ
り
ま
せ
ぬ
、
終
戦

後
神
職
団
体
の
改
組
に
よ
っ
て
神
社
本
庁
が
生
れ
、
私
の
意
見

に
共
鳴
し
て
居
た
人
々
の
手
に
よ
っ
て
、
遂
に
婦
人
を
神
職
に

任
用
す
る
の
規
定
が
設
け
ら
れ
、
今
日
で
は
其
任
用
の
数
も
相

当
の
数
に
上
っ
て
居
り
ま
す
、
何
よ
り
も
驚
か
る
る
の
は
、
最

高
の
神
官
、
伊
勢
大
神
宮
の
祭
主
様
が
、
女
性
に
ま
す
北
白
川

房
子
様
で
、
勅
許
に
よ
っ
て
御
就
任
な
っ
た
事
で
御
座
い
ま
す
、

私
の
四
十
年
来
の
宿
願
が
達
せ
ら
れ
て
胸
の
す
く
思
い
が
致
し

ま
し
た
。

　
「
婦
人
を
神
職
に
」
と
い
う
当
時
で
は
無
謀
と
も
い
え
る
願
い
を

持
ち
主
張
し
続
け
た
神
職
宮
本
重
胤
は
、
昭
和
三
十
四
年
（
一
九
五

九
）
十
月
二
十
一
日
享
年
七
十
八
歳
で
帰
幽
し
た
。

　

重
胤
の
思
想
の
集
大
成
と
も
い
え
る
『
女
子
道
』
を
読
む
と
、
重

胤
の
博
識
と
行
動
力
に
驚
か
さ
れ
る
。
冒
頭
で
述
べ
た
様
に
重
胤
は

政
治
運
動
に
積
極
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
か
重
胤
の
思
想
は
あ
る

時
は
社
会
主
義
的
で
あ
り
、
あ
る
と
き
は
共
産
主
義
的
と
い
っ
た
様

に
柔
軟
性
が
あ
る
。
重
胤
本
人
も
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
七
月
二

十
日
発
行
『
女
子
道
』
で
、「
自
分
に
共
産
主
義
者
の
噂
が
あ
る
」

と
記
し
て
い
る
。
し
か
し
重
胤
自
身
は
「
皇
室
国
家
主
義
」
で
あ
り

「
敬
神
、
尊
王
、
愛
国
」
を
自
ら
の
信
念
と
し
て
い
た
。
ま
た
重
胤

に
は
商
才
も
あ
り
、
現
在
お
み
く
じ
の
シ
ェ
ア
一
位
を
誇
る
「
有
限
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会
社
女
子
道
社
」
は
重
胤
の
発
案
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
更

に
は
神
前
結
婚
式
を
考
案
す
る
等
、
先
見
の
明
に
優
れ
て
い
た
。

　

重
胤
の
思
想
は
神
学
だ
け
で
は
な
く
、
多
方
面
か
ら
の
考
察
が
可

能
で
あ
る
。
今
後
専
門
家
か
ら
の
更
な
る
研
究
が
期
待
さ
れ
る
。

註（1
）　

宮
田
登
『
ヒ
メ
の
民
俗
学
』
三
一
～
三
二
頁　

一
五
六
～
一
六
〇

頁　

昭
和
六
十
二
年
（
一
九
八
七
）
七
月
三
十
日
発
行　

青
土
社

（
2
）　

遷
宮
の
職
掌
だ
け
に
物
忌
を
残
す
こ
と
は
許
さ
れ
た
の
で
、
現
在

で
も
遷
宮
の
諸
祭
典
に
は
童
女
の
姿
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

（
（
）　
『
次
男
坊
た
ち
の
江
戸
時
代
―
公
家
社
会
の
〈
厄
介
者
〉』
一
七
六

～
一
八
九
頁　

平
成
二
十
年
（
二
〇
〇
八
）
一
月
一
日
発
行　

吉

川
弘
文
館

（
4
）　
『
訂
正
増
補　

法
規
類
抄　

下
巻
』
三
七
六
頁　

明
治
三
十
三
年

（
一
九
〇
〇
）
九
月
六
日
発
行　

内
務
省
総
務
局
文
書
課

（
（
）　

発
行
年
月
日
不
明

（
6
）　
『
た
た
ら
製
鉄
・
石
見
銀
山
と
地
域
社
会
―
近
世
社
会
の
中
国
地

方
』
所
載　

平
成
二
十
年
（
二
〇
〇
八
）
三
月
二
十
日
発
行　

相

良
英
輔
先
生
退
職
記
念
論
文
集
刊
行
会

（
（
）　
『
女
子
道
（
そ
の
1
）
平
成
1（
年
（
月
』　

三
四
〇
頁　

山
口
県
都

濃
郡
鹿
野
町　

二
所
山
田
神
社

（
（
）　
『
女
子
道
（
そ
の
1
）
平
成
1（
年
（
月
』　

三
四
八
頁　

山
口
県
都

濃
郡
鹿
野
町　

二
所
山
田
神
社

（
（
）　
『
女
子
道
（
そ
の
（
）
平
成
1（
年
（
月
』　

九
七
頁　

山
口
県
都
濃

郡
鹿
野
町　

二
所
山
田
神
社

（
10
）　
『
女
子
道
（
そ
の
（
）
平
成
1（
年
（
月
』　

一
〇
二
頁　

山
口
県
都

濃
郡
鹿
野
町　

二
所
山
田
神
社

（
11
）　
『
女
子
道
（
そ
の
（
）
平
成
1（
年
（
月
』　

一
六
五
頁　

山
口
県
都

濃
郡
鹿
野
町　

二
所
山
田
神
社

（
12
）　
『
昭
和
五
年
五
月　

第
七
号
議
案　

地
方
団
体
提
出
議
案
』
五
頁

　

財
団
法
人
全
国
神
職
会

（
1（
）　
『
女
子
道
（
そ
の
4
）
平
成
1（
年
（
月
』　

一
〇
三
頁　

山
口
県
都

濃
郡
鹿
野
町　

二
所
山
田
神
社

（
14
）　
『
昭
和
七
年
五
月　

第
四
号
議
案　

地
方
神
職
団
体
提
出
議
案
』

八
頁　

財
団
法
人
全
国
神
職
會

（
1（
）　
『
昭
和
七
年
五
月　

第
四
号
議
案　

地
方
神
職
団
体
提
出
議
案
』

七
一
～
七
八
頁　

財
団
法
人
全
国
神
職
會

（
16
）　

倭
建
命
と
の
相
聞
歌
。「
月
経
に
な
っ
た
た
め
結
婚
が
出
来
な
い

の
で
は
」
と
問
う
倭
建
命
に
対
し
て
、
美
夜
須
比
売
は
「
長
く

待
っ
て
い
る
間
に
月
経
に
な
る
の
は
当
然
」
と
答
え
る
。
月
経
を

お
お
ら
か
に
呼
び
交
わ
す
こ
の
歌
か
ら
は
、
月
経
に
対
す
る
忌
は

見
受
け
ら
れ
な
い
。

　
　
　

爾
美
夜
受
比
売
、
答
二

御
歌
一

曰
、

　
　
　

多
迦
比
迦
流　

比
能
美
古　

夜
須
美
斯
志　

和
賀
意
富
岐
美　

阿

良
多
麻
能

　
　
　

登
斯
賀
岐
布
禮
婆　

阿
良
多
麻
能　

都
紀
波
岐
閇
由
久　

宇
倍
那

宇
倍
那
宇
倍
那

　
　
　

岐
美
麻
知
賀
多　

爾　

和
賀
祁
勢
流　

意
須
比
能
須
蘇
爾　

都
紀

多
多
那
牟
余

　
　
　
『
古
事
記　

祝
詞
』　

二
一
六
～
二
一
九
頁　

平
成
元
年
（
一
九
八

九
）
六
月
二
十
五
日
発
行　

岩
波
書
店

（
1（
）　
『
法
令
全
書　

慶
応
三
年
十
月
―
明
治
四
十
五
年
七
月
』
第
八
冊

四
九
頁　

内
閣
官
報
局
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（
1（
）　

高
谷
朝
子
『
宮
中
賢
所
物
語
［
五
十
七
年
間
皇
居
に
暮
ら
し
て
］』

四
〇
～
四
九
頁　

平
成
十
八
年
（
二
〇
〇
六
）
一
月
二
十
五
日
発

行　

株
式
会
社
ビ
ジ
ネ
ス
社

（
1（
）　

草
間
笙
子
処
理
『
大
内
山
』　

一
〇
三
～
一
一
二
頁　

昭
和
二
十

二
年
（
一
九
四
七
）
五
月
五
日
発
行　

山
雅
房

（
20
）　
『
女
子
道
（
そ
の
1
）
平
成
1（
年
（
月
』　

二
五
〇
頁　

山
口
県
都

濃
郡
鹿
野
町　

二
所
山
田
神
社

（
21
）　
『
女
子
道
（
そ
の
4
）
平
成
1（
年
（
月
』　

一
九
六
頁　

山
口
県
都

濃
郡
鹿
野
町　

二
所
山
田
神
社

（
國
学
院
大
学
大
学
院
特
別
研
究
生
）




