








こ
の
よ
う
な
宗
教
的
行
事
に
当
た
っ
た
の
が
陰
陽
師
と
呼
ば
れ
る
特

殊
な
能
力
を
持
つ
者
で
し
た
。
陰
陽
師
を
小
学
館
の
『
日
本
国
語
大

辞
典
』
で
は
、
「
陰
陽
寮
に
属
し
て
、
占
盤
(
せ
ん
ぜ
い
て
地
相

を
見
る
こ
と
な
ど
を
司
ど
っ
た
人
。
陰
陽
五
行
説
に
基
づ
い
て
吉
凶

を
占
っ
た
。
」
と
説
明
し
て
い
ま
す
。
陰
陽
師
と
い
う
の
は
陰
が
月
・

陽
が
太
陽
で
、
月
や
太
陽
と
い
っ
た
天
文
に
関
わ
り
、
暦
な
ど
を
作

成
し
た
り
す
る
職
人
で
も
あ
り
ま
し
た
。
暦
と
い
う
の
は
本
来
神
々

が
司
る
天
の
動
き
・
自
然
変
化
を
、
人
聞
が
活
動
す
る
の
に
利
用
す

る
た
め
に
読
み
取
り
、
こ
れ
を
基
本
に
人
聞
が
動
く
目
印
に
す
る
も

の
で
す
。
そ
の
意
味
で
陰
陽
師
と
い
う
職
業
の
者
は
、
神
々
の
世
界

と
人
間
の
世
界
と
を
つ
な
ぎ
う
る
特
殊
な
能
力
を
も
っ
者
で
な
く
て

は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
自
然
を
司
る
神
々
と
人
間
世
界
を
結
び

付
け
る
能
力
を
も
っ
者
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
大
地
と
い
う
自
然
を
代

表
す
る
も
の
を
人
聞
が
手
を
加
え
る
時
に
神
々
に
こ
れ
を
知
ら
せ
、

許
可
を
得
、
神
々
な
ど
を
鎮
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
、

陰
陽
師
が
普
請
の
際
の
地
鎮
祭
な
ど
の
宗
教
的
な
行
事
に
当
た
っ
た

の
で
す
。
現
在
で
も
家
を
建
て
る
と
き
な
ど
に
地
鎮
祭
を
行
っ
て
い

ま
す
が
、
今
で
は
こ
う
し
た
こ
と
に
は
陰
陽
師
で
は
な
く
て
神
主
さ

ん
が
あ
た
っ
て
い
ま
す
。
神
主
と
い
う
職
業
の
人
は
ま
さ
し
く
神
に

仕
え
、
人
間
の
世
界
と
神
々
の
世
界
と
を
結
び
付
け
る
人
で
す
。

以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
来
人
間
は
人

閣
の
世
界
の
こ
と
だ
け
に
関
与
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
自
然
や
天
の
動

き
な
ど
人
間
の
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
は
神
様
た
ち
、
あ

の
世
の
住
人
の
司
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
対
し
て
は
人
間
の
力

を
及
ぼ
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
思
想
が
あ
っ
た
の
で
す
。
天
か

ら
流
れ
て
く
る
天
竜
川
は
自
然
の
最
た
る
も
の
で
、
水
害
・
洪
水
な

ど
は
天
の
神
様
、
あ
の
世
の
住
人
た
ち
の
司
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ

の
世
の
人
聞
が
手
を
出
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
と
中
世
の
人
々
は
考

え
て
い
た
の
で
す
。

戦
国
時
代
に
武
田
氏
が
長
沼
城
(
長
野
市
)
を
築
く
時
に
は
、
判

の
兵
庫
と
い
う
陰
陽
師
に
祈
祷
を
さ
せ
て
い
ま
す
(
注
却
)
。
こ
の

よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
た
の
に
は
、
当
然
ま
だ
普
請
を
す
る
と
い
う

行
為
が
特
殊
な
も
の
で
、
大
地
の
神
が
怒
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ

を
鎮
め
る
た
め
に
は
陰
陽
師
と
い
う
特
殊
な
能
力
を
持
つ
人
に
頼
る

し
か
な
い
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
も
の
で
し
ょ
う
。
武
田
氏
は
同
じ

よ
う
に
、
普
請
な
ど
を
す
る
際
に
駿
河
で
は
陰
陽
師
の

一
種
で
あ
る

院
内
と
呼
ば
れ
る
人
々
に
祈
梼
を
さ
せ
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
し
て

武
田
氏
に
支
配
さ
れ
て
い
た
院
内
た
ち
は
、
そ
れ
よ
り
以
前
に
は
今

川
氏
の
支
配
を
受
け
て
い
た
よ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
院
内
と
呼
ば

れ
る
人
達
が
普
請
な
ど
の
時
に
祈
携
す
る
大
事
な
職
業
だ
と
い
う
意

識
は
、
近
世
に
な
る
と
人
々
の
心
の
な
か
か
ら
消
え
て
し
ま
い
、
ど

ち
ら
か
と
い
う
と
差
別
の
対
象
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
(
注
幻
)
。
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院
内
と
い
う
陰
陽
師
の

一
種
に
対
す
る
人
々
の
意
識
は
、
明
ら
か
に

中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
時
期
に
大
き
な
変
化
を
見
た
の
で
す
。

そ
し
て
そ
れ
は
中
世
の
神
々
に
対
す
る
恐
怖
の
意
識
が
、
近
出
に
な

る
と
薄
れ
、
陰
陽
師
を
仲
と
人
間
の
接
点
と
理
解
し
な
く
な
る
こ
と

に
対
応
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

そ
れ
で
は
ど
う
し
て
中
世
と
近
世
と
の
聞
で
、
院
内
ひ
い
て
は
陰

陽
師
に
対
す
る
意
識
が
変
化
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
一
章
か
ら
三
章

ま
で
の
閣
の
治
水
や
刷
用
橋
の
変
化
か
ら
考
え
て
み
ま
す
と
、
戦
国
時

代
の
前
期
に
は
先
に
み
て
き
た
よ
う
な
中
世
的
な
自
然
に
対
す
る
意

識

l
自
然
と
い
う
も
の
は
神
々
が
司
る
も
の
で
あ
っ
て
人
聞
が
手

を
加
え
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
理
解
ー
が
強
か
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
こ
と
の
背
最
は
、
当
時
の
地
域
権
力
が

小
さ
く
、
川
に
お
い
て
は
疏
域
全
体
を
見
据
え
て
治
水
を
行
う
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
政
治
的
な
理
由
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
同
時

に
そ
の
よ
う
な
権
刈
の
小
さ
さ
も
あ
っ
て
実
際
に
普
請
が
で
き
な
か
っ

た
こ
と
が
、
先
の
よ
う
に
自
然
に
は
手
を
加
え
る
も
の
で
は
な
い
、

水
計
な
ど
は
人
間
の

h
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
も
の
な
の
だ
と
い
っ

た
什
然
に
対
す
る
考
え
右
を
増
幅
し
て
い
た
も
の
と
も
い
え
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
戦
同
大
名
の
武
田
氏
に
な
り
ま
す
と
、
領
国
全
体
を

い
か
に
均
質
に
支
配
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
き

ま
す
。
そ
れ
ま
で
の
桁
刈
が
臼
分
の
影
轡
力
を
も
っ
て
い
る
地
域
の

中
で
も
、
直
轄
舘
の
よ
う
な
場
所
だ
け
を
支
配
し
、
家
臣
の
領
域
に

は
ほ
と
ん
ど
権
力
を
浸
透
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
に
対
し

て
、
戦
国
大
名
は
そ
う
し
た
場
所
を
で
き
る
だ
け
な
く
し
、
領
国
内

を

一
律
に
支
配
を
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
い
わ
ば
こ

の
聞
に
、
モ
ザ
イ
ク
の

一
部
分
の
支
配
か
ら
モ
ザ
イ
ク
全
体
の
画
面

の
支
配
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
ま
た
、
領
域
内
と
い
っ

て
も
そ
れ
ま
で
の
権
力
は
領
域
の
中
に
あ
る
人
間
全
て
を
支
配
し
て

い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
戦
国
大
名
は
身
分
や
職
業
に

関
係
な
く
、
全
て
の
人
閣
を
支
配
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
こ
う
し

た
動
き
は
分
国
法
や
伝
馬
制
度
の
整
備
、
圏
内
の
関
所
を
廃
止
し
て

領
悶
境
の
関
所
は
直
接
戦
国
大
名
が
支
配
す
る
、
裁
判
を
戦
国
大
名

が
掌
握
し
て
い
く
と
い
っ
た
過
程
に
み
て
と
れ
ま
す
(
注
詑
)
。
当

然
、
武
田
氏
の
治
水
と
い
う
の
も
こ
う
し
た
政
策
の

一
種
と
し
て
と

ら
え
る
べ
き
も
の
な
の
で
す
。

武
田
氏
が
戦
国
の
時
代
に
領
国
を
拡
張
し
、
戦
乱
に
勝
ち
抜
い
て

い
く
た
め
に
は
、
常
に
戦
争
の
た
め
の
山
城
ゃ
、
地
域
統
治
の
た
め

の
平
城
な
ど
の
城
、
ま
た
そ
れ
に
関
係
す
る
こ
と
の
多
い
町
や
道
を

作
っ
た
り
、
年
貢
増
産
の
た
め
に
新
田
開
発
な
ど
を
し
な
く
て
は
な

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
う
し
た
こ
と
は
当
然
普
請
に
関
わ
り
ま
す
。

ま
た
戦
国
時
代
の
武
田
領
国
で
は
金
の
産
出
量
が
多
か
っ
た
と
さ
れ

ま
す
が
、
金
を
採
掘
す
る
と
い
う
こ
と
も
普
請
と
同
様
に
大
地
に
人

。。



聞
が
手
を
加
え
て
人
聞
に
と
っ
て
価
値
の
あ
る
金
を
見
付
け
出
す
こ

と
で
す
。
つ
ま
り
、
戦
国
と
い
う
時
代
は
そ
う
し
た
意
味
で
日
本
の

歴
史
の
な
か
で
も
例
を
み
な
い
く
ら
い
普
請
(
自
然
に
対
し
て
人
聞

が
開
発
の
力
を
加
え
る
こ
と
)
が
行
わ
れ
た
時
代
な
の
で
す
。
こ
う

し
た
こ
と
は
必
要
に
迫
ら
れ
て
の
こ
と
で
し
た
が
、
必
要
に
迫
ら
れ

て
次
々
に
開
発
を
繰
り
返
し
て
も
自
然
、
す
な
わ
ち
神
々
か
ら
の
反

撃
や
神
罰
、
仕
返
し
が
な
い
と
分
か
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
普
請
に
対

す
る
恐
れ
も
次
第
に
消
え
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

先
に
も
述
べ
ま
し
た
が
、
武
田
信
玄
は
判
の
兵
庫
と
い
う
陰
陽
師

に
一
O
O買
の
所
領
を
与
え
て
、
千
曲
川
の
ほ
と
り
に
長
沼
城
を
普

請
す
る
際
に
差
し
障
り
が
起
き
な
い
よ
う
に
と
祈
ら
せ
た
と
い
う
こ

と
で
す
。
つ
ま
り
、
判
の
兵
庫
と
い
う
人
物
は

一
O
O買
の
所
領
を

与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
信
玄
の
家
臣
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た

の
で
す
。
彼
の
信
玄
家
臣
と
し
て
の
役
割
は
童
請
な
ど
を
す
る
に
あ
っ

て
障
害
が
お
き
な
い
よ
う
に
と
祈
祷
を
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。

と
い
う
こ
と
は
、
世
俗
の
権
力
の
最
た
る
も
の
と
い
え
る
武
田
信
玄

の
も
と
に
、
判
の
兵
庫
と
い
う
陰
陽
師
は
見
事
に
組
み
入
れ
ら
れ
て

い
た
も
の
と
い
え
ま
す
。
逆
に
い
う
な
ら
、
武
田
信
玄
と
し
て
は
神

と
人
聞
を
つ
な
ぐ
陰
陽
師
な
ど
と
い
う
意
味
よ
り
、
自
分
の
た
め
に

祈
梼
を
し
て
く
れ
る
陰
陽
師
と
い
う
認
識
の
方
が
強
か
っ
た
、
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
武
田
氏
の
領
国
に
居
て
、
武
田
氏
に
陰
陽
師

と
い
う
身
分
で
と
ら
え
ら
れ
た
者
た
ち
の
役
割
は
武
田
氏
の
た
め
に

祈
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。

こ
の
こ
と
は
ま
だ
武
田
氏
が
、
陰
陽
師
の
役
割
を
高
く
評
価
し
て

い
た
こ
と
を
示
し
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
者
た
ち
す
ら
自
分
の

配
下
に
い
て
、
築
城
な
ど
に
際
し
て
事
故
な
ど
が
お
こ
ら
な
い
よ
う

に
祈
る
べ
き
だ
と
い
う
、
神
仏
の
恐
れ
を
も
人
閣
の
力
が
次
第
に
覆

い
尽
く
し
て
い
こ
う
と
す
る
考
え
方
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
駿
河
の
院
内
も
同
様
の
性
格
を
も
つ
も
の

と
し
で
あ
っ
た
の
で
す
。
築
城
や
治
水
な
ど
は
戦
国
大
名
と
し
て
は

必
ず
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
神
な
ど
を

怒
ら
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
祈
梼
す
る
者
た
ち
を
抱
え
込
ま
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
抱
え
込
ん
だ
以
上
は
破
ら
が
神
々
を
鎮
め

る
の
は
当
然
の
こ
と
な
の
だ
と
い
う
意
識
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
も
の

と
私
は
推
察
す
る
の
で
す
。

大
き
な
い
い
方
を
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
に
自
然
も
人
聞
が
統

御
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
い
や
統
御
す
べ
き
だ
と
い
う
、
あ
る
意
味

で
は
自
然
や
神
々
に
対
す
る
挑
戦
の
意
識
が
、
戦
国
時
代
の
終
わ
り

に
は
大
き
く
進
ん
だ
の
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
が
、

天
竜
川
の
治
水
を
武
田
氏
が
地
元
の
郷
村
に
命
じ
た
り
、
天
竜
川
に

橋
が
作
ら
れ
た
と
い
う
伝
説
が
伝
わ
っ
て
い
る
大
き
な
理
由
で
は
な

い
か
と
私
は
考
え
ま
す
。
自
然
(
こ
の
場
合
に
は
天
竜
川
で
す
が
)
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に
対
す
る
人
間
の
働
き
か
け
は
、
こ
の
地
に
人
聞
が
住
み
着
い
て
以

来
常
に
続
け
ら
れ
て
き
た
こ
と
で
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、

大
規
模
に
こ
れ
に
挑
戦
す
る
よ
う
に
な
っ
た

一
つ
の
大
き
な
画
期
と

し
て
戦
国
時
代
が
あ
っ
た
の
で
す
。

戦
国
を
統

一
す
る
織
田
信
長
は
天
正
二
年

(
一
五
七
四
)
間

二

月
二
五
日
に
、
「
尾
張
国
中
の
道
に
つ
い
て
は
、

一
年
の
う
ち
に
三

度
改
め
て
築
く
よ
う
に
せ
よ
。
同
じ
く
橋
に
つ
い
て
は
、
以
前
か
ら

架
け
て
き
た
在
所
に
申
し
付
け
る
よ
う
に
せ
よ
。
水
道
な
ど
の
こ
と

も
堅
く
申
し
付
け
よ
」
(
注
お
)
と
命
じ
ま
し
た
。
翌
年

一
O
月
八

日
に
も
信
長
は
「
尾
張
国
の
在
々
所
々
の
橋
に
つ
い
て
申
し
付
け
た
。

そ
れ
ゆ
え
在
所
ご
と
に
橋
を
仕
立
て
る
よ
う
に
せ
よ
。
橋
の
材
料
に

つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
も
し
橋
の
材
料
が
な
い
場
合
に
は
水
野
定

光
寺
で
切
る
よ
う
に
せ
よ
」
(
注
剖
)
と
命
じ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

織
田
信
長
は
尾
強
国
全
域
に
わ
た
っ
て
の
橋
づ
く
り
を
命
じ
た
の
で

す
。
こ
こ
に
国
家
統

一
の
方
向
に
あ
る
織
田
信
長
の
橋
に
対
す
る
意

識
が
見
れ
る
と
思
い
ま
す
。
彼
に
と
っ
て
橋
は
人
や
物
資
を
運
ぶ
通

路
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
す
。
橋
姫
が
出
る
よ
う
な
橋
、
人
柱
を
埋

め
な
け
れ
ば
完
成
で
き
な
い
橋
な
ど
と
い
っ
た
考
え
は
ほ
と
ん
ど
消

え
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。

織
田
信
長
は
比
叡
延
暦
寺
(
滋
賀
県
大
津
市
)
に
火
を
か
け
た
り
、

彼
に
敵
対
し
た
も
の
を
か
く
ま
っ
た
甲
斐
の
恵
林
寺
(
山
梨
県
塩
山

市
)
に
火
を
か
け
た
り
し
て
い
ま
す
。
寺
は
中
世
で
は
典
型
的
な
ア

ジ
l
ル
(
世
俗
の
権
力
が
入
ら
な
い
、
避
難
所
)
の
場
で
し
た
が
、

彼
は
こ
れ
を
否
定
し
た
の
で
す
。
信
長
は
同
じ
く
ア
ジ
l
ル
と
し
て

の
性
格
を
持
っ
て
い
た
山
小
屋
も
否
定
し
ま
し
た
(
注
お
)
。
こ
う

し
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
信
長
は
中
世
的
な
神
仏
の
世
界

を
否
定
し
た
も
の
と
い
え
ま
す
。
こ
こ
に
近
世
的
な
思
想
が
大
き
く

進
展
し
て
い
る
も
の
と
私
は
考
え
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
場
に
対
す
る
考
え
方
か
ら
す
る
と
、
武
田
信
玄
の
治

水
に
対
す
る
考
え
方
は
中
世
か
ら
近
世
へ
の
掛
け
橋
に
位
置
し
て
い

る
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
(
注
目
ω
)
。
そ
し
て
、
信
玄

堤
と
い
う
も
の
は
そ
う
し
た
考
え
方
を
結
実
さ
せ
た
代
表
で
あ
り
、

天
竜
川
沿
い
の
小
川
郷

・
牛
牧
郷
に
堤
の
修
復
を
命
じ
た
の
も
同
僚

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
す
る
と
史

料
は
残
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
武
田
氏
の
手
に
よ
っ
て
天
竜
川
で
も

治
水
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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2 
注

「
す
は
の
本
地
」
(
『
室
町
時
代
物
語
大
成

一
九
八

O
)

信
濃
毎
日
新
聞
社
編
『
諏
訪
大
社
』

一
六
六
頁
(
信
濃
毎
日
新

聞
社
・

一
九
八

O
)、
執
筆
は
今
井
広
亀
氏
。 第

八
』
角
川
書
庖
・



3 

同
右
四
一
頁
、
執
筆
は
宮
坂
光
昭
氏
。

『
長
野
県
史
民
俗
編
第
二
巻
(
三
)
南
信
地
方

と
伝
承
』
五
頁
(
長
野
県
史
刊
行
会
・

一
九
八
九
)

岩
崎
清
美
『
伊
那
の
伝
説
』

一
八
O
頁
(
歴
史
図
苦
社
・

一
九

七
九
)

拙
著
『
中
世
の
音
・
近
世
の
音
|
鐘
の
音
の
結
ぶ
世
界
|
』

(
名
著
出
版

・
一
九
九

O
)

『
長
野
県
上
伊
那
誌
第
五
巻
民
俗
篇
上
』

一
四
三
五
頁

(
上
伊
那
誌
刊
行
会

・
一
九
八

O
)

『
長
野
県
史
民
俗
編
第
二
巻

(
三
)
南
信
地
方
こ
と
ば

と
伝
承
』

一
O
O頁
(
長
野
県
史
刊
行
会

・
一
九
八
九
)

拙
稿
「
堺
川
の
位
置
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
諏
訪
市
史
研
究
紀
要
』

二
号

・
一
九
九

O
)

橋
に
つ
い
て
は
、
保
田
興
重
郎
『
日
本
の
橋
』
(
講
談
社
学
術

新
書

・
一
九
九
O
)
が
あ
る
。

桜
井
徳
太
郎
編
『
民
間
信
仰
辞
典
』

二
二
九
頁
(
東
京
堂
出

版

・
一
九
八

O
)

『
河
内
名
所
図
会
』
後
篇
下
回
三

『
南
方
熊
楠
全
集
』
第
三
巻
三
五
O
頁
(
平
凡
社

・
一
九
七

一
)

柳
田
国
男
「
橋
姫
」
(
『
定
本
柳
田
国
男
集
』
第
五
巻
二一

四

頁

・
筑
摩
書
房

・
一
九
六
八
)

4 

こ
と
ば

5 6 7 8 9 10 11 14 13 12 

15 

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
一
七
巻
三
八
三
頁
(
小
学
館

・
一
九

七
五
)

16 

こ
う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
勝
俣
鎮
夫
「
地
発
と
徳
政

一
撲」

(
『
戦
国
法
成
立
史
論
』
東
京
大
学
出
版
会

・
一
九
七
九
)
、

三

鬼
清

一
郎
「
近
世
初
期
に
お
け
る
普
請
に
つ
い
て
」
(
『
名
古

屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
』
史
学
三
0
・
一
九
八
四
)
、
同

「
普
請
と
作
事
l
大
地
と
人
間
|
」
(
『
日
本
の
社
会
史
』
第

八
巻

・
一
九
八
七
)
が
あ
る
。

『
長
野
県
史
民
俗
編
第
二
巻

(
三
)
南
信
地
方
こ
と
ば

と
伝
承
』
六
二
八
頁
(
長
野
県
史
刊
行
会
・

一
九
八
九
)

『
日
本
古
典
文
学
大
系
即
日
本
書
紀
上
』

三
九
三
頁
(
岩
波

書
届

・
一
九
七

O
)

『
長
野
県
史

民

俗

編

第

二
巻

(
三
)
南
信
地
方
こ
と
ば

と
伝
承
』
右

一
O
一
頁

拙
著
『
武
田
氏
三
代
と
信
濃

l
信
仰
と
統
治
の
狭
間
で
|
』

(郷
土
出
版
社

・
一
九
八
八
)

拙
稿
「
院
内
考
」
(
信
州
大
学
人
文
学
部
『
人
文
科
学
論
集
』

二一

号

・
一
九
八
七
)

私
の
戦
国
大
名
武
田
氏
に
対
す
る
こ
う
し
た
考
え
に
つ
い
て
は
、

拙
著
『
戦
国
大
名
武
田
氏
の
信
濃
支
配
』
(
名
著
出
版

・
一
九

九
O
)
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
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23 

奥
野
高
広
『
織
田
信
長
文
書
の
研
究
』
上
巻
七
九
五
頁
(
吉
川

弘
文
館

・
一
九
七

一
)

同
右

一
O
九
頁

拙
稿
「
戦
国
時
代
の
山
小
屋
」
(
『
信
濃
』

一二
六
巻
七
号

・
一

九
八
四
)
、
同
「
再
び
戦
国
時
代
の
山
小
屋
に
つ
い
て
」
〈
『
信

濃
』
四

一
巻

一一

号

・
一
九
八
九
)

こ
う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
武
田
氏
三
代
と
信
濃

l
信
仰
と
統
治
の
狭
間
で
l
』
(
郷
土
出
版
社

・
一
九
八
八
)

を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
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