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こ
の
た
び
御
代
替
わ
り
を
迎
え
て
、
皇
室
儀
式
の
持
つ
意
味
を
多
く
の

方
々
に
理
解
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
で

「
奉
祝
記
念
特
別
展
」
を
開
催
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
予
想
を
遥
か
に
超
え

る
多
く
の
皆
様
に
お
越
し
い
た
だ
き
、
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

私
ど
も
研
究
者
と
し
て
は
、
い
ろ
い
ろ
学
び
考
え
た
こ
と
を
、
じ
っ
く

り
聞
い
て
も
ら
え
る
場
が
あ
る
の
は
非
常
に
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。
し

か
も
、
本
当
の
こ
と
が
分
か
れ
ば
、
そ
れ
を
大
事
に
し
て
い
こ
う
と
い
う

思
い
も
強
く
な
り
ま
す
。
今
日
の
講
演
会
が
、
そ
ん
な
機
会
に
な
れ
ば
と

念
じ
て
お
り
ま
す
。

　
　
　

明
る
く
晴
れ
や
か
な
御
代
替
わ
り

今
日
（
六
月
九
日
）
は
、
新
し
い
天
皇
陛
下
と
皇
后
陛
下
の
御
結
婚
記

念
日
で
す
。
平
成
五
（
一
九
九
三
）
年
の
あ
の
日
、
ご
結
婚
さ
れ
て
、
そ

の
後
二
十
六
年
の
ご
生
活
が
始
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
明
治
以
降

の
皇
室
典
範
が
、
天
皇
の
終
身
御
在
位
を
規
定
し
て
い
ま
す
か
ら
、
私
ど

も
は
「
平
成
」
の
御
代
が
ま
だ
ま
だ
続
く
と
想
っ
て
お
り
ま
し
た
。

け
れ
ど
も
、
平
成
の
天
皇
陛
下
は
二
十
八
年
八
月
、
テ
レ
ビ
で
ビ
デ
オ

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
通
じ
て
「
お
言
葉
」
を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
で

「
象
徴
」
と
し
て
の
役
割
を
一
所
懸
命
に
務
め
て
き
た
が
、
す
で
に
八
十

歳
代
の
高
齢
者
と
な
り
、
い
つ
ま
で
も
十
分
な
務
め
が
で
き
る
わ
け
で
は

な
い
か
ら
、
次
の
若
い
世
代
へ
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
、

と
い
う
ご
意
向
を
表
明
さ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
を
視
聴
し
た
大
多
数
の
国
民
は
、
陛
下
の
ご
意
向
を
よ
く
理
解

し
、
強
い
共
感
を
示
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
ま
も
な
く
政
府
も
国
会
も
動

き
始
め
、
つ
い
に
こ
の
た
び
の
御
譲
位
と
、
新
天
皇
の
御
即
位
が
実
現
す

る
に
至
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

令
和
の
即
位
礼
と
大
新
嘗
祭

│
高
御
座
と
米
・
粟
に
見
る
日
本
の
伝
統
文
化
│

所　
　
　

功
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年
輩
の
方
々
は
三
十
年
前
を
ご
記
憶
で
し
ょ
う
が
、
あ
の
時
の
実
に
辛

い
悲
し
い
御
代
替
わ
り
と
違
っ
て
、
今
回
は
明
る
い
晴
れ
や
か
な
御
代
替

わ
り
と
な
り
ま
し
た
。
漠
然
と
「
そ
う
な
る
か
な
」
と
想
っ
て
い
ま
し
た

が
、
予
想
を
遙
か
に
超
え
て
、「
御
代
替
わ
り
と
は
、
こ
う
い
う
明
る
い

晴
れ
や
か
な
雰
囲
気
で
迎
え
ら
れ
る
も
の
か
」
と
い
う
感
動
が
こ
み
あ
げ

て
き
ま
し
た
。
今
回
の
御
代
替
わ
り
に
は
、
若
い
人
々
も
、
よ
い
意
味
で

お
祭
り
気
分
の
よ
う
に
盛
り
上
が
り
ま
し
た
ね
。

こ
れ
は
、
ま
さ
に
上
皇
と
な
ら
れ
ま
し
た
陛
下
の
お
陰
で
あ
り
ま
す
。

明
治
以
降
の
制
度
と
異
り
、
そ
れ
以
前
に
は
六
四
五
年
か
ら
一
八
一
七
年

ま
で
の
間
に
六
十
回
近
く
再
三
あ
っ
た
「
御
譲
位
」
と
い
う
か
た
ち
を
取

り
得
る
、
と
い
う
こ
と
を
お
示
し
に
な
ら
れ
た
わ
け
で
す
。

政
府
は
当
初
や
や
及
び
腰
で
し
た
が
、
ま
も
な
く
有
識
者
会
議
を
設

け
、
専
門
家
な
ど
か
ら
参
考
意
見
も
聞
い
て
、
法
案
の
準
備
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。
し
か
も
、
国
会
で
は
、
衆
参
正
副
議
長
が
与
野
党
の
意
見
を

ま
と
め
て
、
事
前
に
合
意
を
形
成
し
ま
し
た
。
そ
の
お
か
げ
で
、「
皇
室

典
範
特
例
法
」
は
翌
二
十
九
年
六
月
、
衆
参
両
院
と
も
出
席
者
全
員
の
賛

成
に
よ
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
特
例
法
が
施
行
さ
れ
て
、
新
し
い
御
代
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
十
月
二
十
二
日
昼
に
即
位
礼
、
十
一
月
十
四
日
夜
分
に
大
嘗
祭

が
行
な
わ
れ
ま
す
。
こ
の
大
事
な
儀
式
と
祭
祀
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら

よ
い
の
か
。
そ
れ
を
皆
さ
ん
と
一
緒
に
探
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

今
日
は
時
間
が
限
ら
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
重
点
の
一
つ
は
、
即
位
礼
の

正
殿
の
儀
で
使
わ
れ
る
「
高
御
座
」
の
来
歴
に
つ
い
て
、
も
う
一
つ
は
、

大
嘗
祭
で
神
饌
と
し
て
「
米
」
と
と
も
に
供
え
ら
れ
る
「
粟
」
の
重
要
性

に
つ
い
て
、
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
　
　

元
号
と
い
う
漢
字
文
化
の
意
義

そ
の
前
に
、
い
わ
ば
序
と
し
て
、
こ
の
た
び
「
令
和
」
と
改
元
さ
れ
ま

し
た
の
で
、
元
号
の
意
義
に
触
れ
て
お
き
ま
す
。

念
の
た
め
、
四
十
年
程
前
を
振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、
政
界
で
も
論
壇

で
も
、「
元
号
な
ん
て
い
ら
な
い
」
と
か
「
元
号
は
な
く
す
べ
き
だ
」
と

い
う
よ
う
な
こ
と
を
声
高
に
叫
ぶ
人
が
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
今
回
は
、
ほ
と
ん
ど
の
人
々
が
「
元
号
は
大
事
だ
」
と
考

え
、「
あ
る
の
が
当
然
」
と
思
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
れ
に
呼
応
し
て

マ
ス
コ
ミ
も
大
い
に
報
道
し
、
多
く
の
国
民
も
新
元
号
を
歓
迎
し
て
い
る

様
子
を
み
て
、
深
い
感
慨
を
覚
え
ま
す
。

今
や
ま
さ
に
国
際
化
社
会
で
す
か
ら
、
西
暦
を
使
う
こ
と
が
多
く
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
れ
は
そ
れ
で
か
ま
い
ま
せ
ん
が
、
ぜ
ひ
元
号
の
意
義
を
忘

れ
な
い
で
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

実
は
平
成
六
（
一
九
九
四
）
年
に
政
府
が
「
公
文
書
の
年
表
記
に
関
す

る
規
則
」
を
決
定
し
、「
原
則
と
し
て
元
号
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。
但

し
西
暦
に
よ
る
表
記
を
適
当
と
認
め
る
場
合
は
、
西
暦
を
併
記
す
る
も
の

と
す
る
」
と
明
示
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
政
府
の
公
式
見
解
と
し
て
打
ち

出
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
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従
っ
て
、
政
府
も
地
方
自
治
体
も
公
的
な
機
関
な
ど
も
、
そ
う
で
あ
る

べ
き
は
ず
な
の
で
す
が
、
実
態
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
昭

和
五
十
四
（
一
九
七
九
）
年
「
元
号
法
」
が
で
き
る
以
前
か
ら
、
政
府
は

公
的
な
文
書
な
ど
に
元
号
を
尊
重
す
る
方
針
を
と
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
徹

底
し
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
ん
な
状
態
で
今
後
ど
う
な
る
の
か
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、

す
で
に
全
国
の
数
県
に
お
い
て
、
公
文
書
は
元
号
を
優
先
し
、
カ
ッ
コ
で

西
暦
を
併
記
す
る
、
と
い
う
方
式
を
と
ろ
う
と
決
め
て
い
ま
す
。
今
後
、

こ
れ
が
全
国
に
広
ま
っ
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

わ
が
国
で
は
、
千
三
百
年
以
上
、
独
自
の
年
号
（
元
号
）
を
公
式
に
作

り
使
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
伝
統
的
な
漢
字
文
化
を
大
事
に
し
な
が
ら
、

他
方
で
国
際
的
に
通
用
し
や
す
い
西
暦
も
活
用
す
る
、
と
い
う
在
り
方
が

望
ま
し
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

お
よ
そ
元
号
は
、
地
域
に
根
ざ
し
た
「
文
化
」
と
し
て
の
意
味
を
も
ち

ま
す
し
、
西
暦
に
は
地
域
を
越
え
た
「
文
明
」
と
し
て
の
意
義
が
あ
り
ま

す
。
い
ま
や
日
本
に
し
か
な
い
元
号
を
、
み
ん
な
で
大
切
に
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　

御
代
替
わ
り
の
践
祚
式
・
即
位
礼
・
大
嘗
祭

も
う
一
つ
、
本
論
の
前
に
、
従
来
の
御
代
替
わ
り
で
は
、
ど
の
よ
う
な

こ
と
が
、
い
つ
ど
こ
で
行
な
わ
れ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
、
少
し
触
れ
て

お
き
ま
す
。

お
お
ま
か
に
申
し
ま
す
と
、
一
つ
は
、「
践せ
ん

祚そ

式
」
と
呼
ば
れ
て
き
た

も
の
が
あ
り
ま
す
。
平
成
と
今
回
は
、
そ
れ
を
「
剣
璽
等
承
継
の
儀
」
と

ス
ト
レ
ー
ト
に
称
し
て
い
ま
す
が
、
い
わ
ゆ
る
三
種
の
神
器
、
戦
後
の

「
皇
室
経
済
法
」
で
は
「
皇
位
と
共
に
伝
わ
る
べ
き
由
緒
あ
る
も
の
」
の

代
表
と
し
て
、
宝
剣
と
勾
玉
、
お
よ
び
国
事
に
使
わ
れ
る
公
印
の
「
天
皇

御ぎ
ょ

璽じ

」
と
「
大
日
本
国こ

く

璽じ

」
を
、
新
天
皇
が
承
け
継
が
れ
る
儀
式
で
す
。

つ
ぎ
に
「
即
位
礼
」
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
う
え
で
「
大
嘗
祭
」
が
行
な

わ
れ
ま
す
。
そ
の
前
後
に
い
く
つ
も
の
儀
式
や
行
事
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど

も
、
以
上
の
三
つ
を
中
心
に
見
て
い
き
ま
す
。

こ
れ
ら
は
前
近
代
も
、
近
現
代
の
明
治
・
大
正
・
昭
和
・
平
成
も
、
今

回
も
、
基
本
的
に
同
じ
で
、
一
括
「
大
礼
」
と
称
さ
れ
ま
す
。

と
は
い
え
、
若
干
の
違
い
も
み
ら
れ
ま
す
。
と
り
わ
け
即
位
式
は
、
千

年
あ
ま
り
京
都
の
御
所
で
行
な
わ
れ
、
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
の
即
位

式
も
京
都
御
所
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
明
治
天
皇
は
翌
二
年
、
東
京
へ
お

遷
り
に
な
り
、
旧
江
戸
城
が
皇
居
と
な
り
ま
し
た
か
ら
、
同
四
（
一
八
七

一
）
年
の
大
嘗
祭
は
初
め
て
東
京
で
行
な
わ
れ
た
の
で
す
。

こ
れ
は
大
変
な
こ
と
で
す
。
千
年
以
上
も
京
都
で
や
っ
て
き
た
こ
と
を

東
京
で
行
な
う
と
い
う
の
は
「
中
心
」
が
変
る
わ
け
で
す
。
従
い
ま
し

て
、
大
嘗
祭
に
必
要
な
神
饌
を
用
意
す
る
地
方
は
、
そ
れ
ま
で
京
都
よ
り

東
の
代
表
を
悠ゆ

紀き

国
、
西
の
代
表
を
主す

基き

国
と
称
し
定
め
て
き
ま
し
た

が
、
新
し
く
東
京
を
中
心
に
し
て
ど
う
決
め
た
ら
よ
い
の
か
、
大
問
題
に

な
っ
た
の
で
す
。
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結
局
、
明
治
の
大
嘗
祭
で
は
、
悠
紀
国
が
今
の
山
梨
県
、
主
基
国
が
今

の
千
葉
県
に
な
り
ま
し
た
。
な
ぜ
そ
う
な
っ
た
の
か
公
式
記
録
に
見
あ
た

り
ま
せ
ん
が
、
あ
る
公
家
出
身
官
人
の
書
き
付
け
に
、
伊
勢
の
神
宮
に
近

い
方
が
悠
紀
、
そ
れ
よ
り
遠
い
ほ
う
が
主
基
と
さ
れ
た
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
由
を
、
宮
内
庁
関
係
者
か
ら
伝
え
聞
い
て
お
り
ま
す
。

　
　
　

明
治
天
皇
の
叡
慮
に
よ
る
京
都
の
大
礼

し
か
し
、
大
正
と
昭
和
は
、
即
位
礼
も
大
嘗
祭
も
、
ふ
た
た
び
京
都
が

舞
台
と
な
り
ま
し
た
。
東
京
へ
お
移
り
に
な
っ
て
数
十
年
経
っ
て
い
ま
す

か
ら
、
東
京
で
な
さ
っ
て
当
然
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
、
ふ
た
た
び
京
都
で
行
な
わ
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
な
ぜ
か

と
い
え
ば
、
明
治
天
皇
の
格
別
な
ご
叡
慮
に
よ
り
決
ま
っ
た
の
で
す
。

実
は
明
治
二
年
の
東
京
奠
都
に
よ
っ
て
、
京
都
は
火
が
消
え
た
よ
う
に

寂
し
く
な
り
ま
し
た
。
明
治
十
（
一
九
七
七
）
年
、
父
君
孝
明
天
皇
の
十

年
祭
に
お
出
ま
し
の
天
皇
は
、
そ
の
寂さ
び

れ
た
京
都
を
ご
覧
に
な
り
心
配
さ

れ
ま
し
た
。
そ
し
て
翌
十
一
年
、
ふ
た
た
び
京
都
へ
お
出
ま
し
の
際
、

「
将
来
の
即
位
礼
や
大
嘗
祭
は
京
都
で
や
る
よ
う
に
し
た
ら
ど
う
か
」
と

仰
せ
ら
れ
た
の
で
す
。

な
ぜ
そ
ん
な
こ
と
を
思
い
つ
か
れ
た
か
と
い
う
と
、
そ
の
頃
、
ロ
シ
ア

帝
国
の
皇
帝
は
、
ふ
だ
ん
新
都
の
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
に
い
な
が
ら
、
戴
冠
式

は
古
都
の
モ
ス
ク
ワ
で
行
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
古
都
も
新
都
も
大
事
に

さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

そ
れ
ゆ
え
日
本
に
お
い
て
も
、
古
来
の
京
都
を
大
切
に
す
る
具
体
案
を

示
そ
う
と
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
お
陰
で
、
明
治
二
十
二
（
一
八
八

九
）
年
制
定
の
「
皇
室
典
範
」
に
、
将
来
の
「
即
位
礼
及
び
大
嘗
祭
は
京

都
に
お
い
て
こ
れ
を
行
ふ
」
と
明
文
化
さ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
に
基
づ
い
て
、
大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
十
一
月
、
さ
ら
に
昭
和

三
（
一
九
二
八
）
年
十
一
月
の
そ
れ
は
、
京
都
に
お
い
て
行
な
わ
れ
え
た

の
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
京
都
は
皇
室
に
と
っ
て
代
始
の
最
も
重
要
な

大
礼
の
行
な
わ
れ
る
皇み

宮や

の
あ
る
処こ

、
つ
ま
り
名
実
と
も
に
「
ミ
ヤ
コ

（
宮
処
）」
京
都
と
し
て
復
活
で
き
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　
　
　

即
位
礼
は
高
御
座
で
国
内
外
に
即
位
を
宣
明

そ
れ
で
は
、
こ
れ
か
ら
本
論
に
入
り
ま
す
。
ま
ず
即
位
礼
で
最
も
重
要

な
「
高た
か

御み

座く
ら

」
に
つ
い
て
お
話
い
た
し
ま
す
。

先
ほ
ど
、
大
正
と
昭
和
の
即
位
礼
は
京
都
で
行
な
わ
れ
た
と
申
し
ま
し

た
が
、
そ
の
法
的
根
拠
と
な
る
旧
皇
室
典
範
の
規
定
が
戦
後
の
新
典
範
か

ら
削
除
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
平
成
の
即
位
礼
は
初
め
て
東
京

の
皇
居
に
お
い
て
行
な
わ
れ
た
の
で
す
。

平
成
二
（
一
九
九
〇
）
年
十
一
月
十
二
日
、
皇
居
正
殿
の
「
松
の
間
」

で
、
両
陛
下
と
成
年
皇
族
方
お
よ
び
三
権
の
長
が
並
び
立
ち
、
そ
の
中
庭

の
周
囲
に
海
外
一
五
八
国
な
ど
の
来
賓
夫
妻
と
国
内
各
界
代
表
夫
妻
な
ど

の
参
列
す
る
前
で
、
御
即
位
の
披
露
を
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
即
位
礼
に
お
い
て
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
天
皇
陛
下
が
高
御
座
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で
お
立
ち
に
な
り
、
即
位
し
た
こ
と
を
内
外
に
宣
明
さ
れ
る
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
そ
の
重
要
な
高
御
座
は
普
段
、
京
都
御
所
の
紫
宸
殿
と
い
う
大

き
な
建
物
の
中
央
に
、
皇
后
陛
下
の
立
た
れ
る
御み

帳ち
よ
う

台だ
い

と
共
に
置
か
れ

て
い
ま
す
。

こ
れ
を
京
都
か
ら
東
京
ま
で
運
ぶ
の
は
、
大
変
な
作
業
で
す
。
す
べ
て

木
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
慎
重
に
解
体
し
て
運
ば
れ
ま
し
た
。
当

時
い
わ
ゆ
る
過
激
派
に
妨
害
さ
れ
る
こ
と
も
懸
念
さ
れ
ま
し
た
か
ら
、
自

衛
隊
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で
移
送
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
今
回
は
、
解
体
し
た
も
の
を
大
き
な
運
搬
車
に
載
せ
、
高
速
道

を
通
っ
て
運
ば
れ
、
い
ま
本
格
的
な
修
理
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

と
も
あ
れ
、
即
位
礼
に
は
高
御
座
が
不
可
欠
で
す
。
そ
れ
が
今
日
で
も

京
都
御
所
の
紫
宸
殿
に
置
か
れ
て
お
り
、
即
位
礼
に
お
い
て
東
京
の
皇
居

へ
運
ば
れ
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
伝
統
を
重
ん
ず
る
日
本
の
皇
室
に

ふ
さ
わ
し
い
在
り
方
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
　
　

千
三
百
年
来
の
日
本
的
な
高
御
座

こ
の
高
御
座
に
相
当
す
る
も
の
は
、
古
代
の
日
本
が
手
本
と
し
た
中
国

に
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
調
べ
て
み
ま
す
と
、
小
高
い
壇
は
あ
っ
た
よ
う
で

す
。
そ
れ
は
土
壇
、
つ
ま
り
土
で
造
ら
れ
、
そ
の
壇
に
上
っ
て
即
位
を
宣

言
し
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
ま
す
（『
後
漢
書
』
光
武
帝
建
武
元
（
二
五
）

年
夏
四
月
条
な
ど
）。

一
方
、
わ
が
国
の
古
代
史
料
を
見
ま
す
と
、
少
な
く
と
も
五
世
紀
頃
に

は
、「
壇
」
を
設
け
て
即
位
を
宣
明
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

『
日
本
書
紀
』
の
雄
略
天
皇
即
位
前
紀
丙
申
（
四
五
六
）
年
十
一
月
甲
子

条
に
「
天
皇
壇
を
泊は

瀬せ

の
朝
倉
に
設
け
、
天
皇
位
に
即
き
た
ま
ふ
」
と
記

さ
れ
て
い
ま
す
。

つ
い
で
『
続
日
本
紀
』
の
文
武
天
皇
元
（
六
九
七
）
年
九
月
庚
辰
条
に

引
く
詔
に
「
天
日
嗣
の
高
御
座
と
…
…
大
八
嶋
国
知
す
所
」
と
記
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
以
外
に
も
「
高
御
座
」
と
い
う
表
記
は
し
ば
し
ば
詔
に
出

て
ま
い
り
ま
す
が
、
そ
の
多
く
は
皇
位
を
形
容
す
る
言
葉
と
し
て
使
わ
れ

て
い
ま
す
。

し
か
し
、
八
世
紀
初
め
の
大
宝
元
（
七
〇
一
）
年
こ
ろ
に
は
、
玉
座
と

し
て
の
高
御
座
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
一
代
一
度
の
即
位

式
と
同
様
の
儀
式
が
、
毎
年
元
日
に
「
朝
賀
」
の
儀
と
し
て
行
な
わ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
文
武
百
官
が
大
極
殿
の
前
に
ず
ら
っ
と
並
び
ま
し

て
、
殿
上
の
天
皇
に
新
年
の
祝
賀
を
表
す
晴
れ
や
か
な
儀
式
が
、
当
日
初

め
て
儀
容
を
整
え
行
な
わ
れ
た
、
と
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
の

際
、
文
武
天
皇
は
御
高
座
へ
お
出
ま
し
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
ま
す
。

た
だ
、
明
確
に
玉
座
と
し
て
の
高
御
座
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
の
は
、

『
続
日
本
紀
』
聖
武
天
皇
の
天
平
十
六
（
七
四
四
）
年
二
月
甲
寅
条
に

「
恭く
に
の
み
や

仁
宮
の
高
御
座

0

0

0

幷
び
に
大
楯
を
難な

に
わ
の
み
や

波
宮
へ
運
ぶ
」
と
明
記
さ
れ
て
お

り
ま
す
。
い
ま
我
々
の
イ
メ
ー
ジ
す
る
よ
う
な
高
御
座
が
あ
り
、
再
三
、

宮
遷
し
を
さ
れ
た
聖
武
天
皇
が
、
そ
れ
を
恭
仁
宮
か
ら
難
波
宮
へ
運
ば
せ

ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
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さ
ら
に
平
安
宮
の
時
代
に
な
り
ま
す
と
、
か
な
り
具
体
的
な
高
御
座
の

形
状
を
示
す
史
料
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
つ
が
『
延
喜
式
』
で

す
。
こ
れ
は
十
世
紀
の
初
め
、
醍
醐
天
皇
の
勅
命
に
よ
り
編
集
さ
れ
ま
し

た
律
令
法
の
詳
し
い
施
行
細
則
を
集
成
し
た
も
の
で
す
。

そ
の
中
の
「
内
匠
寮
式
」
に
「
元
正
（
朝
賀
式
）
…
…
大
極
殿
の
高
御

座
〔
蓋
（
屋
根
）
八
角
に
作
る
。
角
別
上
に
小
鳳
像
を
立
て
、
下
に
懸
く

る
に
玉
幡
を
以
て
す
。
面
ご
と
に
鏡
三
面
を
懸
く
。
頂
（
内
上
）
に
大
鏡

一
面
を
着
け
、
蓋
の
上
に
大
鳳
形
を
立
つ
。
惣
て
鳳
形
九
隻
、
鏡
二
十
五

面
、
幔
台
十
二
基
、
高
御
座
の
東
西
各
四
面
に
立
つ
〕」
と
み
え
ま
す
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
い
ま
見
る
高
御
座
と
同
じ
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
こ
と

を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

や
が
て
、
こ
れ
を
絵
図
に
し
た
史
料
も
み
ら
れ
ま
す
。
現
存
本
の
写
し

は
十
五
世
紀
中
ご
ろ
室
町
中
期
の
『
文
安
御
即
位
調
度
図
』
で
す
が
、
そ

の
中
味
は
十
二
世
紀
の
平
安
末
期
に
あ
っ
た
絵
図
を
模
写
し
た
も
の
だ
と

み
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
江
戸
時
代
に
な
り
ま
す
と
、
水
戸
の
徳
川
光
圀
公
が
朝
廷
の

儀
式
に
関
す
る
膨
大
な
記
録
を
集
成
分
類
し
て
、
五
百
五
十
巻
の
『
礼
儀

類
典
』
と
い
う
一
大
史
料
集
を
作
り
ま
し
た
。
そ
の
上
に
大
変
よ
く
で
き

た
「
絵
図
」
三
巻
も
あ
り
、
そ
こ
に
高
御
座
の
図
が
み
え
ま
す
。

そ
の
後
、
さ
ら
に
詳
し
く
史
料
を
考
証
し
た
も
の
と
し
て
、
文
化
十
四

（
一
八
一
七
）
年
に
平
胤
禄
が
注
進
し
た
『
高
御
座
考
証
』
が
あ
り
ま
す
。

文
化
十
四
年
と
い
え
ば
、
一
一
九
代
の
光
格
天
皇
が
譲
位
さ
れ
ま
し
て
、

次
の
仁
孝
天
皇
が
践
祚
さ
れ
た
年
で
す
か
ら
、
そ
の
即
位
式
に
役
立
て
ら

れ
た
も
の
と
み
ら
れ
ま
す
。

　
　
　

江
戸
幕
府
の
援
助
で
復
興
し
た
朝
廷
の
儀
式

こ
う
し
た
も
の
が
江
戸
時
代
に
で
き
た
の
は
な
ぜ
か
を
考
え
て
み
ま

す
。
戦
国
時
代
か
ら
江
戸
前
期
こ
ろ
ま
で
の
朝
廷
は
、
い
ろ
ん
な
事
情
で

建
物
も
貧
弱
に
な
り
、
室
礼
も
ま
ま
な
ら
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。

紫
宸
殿
の
高
御
座
も
、
果
た
し
て
本
来
の
姿
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
。
だ

い
た
い
似
た
も
の
を
設
け
ら
れ
て
い
た
で
し
ょ
う
が
、
戦
国
か
ら
江
戸
に

か
け
て
、
本
来
の
も
の
よ
り
貧
弱
に
な
っ
て
い
た
。
御
所
そ
の
も
の
が
、

み
す
ぼ
ら
し
い
状
況
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
。
京
都
の
御
所
は
、
戦
国
の

世
に
な
る
と
、
外
か
ら
中
が
見
え
た
と
い
う
く
ら
い
粗
末
な
状
況
に
な
っ

て
い
ま
し
た
。

そ
れ
を
残
念
に
思
わ
れ
た
の
が
江
戸
前
期
の
歴
代
天
皇
で
す
。
と
く
に

後
水
尾
天
皇
の
遺
志
を
継
が
れ
た
霊
元
天
皇
（
一
六
五
四
〜
一
七
三
二
）

は
、
在
位
中
か
ら
譲
位
後
に
か
け
て
、
本
来
の
御
所
と
儀
式
を
何
と
か
復

興
し
た
い
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
幕
府
側
に
理
解
さ
れ
る
よ
う

努
力
さ
れ
ま
し
た
。

当
時
の
朝
廷
に
は
、
経
済
力
も
政
治
力
も
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
幕
府
か
ら
資
金
を
出
し
て
も
ら
う
ほ
か
な
い
。
で
す
か
ら
、
復
活
し

た
い
と
考
え
ら
れ
て
も
、
な
か
な
か
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

と
り
わ
け
多
く
の
費
用
と
人
手
を
要
す
る
大
嘗
祭
は
、
戦
国
期
の
後
土
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御
門
天
皇
か
ら
二
百
年
以
上
で
き
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
霊

元
天
皇
は
譲
位
さ
れ
た
際
（
一
六
八
七
年
）、
次
の
東
山
天
皇
の
た
め
に
、

即
位
式
を
節
約
し
て
簡
素
に
行
な
う
か
ら
、
浮
か
せ
た
費
用
で
大
嘗
祭
を

や
り
た
い
と
仰
せ
ら
れ
、
な
ん
と
か
復
興
さ
れ
ま
し
た
。

け
れ
ど
も
、
次
の
中
御
門
天
皇
朝
に
は
異
論
が
出
て
行
な
わ
れ
て
い
ま

せ
ん
。
そ
れ
が
次
の
桜
町
天
皇
朝
（
在
位
一
七
三
五
〜
一
七
四
七
）
に
な

っ
て
、
よ
う
や
く
本
格
的
な
大
嘗
祭
が
復
興
さ
れ
た
の
で
す
。

今
回
の
御
譲
位
は
、
文
化
十
四
（
一
八
一
七
）
年
以
来
二
百
年
ぶ
り
と

い
う
こ
と
で
、
光
格
天
皇
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
ろ
、
高
御
座

も
詳
し
い
考
証
に
基
づ
き
、
立
派
に
復
興
さ
れ
た
の
で
す
。
こ
れ
を
み
て

も
、
江
戸
時
代
二
百
数
十
年
の
間
に
、
朝
廷
の
儀
式
も
御
所
の
室
礼
も
、

だ
ん
だ
ん
復
興
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
　
　

朝
廷
の
大
礼
や
神
宮
の
遷
宮
に
奉
仕
す
る
人
々

と
こ
ろ
が
、
幕
末
（
一
八
五
四
年
）
の
安
政
大
火
に
よ
っ
て
、
京
都
御

所
も
焼
け
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
明
治
天
皇
の
即
位
式
に
は
、

高
御
座
を
用
意
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
代
わ
り
に
日
常
的
な
御
帳
台
が
使

わ
れ
ま
し
た
。
明
治
神
宮
の
聖
徳
記
念
絵
画
館
に
、
そ
の
「
即
位
式
」
の

図
が
描
か
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
み
て
も
簡
素
な
御
帳
台
で
あ
っ
た

こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

つ
い
で
明
治
期
に
入
っ
て
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
皇
室
典
範
の
規

定
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
二
十
年
後
の
明
治
四
十
二
（
一
九
〇
九
）
年

に
「
登
極
令
」
と
い
う
代
始
儀
式
の
詳
し
い
施
行
細
則
ま
で
作
ら
れ
ま

す
。
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
の
即
位
礼
は
京
都
御

所
で
行
な
わ
れ
た
わ
け
で
す
。

そ
の
際
、
新
た
に
高
御
座
と
御
帳
台
を
造
立
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た

か
ら
、
大
礼
使
と
宮
内
省
の
も
と
で
、
関
係
者
の
皆
さ
ん
、
と
り
わ
け
京

都
の
職
人
さ
ん
た
ち
が
大
変
な
努
力
を
さ
れ
た
よ
う
で
す
。

私
は
昭
和
五
十
六
（
一
九
八
一
）
年
か
ら
京
都
産
業
大
学
に
勤
め
ま
し

て
、
平
成
の
初
め
こ
ろ
近
代
大
礼
の
展
覧
会
を
開
催
す
る
た
め
に
、
京
都

の
伝
統
工
芸
を
担
う
人
々
に
お
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

昭
和
四
十
一
年
か
ら
九
年
間
勤
め
て
お
り
ま
す
伊
勢
の
皇
學
館
大
学
で
、

同
四
十
八
年
の
第
六
十
回
式
年
遷
宮
に
向
け
て
造
営
の
奉
仕
さ
れ
る
神
宮

の
宮
大
工
さ
ん
に
会
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
苦
労
話
を
聞
く
機
会
も
よ
く
あ

り
ま
し
た
。

そ
う
し
た
職
人
さ
ん
た
ち
は
「
何
と
か
立
派
な
も
の
を
作
ら
な
け
れ

ば
」
と
苦
心
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
異
口
同
音
に
「
神
さ
ん
や
天
皇

さ
ん
は
、
普
通
の
人
が
見
え
ん
と
こ
ろ
ま
で
お
見
通
し
や
か
ら
、
表
も
裏

も
手
を
抜
け
ん
」「
神
さ
ん
天
皇
さ
ん
に
喜
ん
で
も
ら
え
れ
ば
、
こ
ん
な

名
誉
な
こ
と
は
な
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
う
い
う
純
粋
な
気
持
ち
や
真
剣
な
心
掛
け
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
本
当

の
伝
統
は
守
り
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
だ
な
と
、
つ
く
づ
く
感
心
し
た
こ
と

を
よ
く
覚
え
て
お
り
ま
す
。
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大
嘗
祭
は
一
代
一
度
の
格
別
な
「
大
新
嘗
祭
」

も
う
一
つ
、
即
位
礼
の
後
に
行
な
わ
れ
る
大
嘗
祭
で
供
え
ら
れ
る
神
饌

の
お
米
と
粟
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

大
嘗
祭
と
は
一
体
ど
う
い
う
お
祭
な
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
従
来
、

い
ろ
ん
な
説
明
や
解
説
が
あ
り
ま
し
て
、
三
十
年
程
前
ま
で
は
、「
大
嘗

祭
は
天
皇
が
人
間
か
ら
神
に
な
ら
れ
る
秘
儀
だ
」
と
い
う
よ
う
な
解
釈

が
、
か
な
り
行
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
私
の
知
る
限
り
、
そ
の
よ
う
な
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
な
も

の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
も
そ
も
天
皇
は
神
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

あ
え
て
申
せ
ば
、
わ
れ
わ
れ
と
同
じ
人
間
で
あ
ら
れ
ま
す
。
け
れ
ど
も
、

普
通
の
人
間
で
は
及
び
も
つ
か
な
い
格
別
な
御
方
だ
か
ら
尊
い
の
で
す
。

本
質
的
に
重
要
な
こ
と
は
、
皇
祖
神
と
信
じ
ら
れ
る
天
照
大
神
を
は
じ

め
歴
代
の
皇
霊
も
ま
た
全
国
の
天
神
地
祇
も
あ
わ
せ
て
仰
ぎ
祀
ら
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
神
々
に
額
づ
か
れ
、
ひ
た
す
ら
国
家
の
安
泰
と
国
民
の
幸
せ

を
祈
り
続
け
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
「
神
聖
な
祭
り
主
」
で
あ
ら
れ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

従
っ
て
、
一
代
一
度
の
大
嘗
祭
も
、
天
皇
が
神
に
な
る
と
い
う
よ
う
な

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
昨
日
、「
古
代
の
皇
位
継
承
」
に
関
す
る
研
究

発
表
会
が
國
學
院
大
学
で
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
も
同
大
学
の
岡
田

荘
司
名
誉
教
授
が
基
調
講
演
に
お
い
て
、
大
嘗
祭
は
基
本
的
に
、
天
皇
が

毎
年
行
な
わ
れ
る
新
嘗
祭
を
特
別
丁
重
に
営
ま
れ
る
も
の
だ
、
と
い
う
こ

と
を
明
快
に
述
べ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

か
つ
て
「
大
嘗
祭
は
摩
訶
不
思
議
な
秘
儀
だ
」
な
ど
と
い
う
奇
説
に
尾

ひ
れ
を
つ
け
、
だ
か
ら
「
大
嘗
祭
は
ケ
シ
カ
ラ
ン
」
と
か
「
憲
法
に
反
す

る
」
と
思
い
込
ん
だ
人
々
が
訴
訟
ま
で
起
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
毎

年
十
一
月
二
十
三
日
に
天
皇
が
み
ず
か
ら
新
嘗
祭
を
や
っ
て
お
ら
れ
る
こ

と
に
は
、
ほ
と
ん
ど
誰
も
文
句
を
言
い
ま
せ
ん
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
新
嘗

祭
と
基
本
的
に
同
じ
こ
と
を
行
な
わ
れ
る
大
嘗
祭
に
対
し
て
も
、
文
句
を

言
わ
れ
る
筋
合
い
は
な
い
は
ず
で
す
。

念
の
た
め
「
大
新
嘗
祭
」
と
い
う
言
い
方
は
、
す
で
に
奈
良
時
代
の
称

徳
天
皇
と
い
う
女
帝
の
時
の
史
料
に
み
ら
れ
ま
す
。『
続
日
本
紀
』
の
引

く
称
徳
天
皇
天
平
神
護
元
（
七
六
五
）
年
十
一
月
庚
辰
の
詔
に
「
今
日
は

大
新
嘗

0

0

0

の
な
ほ
ら
ひ
の
豊
明
聞
し
行
ふ
日
に
在
り
…
…
」
と
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
大
嘗
祭
は
格
別
な
「
大
新
嘗
祭
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
い
う
基

本
を
し
っ
か
り
ご
理
解
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
　
　

神
々
を
も
て
な
す
「
ニ
ヘ
ア
ヘ
マ
ツ
リ
」

そ
こ
で
、
新
嘗
祭
に
も
大
嘗
祭
に
も
使
わ
れ
て
い
る
「
嘗
」
と
い
う
漢

字
の
意
味
を
調
べ
て
み
ま
す
。
た
と
え
ば
、
殷
代
以
来
の
文
字
を
長
ら
く

研
究
し
て
こ
ら
れ
た
白
川
静
氏
は
、「
嘗
」
に
つ
い
て
「
神
が
供
饌
を
受

け
て
食
す
る
」
こ
と
が
原
義
だ
と
解
釈
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

一
方
、
新
嘗
祭
を
一
般
に
「
に
い
な
め
さ
い
」
と
申
し
ま
す
が
、
大
和

言
葉
で
訓よ

め
ば
「
ニ
へ
ア
へ
マ
ツ
リ
」
だ
と
い
う
説
が
宜
し
い
と
思
わ
れ

ま
す
。
ニ
イ
は
「
贄に
へ

」、
つ
ま
り
神
々
へ
の
お
供
え
物
で
す
。
ま
た
ア
ヘ
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は
「
饗あ

へ

」、
つ
ま
り
持
て
成
す
こ
と
で
す
。
今
で
も
「
ア
ヘ
の
コ
ト
」
と

い
う
民
俗
行
事
が
能
登
半
島
な
ど
に
残
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
田
の
神

様
を
家
に
迎
え
て
お
も
て
な
し
を
す
る
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
お
供
え
を
差
し
上
げ
て
神
々
を
も
て
な
す
「
ニ
ヘ
ア
ヘ
マ

ツ
リ
」
が
「
ニ
イ
ナ
メ
サ
イ
（
新
嘗
祭
）」
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
新
嘗
祭
は
、
日
本
列
島
で
稲
作
の
広
ま
っ
た
弥
生
時
代
こ
ろ
か

ら
、
各
地
で
行
な
わ
れ
て
き
た
と
み
ら
れ
ま
す
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
今

か
ら
千
三
百
年
ほ
ど
前
の
奈
良
時
代
に
ま
と
め
ら
れ
た
『
常
陸
国
風
土

記
』
の
「
筑
波
郡
」
条
に
、
次
の
よ
う
な
古
伝
が
み
え
ま
す
。

古
老
曰
く
、
昔み
お
や
の
み
こ
と

神
祖
尊
…
…
筑
波
岳
に
登
り
、
亦
宿
止
を
請
ふ
。
こ

の
時
、
筑
波
神
、
答
へ
て
曰
く
、「
今
夜
新
粟
嘗

0

0

0

す
と
雖
も
…
…
」、

…
…
飲
食
を
設
け
て
敬
拝
祇
承
す
。

こ
れ
を
み
ま
し
て
も
、
遥
か
昔
か
ら
、
関
東
地
方
で
も
新
穀
を
お
供
え

し
て
神
様
を
も
て
な
す
祭
り
を
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
た
だ
、

こ
の
『
風
土
記
』
で
注
意
す
べ
き
は
、
新
嘗
を
「
新
粟
嘗
す
」、
つ
ま
り

新
穀
の
粟
を
贄
と
し
て
神
さ
ま
を
饗
す
と
書
い
て
い
る
こ
と
で
す
。

こ
の
「
粟
」
は
、
下
に
米
の
字
が
付
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
場
合

の
粟
は
米
を
意
味
す
る
と
言
う
説
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
む
し
ろ
常
陸

あ
た
り
で
は
、
粟
を
お
供
え
す
る
こ
と
が
古
来
の
祀
り
方
だ
っ
た
こ
と

を
、
物
語
的
に
伝
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

粟
に
つ
い
て
は
、『
続
日
本
紀
』
に
引
く
霊
亀
元
（
七
一
五
）
年
十
月

七
日
の
詔
に
「
陸
田
の
利
…
…
粟
…
…
諸
穀
の
中
、
最
も
精
好
…
…
耕
種

せ
し
め
よ
」
と
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
陸
田
の
利
と
し
て
粟
は
い
い
も
の

で
あ
る
か
ら
、
み
ん
な
で
作
る
よ
う
に
、
と
い
う
政
府
か
ら
の
お
達
し
で

す
。
こ
れ
は
粟
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思

わ
れ
ま
す
。

た
し
か
に
粟
は
重
要
で
す
。
古
来
の
日
本
人
は
、
縄
文
時
代
に
畑
地
で

粟
な
ど
を
作
っ
て
き
た
よ
う
で
す
が
、
弥
生
時
代
か
ら
水
田
で
稲
作
を
中

心
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
水
田
で
作
る
お
米
が
穫
れ
な
い
よ
う
な
時

に
備
え
て
、
畑
で
作
れ
る
粟
や
稗
や
黍
や
豆
な
ど
を
一
緒
に
作
っ
て
き
た

わ
け
で
す
。

　
　
　

大
嘗
祭
・
新
嘗
祭
で
供
え
ら
れ
る
米
と
粟

そ
こ
で
、
お
米
と
粟
が
並
ん
で
大
嘗
祭
に
供
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
確
実

な
史
料
を
見
て
い
き
ま
す
。

ま
ず
記
紀
神
話
に
は
、
お
米
と
粟
の
両
方
が
ち
ゃ
ん
と
出
て
き
ま
す
。

『
日
本
書
紀
』
の
「
神
代
」
に
「
天
照
大
神
、
喜
び
て
曰
く
、
こ
の
物
は

則
ち
顕う
つ
く見

し
き
蒼

あ
お
ひ
と
く
さ

生
（
人
々
）
の
食
ひ
て
活
く
べ
き
物
な
り
。
乃
ち
粟
・

稗ひ
え

・
麥き

び

・
豆
を
以
て
陸
田
の
種
子
と
す
。
稲
（
米
）
を
以
て
水
田
の
種
子

と
す
…
…
」
と
み
え
ま
す
。

つ
ま
り
、
畑
で
穫
れ
る
も
の
と
水
田
で
穫
れ
る
も
の
両
方
の
出
現
を
、

太
陽
神
の
ご
と
く
称
え
ら
れ
る
天
照
大
神
が
喜
ば
れ
、
日
本
人
が
生
き
て

行
く
の
に
食
物
と
し
て
大
事
な
も
の
だ
、
と
仰
せ
ら
れ
た
と
い
う
古
伝
を

大
切
に
し
て
き
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
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よ
く
「
五
穀
豊
穣
」
と
申
し
ま
す
が
、
お
米
以
外
の
雑
穀
も
含
め
て
、

豊
か
に
穣
る
こ
と
を
祈
る
わ
け
で
す
。
そ
の
両
方
と
も
用
意
し
て
お
く
と

い
う
知
恵
を
、
我
々
は
神
話
か
ら
も
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

つ
い
で
十
世
紀
初
め
に
勅
撰
さ
れ
た
『
延
喜
式
』
の
「
四
時
祭
式
」
を

み
ま
す
と
、「
新
嘗
…
…
御
飯
幷
び
に
粥か
ゆ

の
米
各
二
斗
・
粟
二
斗
」
を
用

意
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
そ
の
こ
ろ
か
ら
平
安
宮
清
涼
殿
の
廊
下
に
据
え
て
あ
り
ま
し
た

カ
レ
ン
ダ
ー
と
も
い
え
る
衝つ
い

立た
て

の
「
年
中
行
事
御
障
子
」
に
も
、
そ
の
流

れ
を
汲
む
年
中
行
事
書
に
も
、
毎
年
「
新
嘗
祭
に
供
す
べ
き
官
田
（
朝
廷

の
直
営
田
）
の
稲
・
粟
の
ト
定
文
を
奏
す
る
事
」
と
い
う
一
項
目
が
記
さ

れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
は
毎
年
十
一
月
の
新
嘗
祭
に
供
え
ら
れ
る
お
米
と
粟
で
す
が
、

そ
れ
の
み
な
ら
ず
一
代
一
度
の
大
嘗
祭
に
も
粟
が
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
こ
と
が
明
確
な
の
は
『
後
鳥
羽
上
皇
宸
記
』
の
建
暦
二
（
一
二
一

二
）
年
十
月
二
十
一
日
条
（
逸
文
）
で
す
。
こ
れ
は
『
大
嘗
会
神
饌
秘

記
』
と
も
称
さ
れ
て
い
ま
す
と
お
り
、
後
鳥
羽
上
皇
が
跡
継
ぎ
の
順
徳
天

皇
に
対
し
て
、
大
嘗
祭
の
進
め
方
を
お
伝
え
に
な
っ
た
記
録
で
す
。
最
も

重
要
な
神
饌
の
こ
と
は
、
正
に
一
子
相
伝
で
す
か
ら
、
記
録
さ
れ
た
も
の

が
滅
多
に
あ
り
ま
せ
ん
。
た
ま
た
ま
こ
の
御
記
に
詳
し
く
書
か
れ
て
お

り
、
そ
の
中
に
「
御
飯
…
…
米
二
杯
、
粟
二
杯
」
と
み
え
ま
す
。

さ
ら
に
江
戸
時
代
に
は
、
前
述
の
と
お
り
、
戦
国
時
代
か
ら
二
百
年
以

上
も
中
断
し
て
い
た
大
嘗
祭
が
本
格
的
に
復
活
さ
れ
た
の
は
桜
町
天
皇
の

と
き
か
ら
で
す
。
そ
の
桜
町
天
皇
が
記
さ
れ
た
宸
筆
の
「
笏
し
や
く

紙が
み

」（
京
都

御
所
東
山
御
文
庫
所
蔵
の
宸
筆
）
に
、「
神
供
次
第
、
よ
ね
（
米
）、
あ
は

（
粟
）、
平
で
（
平
手
）
に
も
る
。
…
…
天
皇
…
…
よ
ね
三
は
し
（
箸
）、

あ
は
三
は
し
、
な
め
て
た
つ
」
と
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
上
、
大
正
に
次
い
で
行
な
わ
れ
た
昭
和
三
（
一
九
二
八
）
年
の

『
昭
和
大
礼
記
録
』
を
調
べ
ま
し
て
も
、
悠
紀
・
主
基
の
斎
田
で
と
れ
た

新
穀
で
調
進
さ
れ
た
米
御
飯
と
粟
御
飯
、
米
御
粥
・
粟
御
粥
が
記
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
御
飯
は
蒸
し
た
強
飯
、
御
粥
は
炊
い
た
御
飯
で
す
。

以
上
か
ら
分
か
り
ま
す
よ
う
に
、
大
嘗
祭
・
新
嘗
祭
と
い
う
の
は
、
お

米
の
祭
り
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
あ
わ
せ
て
粟
も
大

事
に
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。

毎
年
の
新
嘗
祭
、
一
代
一
度
の
大
嘗
祭
で
は
、
お
米
が
中
心
に
な
っ
て

か
ら
も
、
粟
な
ど
を
粗
末
に
せ
ず
、
む
し
ろ
水
田
で
と
れ
る
平
常
食
の
お

米
だ
け
で
な
く
、
陸
畑
で
と
れ
る
非
常
食
の
粟
な
ど
も
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
、
と
い
う
知
恵
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
　
　

各
地
か
ら
奉
納
の
由
加
物
と
庭
積
机
代
物

も
う
一
つ
付
け
加
え
ま
す
と
、
か
つ
て
の
大
嘗
祭
で
は
、
こ
の
他
に
朝

廷
と
関
係
の
深
い
紀
伊
や
阿
波
か
ら
「
由ゆ

加か

物も
の

」
と
呼
ば
れ
る
様
々
な
海

産
物
が
供
さ
れ
ま
し
た
。『
延
喜
式
』
を
み
ま
す
と
、「
凡
そ
神
御
に
供
す

べ
き
由
加
物
」
が
具
体
的
に
何
種
類
も
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
お

そ
ら
く
千
数
百
年
前
よ
り
由
緒
あ
る
他
方
か
ら
納
め
ら
れ
て
い
た
も
の
と
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み
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
が
明
治
の
大
嘗
祭
か
ら
「
庭
に
わ
づ
み
の
つ
く
え
し
ろ
も
の

積
机
代
物
」
と
し
て
供
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
（
明
治
四
年
『
大
嘗
会
雑
記
』）。
そ
れ
は
初
め
悠
紀
国

あ
た
り
か
ら
の
も
の
に
限
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
つ
い
で
大
正
の
大
嘗
祭

か
ら
全
国
に
広
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
昭
和
四
年
と
平
成
二
年
の
大
嘗
祭
で

も
、
全
国
各
地
か
ら
海
産
物
、
野
菜
・
果
物
、
鳥
獣
な
ど
が
数
品
ず
つ
献

納
さ
れ
、
大
嘗
宮
（
悠
紀
殿
と
主
基
殿
）
の
前
の
帳
殿
に
ず
ら
っ
と
並
べ

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

こ
れ
ら
を
み
ま
す
と
、
大
嘗
祭
と
い
う
の
は
、
皇
室
だ
け
の
お
祭
り
で

な
く
、
今
や
全
都
道
府
県
の
協
賛
に
よ
り
行
な
わ
れ
る
日
本
人
に
不
可
欠

な
食
べ
物
の
祭
り
だ
、
と
い
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

あ
ら
ゆ
る
作
物
が
収
穫
で
き
る
の
は
、
人
間
の
力
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
天
地
自
然
の
力
、
と
り
わ
け
太
陽
の
恵
み
、「
お
天て
ん

道と
う

さ
ま
」
の
お

陰
が
な
け
れ
ば
、
う
ま
く
で
き
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
神
々
の
ご

加
護
の
お
陰
だ
と
実
感
し
、
い
つ
も
感
謝
す
る
よ
う
な
気
持
ち
は
、
と
て

も
大
切
な
の
で
す
。

ち
な
み
に
、
平
成
の
大
嘗
祭
で
「
庭
積
机
代
物
」
と
し
て
供
進
さ
れ
た

も
の
を
別
表
（
次
ペ
ー
ジ
）
に
挙
げ
ま
し
た
。
例
え
ば
、
こ
こ
千
葉
県
か

ら
は
「
ピ
ー
ナ
ツ
、
さ
つ
ま
い
も
、
し
い
た
け
、
の
り
、
鰹
節
…
…
」
が

供
納
さ
れ
て
い
ま
す
（
参
考
ま
で
に
令
和
大
嘗
祭
の
庭
積
机
代
物
一
覧
表

も
付
載
し
ま
す
）。

こ
の
よ
う
な
全
国
か
ら
の
特
産
物
を
「
神
様
の
賜
た
ま
わ
り
も
の

物
」（
賜
ぶ
物
、
タ

ベ
モ
ノ
の
語
源
）
と
し
て
、
単
な
る
餌
の
よ
う
に
横
か
ら
摂
る
の
で
は
な

く
、
贈
り
物
と
し
て
上
か
ら
頂
く
。
だ
か
ら
食
事
の
前
に
「
い
た
だ
き
ま

す
」
と
い
っ
て
感
謝
す
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
年
中
行
事
と
し
て
行
う
の

が
新
嘗
祭
で
あ
り
、
一
代
一
度
の
代
始
祭
礼
と
し
て
行
う
の
が
大
嘗
祭
で

あ
る
と
い
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　

日
本
文
化
の
原
点
を
見
直
す
大
嘗
祭
の
意
義

こ
の
よ
う
な
自
然
に
対
す
る
、
ま
た
神
々
に
対
す
る
感
謝
の
心
こ
そ
が

日
本
文
化
の
根
底
に
あ
る
大
切
な
も
の
で
す
。
毎
年
丹
念
に
土
を
耕
し
、

種
を
蒔
い
て
、
作
物
を
育
て
る
。
そ
う
い
う
不
断
の
営
み
こ
そ
、
日
本
人

の
生
き
る
底
力
で
す
。
そ
う
し
て
収
穫
さ
れ
た
も
の
を
神
々
に
お
供
え
し

て
感
謝
す
る
毎
年
の
新
嘗
祭
、
ま
た
一
世
一
代
の
大
嘗
祭
が
、
全
国
の

人
々
の
協
賛
を
得
て
末
永
く
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

こ
の
た
び
「
令
和
」
と
い
う
新
元
号
の
御
代
始
め
を
、
み
ん
な
明
る
く

晴
れ
や
か
に
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
常
に
国
家
国
民
全
体

の
こ
と
を
考
え
ら
れ
、
そ
の
安
泰
と
平
安
を
祈
り
続
け
て
こ
ら
れ
た
平
成

の
天
皇
陛
下
が
、
近
代
以
降
ま
っ
た
く
例
の
な
い
譲
位
を
決
断
さ
れ
た
お

陰
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
新
天
皇
陛
下
が
即
位
さ
れ
、
明
る
い
新
た
な
御

代
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
を
広
く
ご
理
解
い
た
だ
く
一
環
と
し
て
、
今
回
こ
の
展
覧
会
と
講

演
会
を
催
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
多
く
の
方
々
に
お
越
し
い
た
だ
き
、
心
か

ら
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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Ａ 平成大嘗祭の庭積机代物 

Ｂ 令和大嘗祭の庭積机代物 

〈
悠
紀
地
方
〉 

〈
悠
紀
地
方
〉 

〈
主
基
地
方
〉 

〈
主
基
地
方
〉 

※Ａは宮内庁編『平成大礼記録』、Ｂは宮内庁大礼委員会資料より（Ｂの各右端〇印は精粟を供納。全国 47のうち 1都 1府 23県） 

（ＡもＢも、精米は各 1.5kg、精粟は各 750gを供納） 
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