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、

伊
勢
信
仰
と
御
師

近
世
の
伊
勢
信
仰

「
伊
勢
に
行
き
た
い

伊
勢
路
が
み
た
い

せ
め
て
一
生
に
一
度
で
も

わ
し
が
固
さ
は

お
伊
勢
が
遠
い

お
伊
勢
恋
し
ゃ
参
り
た
や
」

『
伊
勢
音
頭
』

に
そ
う
詠
わ
れ
た
よ
う
に

中
世
末
か
ら

近
世
を
通
し
て

円
本
人
に
と
っ
て
伊
勢
神
宮
の
あ
る
伊
勢

の
地
は
特
別
な
場
所
で
あ
っ
た
。

と
り
わ
け
江
戸
時
代
に
は

日
本
全
国
津
々
浦
々
ど
ん
な
小
さ
な
村
に
も
伊
勢
講

信
者

の
組
織
）
が
組
ま
れ

人
々
は
集
団
で

遠
路
を
い
と
わ
ず

伊
勢
を
め
ざ
し
た

。

現
代
の
よ
う
に
気
軽
に
海
外
旅
行
の
で

き
る
時
代
か
ら
は
想
像
も
で
き
な
い
が

当
時
の
人
々
に
と

伊
勢
参
り
は

一
生
の
願
い
で
あ
り

っ
て

最
高
の
楽
し
み

だ
っ
た
の
で
あ
る

。

近
世
初
期
に
来
H

し
た
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
ル
イ
ス

故
国
ポ
ル
ト
ガ
ル
へ
の
手
紙
に

フ
ヨ主
巨ヨ

き

フ
ロ
イ
ス
は

一目
し
て
い
る

。

あ
ま
τ
ら

す
お
お

み

か
み

「
日
本
諸
国
か
ら
巡
礼
と
し
て
こ
の
神
（
天
照
大
御
神
）
の

も
と
（
伊
勢
神
宮
）
に
集
ま
る
者
の
非
常
に
多
い
こ
と
は
信
ず

ペ
か
ら
ざ
る
程

、

て
、
賎
し
い
平
民
だ
け
で
な
く
高
貴
な
男
女

も
競
っ

て
巡
礼
す
る
風
が
あ
り

伊
勢
に
行
か
な
い
者
は
人

山
の
数
に
加
え
ら
れ
ぬ
と
思
っ

て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
」

こ
う
し
た
報
官
は
フ
ロ
イ
ス

4

人
に
限
ら
な
い

。

そ
の
後

の
鎖
川
時
代
に
米
け
し
た
ケ
ン
ペ
ル

ツ
ン
ベ
ル
ク

ン

ボ
ル
ト
ら
も

江
戸
参
府
の
行
き
帰
り
の
見
聞
と
し
て
、
同

様
の
報
告
を
残
し
て
い
る

。

当
時

伊
勢
参
り
を
す
る
人
々

が
い
か
に
多
か

っ
た
か

外
国
人
の
限
か
ら
も
そ
れ
は
驚
異

的
な
は
ど
だ
っ
た
の
で
あ
る

。

一
じ

一

八
年
（
い
け
よ
附
伊
勢
の
山
山
奉
行
が
幕
府
に
提

山
し
た
記
鈷
に
よ
る
と
、
正
川
三

け
か
ら
問
川

一
任
n

ま
で
の

御
師
の
歴
史

御
川
の
起
源
に
は
諸
説
あ
る
が
、

の
っ
と
し

御
利
刀
川
の
略
さ
れ
た
も
の
と
す
る
の
が

一
応
の
定
説
t

な

川
下
戸
町s
E
q
ι
ド

仇
M
V
M刷υ
－4山
刷ι
M
F

あ
る
い
は

っ
て
い
る
。

人
々
の
さ
ま

、

ざ
ま
な
願
い
を
受
け
て

神
前

、

て

折
耐
を
行
う
神
山
日の
・
」
と
で
あ
る。

伊
勢
だ
け
で
な
く

こ
う
し
た
御
川
の
存
在
は

聖子

九 γ
I Tl 

1-1 
ill 

山
羽
な
ど
の
型
地
で
は
前
代
か
ら

知
ら

れ
て

一
般
に
は
「
お
し
L
と
い
う
が

伊
勢
に
限
っ
て
「
お

、

、，
－

o

t
u
J
l
 

ん
し
L
t

呼
ば
れ
た
。

そ
れ
だ
け
伊
勢
の
御
聞
は

人
々
に
と

っ

て
特
別
な
ん
什
花
で
あ
り
uw響
・
刈
も
強
かっ
た
の
で
あ
る

。

伊
勢
神
山内
は
本
来
、

天
皇
の
伯
仲
・

a

大
附
…
大
御
神
を
杷
る

一
般
の
人
々
が
幣
物

供
物

「を
私L 捧
幣；： Lt:
の
禁i 十斤
」願

こ
と
か
ら

を
す
る
こ
と
は

禁
じ
ら
れ
て
き
た
。

え
ん
ぎ
し
き

『
延
喜
式
』

な
ど
に
明
記
さ
れ
て
い
る

。

こ
れ
を

；
、
、

l

，
‘

・
E
L－
－

a
w

と
こ

ろ

が
引
実
に
は
、
平
安
末
期
頃
か
ら
貴
族
や
長
族
（
武

家
）
階
級
の
あ
い
だ
で

伊
勢
神
山内
へ
の
上
地
や
物
品
の
寄

進
が
日
立
つ
よ
う
に
な
る

。

と
く
こ
庁
島
丸

J
1
f
ち

つ

二
武

ー

占
平市
H
ノ
書
プ
I

ノ

τ
J
d

，

ー

上
階
級
は

武
運
長
久
を
祈
願
し
て
も
ら
う
と
同
時
に
‘
自

分
た
ち
が
開
発
し
た
り
手
に
入
れ
た
土
地
の

一
部
を
寄
進
す

る

形
で

伊
勢
神
’H
の
神
威
の
下
仁
領
地
の
安
堵
を
願

っ
た

の
で
あ
る
。

一
方
、
伊
勢
神
宮
の
側
か
ら

み
る
t

、

一平
安
中
期
頃
か
ら

律
令
制
の
弱
体
化
に
よ
り
円
本
全
国
の
荘
園
化
が
進
み
、
従

か
ん
ぺ

い
米の
神
領
（
神
戸
）
か
ら
の
収
益
に
よ
る
経
営
が
成
り
立
た

な
く
な

っ
た
。

そ

こ

で
神
官
た
ち
は
、
伊
勢
地
方
に
新
た
な

田
地
を
開
墾
す
る
と
と
も
に
、
貴
族
や
武
家
か
ら
田
畑
の
寄

み
く
り
や
み
そ
の

進
を
受
け
、
そ
れ
ら

御
厨
・

御
園
に
よ
り
新
た
な
経
営
基
盤

を
整
備
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。

そ
の
役
目
を
中
心
的
に
担
っ

わ
た
ら
い

た
の
は
、
度
会
氏
や
荒
木
田
氏
な
ど
の
伊
勢
地
方
の
在
地
勢

ざ
ん
の
ね
ぎ

力
に
よ

っ

て
構
成
さ
れ
る
下
級
神
官
の
権
禰
宜
層
で
あ
っ
た
。

権
禰
宜
の
本
来
の
役
目
は
、
正
規
の
神
宮
で
あ
る
禰
宜
を

補
佐
す
る
こ
t

だ
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く

、

伊
勢
神
宮

せ
ん
苧
う
や
〈

の
遷
宮
費
用
を
得
る
た
め
に
全
国
の
団
地
に
課
せ
ら
れ
た
役

参
宮
者
数
は
四
二
万
七
五
O
O
人
に
の
ぼ
る
。
わ
ず
か
三
カ
月

半
の
期
間
に

公
式
記
録
だ
け
で
こ
れ
ほ
ど
の
人
々
が
伊
勢

参
り
を
し
た
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
時
期
は
農
閑
期
に

あ
た
り

参
宮
者
の
多
く
を
占
め
る
農
民
た
ち
が
一
斉
に
や

っ
て
来
る
季
節
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と

年
閣
の
参
宮

者
数
は
五
。

万
人
円lj

後
て
あ
Jコ

た
ろ

『 フ

織すと
留品 推

正巳

さ
れ
て

る

そ
の
に
ぎ
わ
い
は

井
原
西
鶴
が

の
な
か
で

「
神
風
や
伊
勢
の
宮
はE
あ
り
が
た
き
は
又
も
な
し

諸
国

よ
り
山
海
高
里
を
越
て
貴
賎
男
女

心
ぎ
し
有
程
の
人
、
願

ひ
の
ご
と
く
御
参
宮
せ
ね
と
い
ふ
事
な
し

殊
更
春
は
人
の

山
な
し
て

花
を
か
、
ざ
り
し
乗
掛
馬
の
引
つ
づ
き
て

在
々

所
々
の
講
・
ま
い
り：
・
」

と
描
い
た
様
子
そ
の
も
の
だ
っ
た

Aで
あ
ろ
う

。

庶
民
の
伊
勢
参
り
の
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
の
は

凶
の
村
々
に
組
織
さ
れ
た
伊
勢
講
で
あ
っ
た

。

講
と
は
、
簡

単
に
い
え
ば
信
者

（
檀
家
）の
組
織
で
あ
り

本
来
の
目
的

は
法
話
を
聞
く
1
ζ

い
っ
た
宗
教
的
な
も
の
だ
っ
た
が

の
ち

に
は
団
体
。
て
社
寺
参
誌
を
す
る
時
の
母
体
と
も
な
っ
た。

講

の
な
か
で
旅
行
費
用
を
積
み
立
て

講
仲
間
が
交
代
で
社
寺

参
詣
を
す
る
の
で
あ
る
。

有
名
な
社
寺
に
は

そ
れ
ぞ
れ
数

多
く
の
講
が
組
織
さ
れ
て
い
た
が

な
か
で
も
伊
勢
講
は
群

を
抜
い
て
多
く

一
つ
の
村
に
複
数
の
伊
勢
講
が
あ
る
こ
と

も
珍
し
く
な
か
っ
た
。

講
と
は
別
に

単
独
で

あ
る
い
は
少
数
で
思
い
思
い
に

伊
勢
参
り
を
す
る
人
た
ち
も
い
た

。

講
に
所
属
し
な
い
奉
公

人
や
親
の
許
し
が
得
ら
れ
な
い
若
者
な
ど
が

届
け
出
を
せ

ず
に
勝
手
に
伊
勢
参
り
を
す
る
、
」t
を

「
ぬ
け
参
り
」
と

っ
た

。

ね
け
参
り
は

そ
の
名
の

I
C

お
り
正
式
な
伊
勢
参
り

で
は
な
い
と
は
い
え
、
各
地
に
ぬ
け
参
り
に
関
す
る
逸
話
（
藩

に
よ
る
取
り
締
ま
り
ゃ
子
供
た
ち
の
出
奔
な
E

）
が
残
っ
て

お

令
ぃ
凶
共
通
の
現
象
で

そ
の
数
も
少
な
く
な
か

っ
た
。

ぷ
た
く
ま
い

夫
工
米
（
臨
時
課
税
）
制
度
の
実
施
者
と
し
て

一
世
紀

地
万
と
の
つ
な
が
り
を
も
っ
て
い

ね
ん
守

御
尉
な
ど
に
お
け
る
年

貢
徴
収
の
実
務
も
、
彼

頃
か
ら
全
国
に
展
開
し

た
。

ま
た
、

ら

が
担
っ
て
い
た
。

そ
こ
で
地
・
万
の
武
家
た
ち
と
の
接
触
を

｛菜
め

私
幣
を
禁
じ
ら

れ
た
伊
勢
神
山
円
本
体
に
代
わっ
て
祈

婦
を
行
う
と
同
時
に

寄
進
を
受
け
た
田
畑
の
実
際
の
権
益

を
握
る
こ
と
で

大
き
な
力
を
も

つ
よ
う
に
な

っ
て
い

っ
た

の
で
あ
る
。

あ
ず
ま
か
が
み

円
十
い
時
期
の
例
と
し
て
は
、『
吾妻
鏡
』
に
源
頼
朝
が
神
宮

げ
〈
う
み
つ
も
と

の
外
広
の
権
繭
宜

・

度
会
光
倫
（
相
鹿
二
郎
大
夫
）
な
E

に

祈
願
状
を
託
し

神
宮
に
神
馬
や
砂
金

あ
る
い
は
御
厨
を

権
繭
立
は
｛日
位

寄
進
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る

。

ま
た
、

た
ゅ
う

「
大夫
」
を
名
乗
っ

て
い
た
こ
と

が
五
位
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

も
知
る
こ
と
が
で
き
る

。

こ
う
し
た
権
禰
宜
層
こ
そ
が
、
伊
勢
の
御
師
の
中
心
で
あ

り
、
彼
ら
の
活
躍
に
よ

っ

て
伊
勢
信
仰
は
急
速
に
全
国
に
広

が
っ
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。

室
町
時
代
か
ら

戦
国
時
代
へ
と
進
む
に
つ
れ
、
伊
勢
の
御

師
は
さ
ら
に
武
家
と
の
関
係
を
深
め
、
大
名
を
「
檀
家
」
と

し
て
師
壇
関
係
を
結
ぶ
こ
と
で
強
固
な
地
盤
を
築
い
て
い
っ

、
ヲ
わ
ぺ

た
。

織
田
氏
や
豊
臣
氏
の
御
師
で
あ
っ
た
上
部
大
夫
、
毛
利

氏
の
村
山
大
夫
、
徳
川
氏
の
春
木
大
夫
と
い
う
よ
う
に
、
檀

家
は
固
定
化
し
、
御
師
の
役
割
も
単
に
武
運
長
久
の
祈
願
だ

け
で
な
く
、
と
き
に
は
大
名
の
た
め
に
兵
糧
米
を
調
達
し
た

り
、
負
け
戦
の
時
に
は
か
く
ま

っ
た
り
と
、
そ
の
関
係
は
親

密
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る

。

徳
川
家
康
が
天
下
を
掌
握
し
た
と
き

、

豊
臣
家
を
檀
家
と

し
た
上
部
大
夫
に
対
し
て
、

「
汝
は
祈
り
負
け
て
さ
ぞ
や
悔
し
い
、
で
あ
ろ
う」

と
い
う
と
、

「
い
や
、
当
家
は
時
の
将
軍
の
武
運
長
久
を
祈
り
ま
す
る」

平
然
？
と
そ
う
答
え
て
、
か
え
っ
て
気
に
入
ら
れ
た
と
い
う

逸
話
が
残
っ
て
い
る

。

御
師
の
徴
妙
な
立
場
と
、
隠
然
た
る

実
力
を
感
じ
さ
せ
る

。

地
方
に
よ
っ
て
は

旧制
け
参
り
が
成
人
と
な
る
た
め
の
通
過

儀
礼
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
娘
た
ち
だ
け
の

ぬ
け
参
り
を
半
ば
公
認
し
て
い
た
地
域
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
江
戸
時
代
に
は

数
十
年
ご
と
に

「
お
か
げ
参
り
」

と
い
う
現
象
が
起
こ
っ
た
。
お
か
げ
参
り
と
は

伊
勢
神
宮

の
お
か
げ
で
奇
跡
が
生
じ
た
と
い
っ
た
噂
が
全
国
へ
広
ま
り

霊
験
に
あ
や
か
ろ
う
と
す
る
人

々
が
大
挙
し
て
伊
勢
に
押
し

か
け
る
の
で
あ
る
。

一
七
O
五
年
（
宝
永
二
）
の
お
か
げ
参
り

て
は

本
居
宣
長
の
『
玉
勝
間』
に
よ
れ
ば
五
0
日
間
に

三
六

二
万
人
も
の
人
々
が
伊
勢
に
押
し
寄
せ

一
日
当
た
り
の
最

高
で
は
二
一
一
万l
二
三
万
人
に
の
ぼ
っ
た
と
記
さ
れ

て
い
る

。

公
式
の
数
値
で
は
な
い
と
は
い

え

は
、
奉
公
人
た
ち
は
主
人
に
内
緒
で

お
か
げ
参
り
の
時
に

小
さ
な
子
供
た
ち
さ

全

え
親
の
と
め
る
の
も
無
視
し
て

群
れ
を
な
し
て
伊
勢
を
め

ざ
し
た
と
い
わ
れ

8 

そ
の
混
雑
は
大
変
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ

う
。
「
太
神
宮
」
「
お
か
げ
」

ひ
し
ゃ
く
の
ぼ
り

腰
に
柄
杓
を
差
し
、
臓
を
立
て
る
と
い
っ
た
独
特
の
姿
を
し

な
ど
？
と
書
い
た
菅
笠
を
付
け

た
参
詣
者
た
ち
が

伊
勢
へ
向
か
う
街
道
に
あ
ふ
れ
た
。

一
方
、
街
道
筋
の
商
家
や
民
家
で
は
、
お
か
げ
参
り
の人
々

の
た
め
に
宿
泊
場
所
や
食
事
な
ど
を
積
極
的
に
提
供し
た

。

し
た
が
っ
て
お
か
げ
参
り
の
時
な
ら
ば

路
銀
の
な
い
人
た

ち
で
も
念
願
の
伊
勢
参
宮
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
」
の
よ
う

な
お
か
げ
参
り
の
現
象
か
ら
も

当
時
の
日
本
人
の
精
神
的

根
底
に
あ
っ
た
伊
勢
神
宮
へ
の
思
い
の
一
端
を
う
か
が
い
知

る
、
」
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

伊
勢
信
仰
が
こ

れ
ほ
ど
深
く
人
々
の
心
に
根
ざ
し

一
生

に

一
度
は
伊
勢
へ
と
い
う
強
い
思
い
を
抱
く
よ
う
に
な
る
に

は
、
も
ち
ろ
ん
歴
史
が
必
要
で
あ
っ
た

。

そ
の
歴
史
の
な
か

で
、
伊
勢
神
宮
と
人
々
を
強
く
結
び
付
け
、
伊
勢
参
り
の
た

お
ん
し

「
御
師
」
と
呼
ば
れ
る
人
々

め
の
仲
介
役
を
果
た
し
た
の
が

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

当
時
の
武
士
の
あ
い
だ
で
は
、
伊
勢
神
宮
を
日
本
の
宗
廟

と
す
る
考
え
ト
刀
が
す
で
に

一
般
化
し
て
い
た

。

さ
ら
に
近
世

わ
が
ち
ふ
うか
い
び
ゃ
〈

初
頭
の
陽
明
学
者
・

中
江
藤
樹
が
、
「
大
神
宮
は
吾
朝
開
闘
の

元
組
な
り
、
円
本
に
生
る
る
者
、

一
た
び
拝
せ
ず
ん
ば
あ
る

べ
か
ら
ず
」

伊
勢
信
仰
は
よ
り
現
実
的
な

伊
勢
参
り
t

い
う
形
を
と
り
、
「

一
度
は
伊
勢
へ
L
と
い
う
国

民
的
義
務
観
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

戦
乱
の
世
が
終
り
江
戸
時
代
に
入
る
と
、
人
々
の
あ
い
だ

に
社
寺
参
詩
が
盛
ん
に
な
る
が
、
な
か
で
も
伊
勢
神
宮
は
参

拝
者
の
出
身
地
の
広
範
さ
と
参
拝
者
数
の
多
さ
で
図
抜
け
た

存
在
で
あ
っ
た
。

そ
の
背
景
に
は
、
伊
勢
の
御
師
の
檀
家
層

が
、
貴
族
や
武
家
だ
け
で
な
く
、
富
裕
な
農
民
層
か
ら
さ
ら

に
庶
民
へ
と
急
速
に
広
が
り
を
み
せ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る

。

伊
勢
の
御
師
が
組
織
し
た
檀
家
の
数
は
、一
七
七
七
年
（
安

永
六
）
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
北
海
道
の
松
前
か
ら
九

州
の
薩

摩
ま
で
約
四
三
九
万
軒
に
達
し
て
い
る

。

一
軒
当
た
り
の
家

族
数
を
五
人
と
す
る
と
、
信
者
数
は
約

二
二
O
O
万
人
に
も

の
ぼ
る
（
宮
本
常

一
編
『

伊
勢
参
宮
』
に
よ
る
）
。

江
戸
時
代

の
日
本
の
総
人
口
は
三
0
0
0

万
人
前
後
で
推
移
し
た
と
い

わ
れ
る
の
で
、
伊
勢
神
宮
の
信
者
が
い
か
に
多
か
っ
た
か
は

驚
く
べ
き
も
の
が
あ
る
。

そ
う
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

こ
の
記
録
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
御
師
の
活
動
範
囲
は

北
海
道
か
ら

南
九
州
に
ま
で
及
、
ぴ
、
津
々
浦
々
の村
人
た
ち

を
檀
家
と
し
て
組
織
し
た。

そ
し
て
彼
ら
が
伊
勢
参
り
を
す

さ
ま
、
ざ
ま
な
環
境
づ
く
り
を
行
っ
た
の
で
あ
る。

で
は
全
国
の
檀
家
を
掌
握
し
、
伊
勢
信
仰
を
広
め
た
御
師

の
活
動
と
は
、
実
際
に
は
ど
う
い
う
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か

。

る
た
め
の
、

御
師
の
活
動

①
檀
家
廻
り

「
ヲ
」れ
は
伊
勢
の
御
師
で
御
座
る
、
毎
年
今
時
分
は
、
国
々

日

一那
廻
を
致
す
、
当
年
も
廻
ら
う
と
存
ず
る
、
誠
仁
大
神

し

か
よ
う

宮
の
御
影
程
有
難
い
事
は
御
座
ら
ね
、
斯
様
に
国
々
廻
れ

, 



い
ず
か
た

ば
、
何
方
に
て
も
御
馳
走
に
あ
ふ
事
で
御
座
る
」

ね
ぎ
や
ま
ぶ
し

狂
言
の
『

禰
宜
山
伏
』

に
登
場
す
る
伊
勢
の
御
師
が
述
ぺ

て
い
る
よ
う
に
、
御
師
の
も
っ
t

も
重
要
な
仕
事
は
全
国
の

日

一那
（
檀
家
）
廻
り
で
あ
っ
た
。

伊
勢
の
御
師
は
毎
年
暮
近
く
に
な
る
t

、
各
地
の
檀
家
を

た
い
ま

廻
り
、
大
麻
を
配
っ
て
歩
い
た
。
大
麻
と
は
、
「
天
照
皇
大
神

お
は
ら
い

富
」
「
豊
受
大
神
宮
」
な
ど
と
記
さ
れ
た
御
誠
札
で
、
伊
勢
神

宮
と
人
々
を
結
ぶ
信
仰
の
象
徴
だ
っ
た
の
で
あ
る
（
た
だ
し
、

実
際
に
は
御
師
が
独
自
に
出
す
も
の
で
、
伊
勢
神
宮
本
体
と

は
関
係
な
か
っ
た
）
。

御
師
は
そ
の
ほ
か
に
伊
勢
土
産
と
し
て
、
伊
勢
暦
、
伊
勢

お
し
ろ
い

白
粉
、
帯
、
茶
、
鰹
節
、
海
苔
、
の
し
鮒
な
ど
、
さ
ま
、
ざ
ま

な
物
品
を
も
っ
て
行
っ
た
。
な
か
で
も
伊
勢
暦
は
、
京
都
の

っ
ち
み
か

r

土
御
門
家
の
暦
本
を
基
に
作
ら
れ
る
も
の
で
、
「
八
十
八
夜
、

二
百
十
日
」
と
い
っ
た
農
事
に
関
わ
る
記
述
に
加
え
、
日
々

の
吉
凶
も
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
当
時
の
人
々
に
非
常

に
重
宝
さ
れ
た
。

暦
が
日
本
中
に
広
ま
っ
た
の
も
、
御
師
の

お
か
げ
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
で
必
要
？
と
さ

れ
る
晴
好
品
や
H

用
雑
貨
を
加
え
る
こ
t

で
、
付
加
価
値
を

而
め
る
工
夫
も
し
て
い
る
。
地
方
へ
の
流
通
機
構
の
乏
し
か

っ
た
江
戸
時
代
、
そ
れ
故
に
ど
の

地
万
で
も
よ
相
伊
勢
さ
ん
」

と
呼
ば
れ
、
歓
迎
さ
れ
た
の
で
あ
る

。

は
つ
ほ

一
方
、
檀
家
た
ち
は
、
御
師
に
応
分
の
初
穂
料
を
納
め
た

。

こ
こ
で
い
う
初
穂
料
と
は
、
建
前
は
神
宮
へ
の
奉
納
金
（
物
）

だ
が
、
実
際
に
は
大
麻
や
上
産
へ
の
代
価
に
相
当
し
た
。
井

原
丙
鶴
の

『
世
間
胸
算
用
』

に
は
、

「
か
れ
こ
れ
こ
ま
か
に
値
段
つ
け
て
、
一
一匁
八
分
が
物
中
請

け
て
、
銀
三
匁
御
初
尾
（
初
椋
）
上
「
れ
ば
、
高
。
て
二
分
余

り
て
、
お
伊
勢
様
も
偵
の
行
か
れ
刷
や
う
に
：
：
：
」

と
あ
る
よ
う
に
、
御
川
の
活
動
に
は
多
分
に
商
業
的
性
格

ま
た
k

産
の
品
目
に
は
、

も
あ
っ
た

。

一内
鶴
は

「
お
伊
勢
岐
に
も
却
の
行
か
れ州
よ
う
に
」
と
控
え

伊
予
（
徳

日
に

』n
い
て
い
る
が
、

文
化
期
の
記
鉢
t

し
て
、

島
）
の
あ
る
地
方
で
約
二
0
0
0

軒
の
檀
家
廻
り
を
し
た
御

師
の
純
利
益
が
一
八
両
三
歩
（
初
穂
料
四
八
両
二
歩
・

諸
費

用
一
一
九
両
三
歩
）
に
な
っ
た
と
い
う
。
有
力
な
御
師
に
な
る

と
、
そ
の
檀
家
数
は
一
O
万
i

三
O
万
軒
以
上
に
も
の
ぼ
る

の
で
、
檀
家
廻
り
は
莫
大
な
利
益
を
生
む
の
で
あ
る
。

実
際
に
檀
家
廻
り
を
す
る
の
は
、
御
師
の
代
理
人
で
あ
る

代
官
・
手
代
ゃ
で
あ
っ
た
。
二
、
三
人
が
ひ
と
組
と
な
り
、
目

印
の
榊
の
枝
を
か
つ
ぎ
、

つ
ぎ
か
み
し
も

「

伊
勢
の
御
師
継
上
下
で
紺
の
足
袋
」

川
柳
に
も
そ
う
詠
ま
れ
た
梓
姿
で
、
村
々
を
姐
っ
た
の
で

中
の
る
。

②
参
宮
者
の
宿
泊

伊
勢
の
御
師
の
も
う

一
つ
の
重
要
な
仕
事
は
、
伊
勢
参
り

を
す
る
檀
家
の
宿
泊
で
あ
っ
た
。

神
宮
が
参
拝
者
を
自
邸
に
泊
め
る
こ
と
は
、
熊
野
三
山
で

は
相
当
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
ま
だ
旅
館

業
の
発
達
し
て
い
な
か
っ
た
時
代
、
参
拝
者
の
便
宜
を
凶
っ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
伊
勢
の
御
師
が
い
つ
頃
か
ら
参
拝
者
を

宿
泊
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
は
不
明
だ
が
、
御
師
と
檀
家

と
の
関
係
が
緊
密
に
な
っ
た
江
戸
時
代
に
は
、
檀
家
が
伊
勢

参
り
を
す
る
時
に
は
か
な
ら
ず
御
師
の
屋
敷
に
泊
ま
る
の
が

決
ま
り
ご
と
と
な
っ
て
い
た
。

伊
勢
講
の
中
心
と
な
る
農
村
部
の
棺
家
は
、
農
閑
期
に
団

体
で
伊
勢
参
り
を
す
る

。

そ
れ
だ
け
に
伊
勢
参
り
の
も
っ
と

そ
れ
も
正
月
か
ら
の
三
カ
月
で
、
そ

も
に
ぎ
わ
う
の
は
冬
、

の
聞
は
御
師
の
屋
敷
で
は
連
日
の
よ
う
に
檀
家
た
ち
の
宿

泊
・

接
待
で
も
ち
き
り
と
な
る
の
で
あ
る
。

御
師
に
よ
る
も
て
な
し
ゃ
宿
泊
の
様
子
は
、

お
お
む
ね
次

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

。

ま
ず
神
宮
の
聖
域
へ
の
入
口
と
な
る
常
川
の
渡
し
に
恒
家

た
ち

一
行
が
者
く
と
、
茶
屋
で
一
服
し
な
が
ら
、
御
削
の
家

に
伊
勢
到
将
を
告
げ
る
。

す
る
と
御
川
の
手
代
が
迎
え
に
出

て
挨
拶
を
述
べ
、
歓
迎
の
酒
席
t

な
る
。

そ
れ
か
ら
茶
屋
が

三
味
線
弾
き
な
ど
の
大
道
芸
人
た
ち
が
客
を
引
く
に

ぎ
や
か
な
参
道
を
抜
け
、
町
へ
と
入
り
、
い
よ
い
よ
立
派
な

門
構
え
の
豪
壮
な
御
師
の
屋
敷
へ
と
着
く
。

そ
こ
で
は
ま
ず
小
豆
餅
と
ソ
ワ
メ
ン
が
出
き
れ
る
の
が
慣

例
だ
っ
た
。
そ
し
て
風
呂
で
身
を
清
め
、
座
敷
に
通
さ
れ
御

師
の
挨
拶
を
受
け
る
。
夜
に
は
御
師
邸
の
神
楽
殿
で
神
楽
を

な
お
ら
い

奉
納
し
、
御
械
を
受
け
る
。
そ
れ
か
ら
広
聞
で
直
会
と
な
り
、

山
海
の
珍
昧
に
彩
ら
れ
た
豪
華
な
食
事
に
目
を
見
張
り
な
が

ら
舌
鼓
を
う
っ
た
あ
と
、
見
た
こ
と
も
な
い
柔
ら
か
い
絹
の

夜
具
に
包
ま
れ
て
眠
り
に
つ
く
の
で
あ
る

。

御
師
邸
で
の
も
て
な
し
の
数
々
は
、
地
方
か
ら
や
っ
て
来

並
び
、

た
多
く
の
参
宮
者
に
と
っ
て
見
る
も
の
聞
く
も
の
珍
し
く
、

夢
見
る
よ
う
な
心
地
が
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
『
伊
勢
参
宮
紀

そ
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
描

行
』
の
著
者
・

井
上
了
閑
は
、

い
て
い
る

。

「
案
内
せ
ら
れ
て
大
夫
の
館
に
着
、
礼
儀
調
え
、
書
院
座
敷

に
通
れ
ば
床
に
は
守
武
の
手
跡
の
一
軸
を
懸
ら
れ
、
花
か
め

か
き
っ
ぱ
た

に
は
杜
若
を
い
け
、
（
食
事
は
）
川
に
漁
り
、
海
に
釣
、
野
山

あ
や
ど
ん
す

を
求
め
、
（
就
寝
時
の
）
夜
に
は
綾
椴
子
に
暖
め
：
：
；
」

あ
ま
り
の
ぜ
い
た
く
に
了
閑
は
身
に
過
ぎ
る
こ
と
と
遠

慮
し
た

。

す
る
と
御
師
か
ら
「
あ
な
た
は
神
の
客
な
の
だ
か

ら
」
と
い
わ
れ
、

10 

か
え
っ
て
空
恐
ろ
し
く
な
り
、

一
棋が
こ
ぼ

れ
た
と
記
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る

。

（
ち
な
み
に
文
中
の
守
武

と
は
、
室
町
時
代
の
連
歌
師
で
内
宮
の
禰
宜
で
あ
っ
た
荒
木

田
守
武
の
ラ
」
と
で
あ
る
）
。

翌
日
は
、
御
師
の
家
の
者
の
案
内
で
い
よ
い
よ
参
宮
の
運

び
と
な
る
。
参
拝
は
、
外
宮
（
豊
受
大
神
宮
）
か
ら
始
め
て

内
宮
（
天
照
大
神
宮
）
へ
と
い
う
の
が
昔
か
ら
の
順
序
で
あ

っ
た
。
神
域
に
は
正
殿
の
ほ
か
に
末
社
も
多
い
の
で
、
相
当

の
時
聞
を
要
し
た
が
、
御
師
子
配
の
駕
箆
で
廻
る
の
が
普
通

だ
っ
た
。

そ
の
途
中
に
は
、
有
名
な
万
金
丹
を
売
る
薬
店
、
西
鶴
の

『
織
留
』

に
も
描
か
れ
た
小
屋
掛
け
の
女
芸
人
お
杉
、
お
玉

を
始
め
と
し
た
名
物
芸
人
た
ち
、
そ
し
て
伊
勢
背
顕
で
も
知

向上三日市大夫次郎邸跡拡大写真

三日市大夫次郎邸跡

久保倉大夫邸跡

＠宮川渡場跡

。山田奉行所跡

＠古市

⑪大湊

＠伊勢市役所

＠伊勢税務箸

＠御幸道路

（地図凡例）

．三日甫大夫次郎邸跡

。伊勢市駅

＠宇治山田駅

＠伊勢神宮外宮

＠伊勢神宮内宮

＠五十鈴川

＠宮川

, 



ふ
る
い
ち

ら
れ
た
華
や
か
な
古
市
の
遊
廓
な
ど
、
見

E

こ
ろ

も
た
く
さ

ん
あ
っ
た
。

と
く
に
古
市
は
、
妓
楼
七
O
軒
、
芝
居
小
屋
二

軒
の
並
ぶ
、
江
戸
・

大
坂
に
も
負
け
な
い
有
数
の
花
街
を
形

成
し
て
い
た
。

「
伊勢
参
り
大
神
宮
へ
も
ち
ょ
っ

と
寄
り
」

川
柳
に
そ
う
あ
る
よ
う
に
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
の
伊

勢
は
、
聖
と
俗
を
合
わ
せ
も
っ
た
一
大
観
光
地
と
し
て
の
魅

力
に
溢
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

参
宮
t

見
物
を
済
ま
せ
、
い
よ
い
よ
伊
勢
を
出
立
す
る
と

き
に
は

、

檀
家
た
ち
が
購
入
し
た
伊
勢
土
産
な
ど
を
故
郷
へ

送
り
届
け
る
手
配
も
御
師
が
し
て
く
れ
た
。
そ

し
て

駕
龍
で

宮
川
の
渡
し
ま
で
送
っ
て
も
ら
い
、
茶
屋
で
別
れ
の
酒
を
酌

み
交
わ
す
、
と
い
う
よ
う
に
最
後
ま
で
至
れ
り
尽
く

せ
り
の

も
て
な
し
を
受
け
、

一
行
は
伊
勢
を
あ
t

に
し
た
の
で
あ
る

。

こ
う
し
た
も
て
な
し
に
対
し
、
棺
家
た
ち
は
御
供
料

・

神

楽
料
・

神
馬
料
t

い
っ
た
名
目
の
代
価
を
支
払
っ
た

。

な
か

か
や
ら
だ
い
だ
い

で
も
神
楽
に
は
等
級
が
あ
っ
て
、
最
高
の
太
々
神
楽
と
も
な

る
と
神
楽
殿
の
中
央
に
し
め
縄
を
張
っ
て
榊
を
盛
り
、
お
お

ぜ
い
の
祈
講
師
・
神
楽
役
人
ら
が
居
並
び
、
釜
に
湯
を
煮
立

た
せ
、
儀
式
が
長
時
間
に
わ
た
り
行
わ
れ
た

。

神
楽
料
は
五

O
両
前
後
と
い
う
高
価
な
も
の
で
、
こ
れ
も
御
師
の
重
要
な

収
入
源
で
あ
っ
た
が
、
と
く
に
関
東
の
檀
家
た
ち
は
気
前
よ

く
太
々
神
楽
を
奉
納
し
た
と
い
わ
れ
る
。

伊
勢
を
発
っ
た
檀
家
た
ち
は
、
そ
の
あ
と
上
方
見
物
へ
と

足
を
延
ば
す
こ
と
が
多
か
っ
た
。

世
田
谷
区
教
育
委
員
会
編
集
『
伊
勢
道
中
記
史
料
』
に
み

ら
れ
る
例
で
は
、
江
戸
・

世
田
谷
村
の
伊
勢
講
の
人
々
は
伊

り
ゅ
う
だ
ゅ
う

勢
の
龍
大
夫
邸
を
出
立
し
た
あ
と
、

一
部
は
そ
の
ま
ま
帰
国

し
て
い
る
が
、
多
く
は
伊
賀
越
え
で
大
和
（
奈
良
）
に
出
て

唐
招
提
寺
や
法
隆
寺
な
ど
を
見
物
し
、
さ

ら
に
高
野
山
か
ら

大
坂
へ
と
向
か
っ
て
い
る
。

そ
こ
か
ら
さ
ら
に
船
で
淀
川
を

こ

ん

ぴ

ら

四
国
の
丸
亀
に
渡
り
金
比
羅
詣

上
っ
て
京
へ
向
か
う
組
と

、

一、

み
つ
か
い
ち
だ
ゅ
う
り
ろ
う

御
師
『
三
日
市
大
夫
次
郎
』
邸
の
想
定
復
元

御
師
の
町
・
宇
治
山
田

伊
勢
神
宮
の
あ
る
宇
治
山
田
の
地
は

内
宮
・

外
宮
を
巾

心
と
し
た
門
前
町

鳥
居
前
町
）
と
し
て
発
展
を
遊
げ
た

。

し
か
し
そ
れ
ば
か
り
で
な
く

都
市
運
常
の
面
か
ら
み
る
と

非
常
に
特
殊
な
歴
史
を
も
っ
て
い
る

。

作
令
制
ド
に
神
宮
の
神
領
と
し
て
定
め
ら
れ
た
下
治
山
田

は
、
花
岡
化
の
進
む
巾
叶
一
に
お
い
て
は
守
護
不
人
の
保
護
策

を
受
け

盟
臣
秀
市
の
・
五
施
し
た
太
閤
検
地
も
地

一広
か
ら
の

願
い
出
に
よ

っ

て
免
除
さ
れ
る
と
い
う
特
別
撤
い
を
受
け
て

い
る
。

そ
う
し
た
な
か
で
神
職

を

小
心

h
n
E
3
L

”
’
し
ι

、

お
γ
目

ノ

尽
、
おr
H
υ
nノ

に
n

治
志
識
が
い
く
か
ら

醸
成
さ
れ

一
冗
枇
紀
平
ば
に
は

下
治
と
山
川
そ
れ
ぞ
れ
に
介
議
制
に
基
づ
く
’
U

治
判
織
（
下

さ
ん
ほ
う

山
山
三
点
会
人
H

）
実
際

の
抑

治
年
寄
会
A
N

が
形
成
さ
れ

十
俗
文
t
lζ
！
」
h
、
卜
L
－
－

t
J

』
刊n
u
t
l
J
l
p
k

ん
両
業
的
発
以
を
遂
げ
た
町
の
性
絡
が
よ

く
い
い
伝
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

繁
栄
の
推
進
役

相

で
あ
っ
た
御
附
の
数
は

江
〆
時
代
に
な

る
と
急
速
に
哨
加
し
た
。

陀
史
的
資
料
の
比
較
的
よ
く
残

つ

て
い
る
山
川

の
外
山
内
御
川
の
場
介

一
江
九
州
年
（
文
u
m

別
資
料
で
は

一
じ

二
粁
）
で
あ
っ
た
も
の
が

じ

行
士X

）
に
は
三
九
一
利

じ

い
けdr保
ん
）
に
は
し
ハ

一

五
粁
に
も
な
っ
て
い
る

。

こ
れ
に
下

治
の
内
山
御
師
を
加
え
る
と

H
M峰
期
に
は
伊
勢
の
御
附
の

数
は
八
O
O
粁
を
は
る
か
に
必
え
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ

て
い
る

。

大
同
源

一
汗

『
大
付
庶
民
要

は

以

* 
?f; 
1J1 

川
の
社
会
は

、
正
従て
大
階
級
に
よ

っ
て

統
制
さ
れ
て
い

、
－
、
、
、

J
j、

A
U

共
の
主
と
称
す
る
も
の
は
御
師
で
あ
り

従
は
即
ち

般
町
民
・
・
・
・

・
・」

と
記
し
て
い
る

。

こ
う
し
た
表
現
も
あ
な

が
ち
誇
長
t

ま
い
え
な
い
ほ
ど

子

治
Lli 
fJI 
は
ii fl 
(¥Iii 

の
IU f 
と

し
て
栄
え
た
の
で
あ
る
。

そ
の
伊
勢
の
御
師
に
は

問
つ
の
階
級
が
あ

っ
た
。

Lil 
[ll 

の
場
合
に
ま
神
宮
家
・

三
点
家
・

年
寄
家
・

平
師
職
に
分
か

（
宇
治
の
場
A
nは
、
三
五
家
に
相
当
す
る
地
位
を

会
A門
家
と
呼
ん
だ
）。
神
宮
家
は
正
口
貝
の
繭
宜
で
御
師
を
兼
職

し
て
い
る
者
、

三
点
家
は
三
方
会
A
nの
年
寄
で
御
師
を
し
て

れ
て
い
た

い
る
将
、
年
寄
家
は
各
町
内
の
年
寄
を
つ
と
め
る
御
師
、
そ

し
て
干
師
職
は
役
職
を
も
た
な
い
御
師
で
あ
る

。

神
宮
家
は
伊
勢
材
育
の
正
式
の
禰
宜
で
あ
り
、
祭
把
に
専

念
す
る
立
場
に
あ
っ
た
た
め
、
山
田

二
一
郷
と
呼
ば
れ
る
地

域
全
体
の
実
権
を
掌
揖
し
て
い
た
の
は
三
点
家
で
あ
っ
た

。

山
間
の

三
ト
刀
家
を
構
成
す
る
御
師
は二
同
戸
あ
り
、
そ
の
う

ち
従
来
か
ら
の
権
禰
穴
（
度
会
姓
・

荒
木
刊
姓
）
が

ほ
か
は
異
姓
家

P

で
あ

っ
た
。

一
一
＝
y

、

日
本
各
地
に

数
多
く
の
檀
家
を
有
し
、
地
元
に
は
広
壮
な
屋
敷
を
構
え
、
邸

内
に
立
派
な
神
楽
殿
を
も
っ
者
も
あ

っ
た
。

そ
う
し
た
実
力
者

三
万
家
で
も
と
く
に
有
力
な
御
師
た
ち
は
、

の
揃
っ
た
三
方
家
の
御
師
の
な
か
い
て
も
、
随一
の
規
模
を
誇
つ

市
運
営
に
当
た
る
よ
う
仁
な

っ
た

。

そ
の
背
景
に
は
、
中

世
以
来
の
宇
治
山
出
に

お
け
る
活
発

な
経
済
活
動
が
あ
っ
た

。

’
と
り
わ
け
外
直
の
山
田
の
町
は
、

神
宮
へ
の
入
口
に
当
た
る
宮
川
に
近
い
と
い
っ
た

地
理
的
条

件
も
あ
り
、
多
く
の
座
（
米
座

・

麹
座
・

酒
座

・
油
座
・
紙

座
・

綿
座
・

御
器
座
な
ど
十
数
種
）
が
形
成
さ
れ
た

。
三
H

市
、
五
日

市
、
八
日

市
、
山
市
と
い
っ
た
市
場
も
数
多
く
開

旺
盛
な
経
済
活
動
を
背
誌
に
絡
福
な
商
人
層
が
台
頭

か
れ
、

し
た
の
で
あ
る

。

こ

う
し
た
商
業
活
動
の
中
核
を
な
し
た
の
は
、
神
役
人
と

も
呼
ば
れ
る
御
師
た
ち
で
あ

っ
た
。

彼
ら
は
物
品
の
交
易
だ

け
で
な
く
、
御
州
の
権
利
を
株
形
式
（
師
職
株
）
に
し
て
売

買
し
た
り
、
大
ト
ぃ
〈
銘
の
譲
渡
（
銘
譲
）
も
行
っ
た
。

組
織
や

権
利
、
ブ
ラ
ン
ド
を
も
取
り
引
き
の
対
象
と
す
る
門
出
な
経

た
の
が
今
川
復
止
の
対
集
と
な

っ
た
三
川
市

大
犬
で
あ
っ
た
。

『

三
日
市
大
夫
次
郎
』

邸
の
想
定
復
元

①
御
師
・

三
日

市
大
犬
に
つ
い
て

伊
勢
の
仰
仰
で
規
模
の
大
き
な
も
の
は
、
活
発
な
経
済
活

動
を
背
誌
と
し
た
山
山
の
町
に
多
く
、

三
日

市
大
犬
、
龍
大

犬
、

久
保
合
大
犬
、
点
本
大
犬
、
福
島
み
さ
き
太
夫
、
崎
村

肥
前
大
犬
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る

。

の

『
外
宵
師
職
諸
国
H

一五
家
数

た
て
わ
き

党
』

の
記
録
に
よ
る
t

、
三
日
市
帯
刀
家
の
位
家
数
は

三
五

万
三
O
九
O
粁
、
久
保
合
仰
正
家
は

二
六
万
九

一
O
三
軒
、

福
島
相
模
家
は

一
八
万
五

一
七
八
肝
と
な

っ
て
い
る

。
三
日

市
大
夫
に
は
い
く
つ
か
の
分
家
も
あ
り
、
勢
力
の
大
き
さ
は

一
七
七
七
年
（
安
永
六
）

間
抜
け
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う

。
三
日
市
大
夫
の
檀
家
は
、

公
家
の
植
松
家
、
武
家
の
細
川
家
な
ど
を

筆
頭
に
、
北
海
道

全
域
、
陸
奥
・
出
羽
・

上
野
・

下
野
の
大
下
、
越
後
・

播
州
－

H

向
・

佐
渡
の

一
部
、
そ
れ
に
江
戸
・

京
都
と
な

っ

て
い
て
、

東
北
や
関
東
を

中

心
に
広
範
に
わ
た
っ
て
い
た

。

『
下
治
山
岡
市
史
資
料
・
家
職
編
7

』

に
記
載
さ
れ
た
三

日
市
大
夫
次
郎
家
の
由
来
に
よ
れ
ば
、
三
日
市
氏
の
本
姓
は

橘
氏
で
、
度
会
郡
黒
瀬
村
に
居
住
し
て
一
時
は
黒
瀬
氏
を
名

乗
り
、
山
田
の

三
日

市
場
に
移
住
し
て
か
ら
三
円
市
氏
を
称

し
た
と
あ
る

。

こ

う
し
た
経
緯
か
ら
判
断
し
て
、
三
円
市
場

の
交
易
で
財
を
な
し
、
地
域
の
実
権
を
揖
り
、
御
師

・

三
円

夫
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
す
る
説
も
あ
る。
三
円
市

子行場
は
中
世
か
ら
開
け
た
市
場
で
、

現
在
の
伊
勢
市
役
所
な
ど

の
あ
る
岩
淵
町
に
あ
っ
た

。

ま
た
同
書
に
は
、
応
永
年
間
（

一
三
九
四
1

一
四
二
七
年
）

の
資
料
に

「

三
円
市
場
大
夫
次
郎
秀
延
L

ク
匂
？
と
ー
し

の
名
称
が
み
ら
れ

こ

の
秀
延
を
三
円
市
家
初
代
と
す
る
、
」
？
と
か
ら

室
町
時
代
に
は
す
で
に
御
師
と
な
っ
て
い
た
と
推
察
す
る
こ

と
も
で
き
る

。三
円
市
大
夫
は
江
戸
時
代
を
通
し
て
席
指
の
檀

家
数
を
も
つ
に
至
り
、
外
宮
を
代
表
す
る
御
師
と
な
っ
た

。

そ
の
後

、

で
を
す
る
組
と
が
あ
っ
た

。

地
方
か
ら
の
参
宮
者
に
と
っ
て
、

伊
勢
参
り
は
上
方
見
物
や
金
比
羅
詣
で
、
西
国
札
所
巡
り
な

ど
と
セ
ッ
ト
に
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
面
が
あ
り
、
旅
行

日
程
も
二
カ
月
か

ら
三
カ
月
に
及
ぶ
こ
と
も
珍
し
く
な
か
っ

た
の
で
あ
る

。

旅
行
の
最
大
の
目
的
は
や
は
り
伊
勢
参
り
で
あ

一
生
に
一
度
は
伊
勢
へ
と
い
う
思
い
が
原
動
力
と
な
っ

て
い
た

。

そ
う
し
た
庶
民
の
思
い
を
現
実
の
も
の
と
し
た
の

が
御
師
で
あ
り
、
そ
の
点
か
ら
み
る
と
御
師
は
単
に
祈
祷
師

で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
江

戸
時
代
最
大
の
ツ
ア
ー
を
創
出
し

た
観
光
業
者
で
あ
り
、
か
つ
宿
泊

業
者
を
も
兼
ね
た
存
在
で

あ

っ
た
。

そ
し
て
檀
家
た
ち
か
ら
み
る
と
、
御
師
の
屋
敷
。
て

手
厚
い
も
て
な
し
を
受
け
、
念
願
の
参
宮
を
果
た
す
こ
と

は
、

信
仰
上
の
満
足
感
と
も
相
ま
っ
て
、

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

、

h
けノ

ツ
ア
！
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
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済
活
動
を
展
開
し
、
そ
の
財
力
を
背
景
に
町
の
自
治
運
営
を

推
進
し
た
の
で
あ
る

。

そ
の
た
め
江
戸
時
代
に
は
、
幕
府
は

宇
治
山
田
の
独
自
性
を
考
慮
し
、

監
督
の
た
め
の
山
田

奉
行

を
設
置
し
て

い
る
。

山
田

の
町
の
繁
栄
ぶ
り
は

、
イ
返
舎

一
九
の
『
東
海
道
中
膝

栗
毛
』

の
第
五
編
冒
頭
に
も
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て

い
る
。

「
川
崎
（
伊
勢
）
音
頭
に
、
伊
勢
の
山
田
と
う
た
ひ
し
は
、

ょ

う
だ

和
名
抄
の
陽
凹
と
い
へ
る
よ
り
山
山
た
る
に
や

。

此
町
十
二
郷

’ν
ら
ゐ
、
「
J
’
』

あ
り
て
、
人
家
九
千
軒
ば
か
り
、
商
頁
蓑
を
な
ら
ペ
、
各
々

こ

ま
や
か

質
素
の
荘
厳
濃
に
し
て

、
神
都
の
風
俗
お
の
づ
か
ら
備
り
、

し
っ
ち
ん

柔
和
悉
鎮
の
光
景
は
、
余
凶
に

異
な
り
、
参
宮
の
旅

人
た
え

聞
な
く
、
繁
日
円
さ
ら
に
い
ふ
、
ば
か
り
な
し
」

商
家
の
造
り
が
派
手
で
は
な
く
、

「
質
素
の
荘
厳
濃
」
で
あ

る
と
い
う

一
ん
の
い
い
衣
現
に
は
、
神
の
都
と
し
て
の
特
殊
性
を

そ
の
聞
の
詳
細
は
不
明
だ
が
、

記
録
と
し
て
、

三
日
市
大
夫
が
全
同
の
檀
家
に
頒
布
し
た
大

麻
の
配
札
数
が
三
七
万
七
二
O
O
余
体
と
あ
る
。

ま
た
伊
勢

市
民
俗
調
査
会
編

『
伊
勢
市
の
民
俗
』

所
載
の
古
老
た
ち
の

に
よ
れ
ば
、
明
治
初
期
の
時
点
で

一
八
七
O
年
（
明
治

の

出
談
会
（
昭
和

O
年
）

一
一H

市
大
夫
の
下
で
全
国
の
檀
家
組
り
を
す
る
代
訂
が

一
八

軒
も
あ
っ
た
と
さ
れ
、
近
代
に
至
る
ま
で
そ
の
勢
力
を
維
持

し
て
い
た

、
」
1
ζ

が
う
か
が
わ
れ
る
。

②
『
三
H

市
大
夫
次
郎
』

邸
の
復
元
作
業

伊
勢
参
り
の
原
動
力
と
も
な
っ
た
御
師
制
度
は
、

一
年
（
明
治
四
）
明
治
政
府
の
廃
止
令
に
よ

っ
て
壊
滅
的
打

撃
を
受
け
、
急
速
に
衰
退
し
た

。

そ
の
後
、

一
部
の
御
師
は

旅
館
業
な
ど
を
営
ん
で
い
た
が
、
さ
ら
に
明
治
一

0
年
代
の

再
廃
止
令
に
よ
り
、
多
く
の
御
師
は
消
滅
し
た。

繁
栄
を
誇

っ
た
広
壮
な
御
師
の
屋
敷
も
、
押
し
寄
せ
る
近
代
の
大
波
に

呑
み
込
ま
れ
、
こ
と
ご
と
く
そ
の
姿
を
消
し
た
の
で
あ
る

。

現
在
で
は
、
門
な
E

の
ご
く

一
部
の
遺
構
を
除
き
、
往
時

の
面
影
を
伝
え
る
建
造
物
は
皆
無
に

等
し
い

。

伊
勢
参
り
の

盛
ん
に
な
っ
た
室
町
時
代
か
ら
、
観
光
化
の
進
ん
だ
江
戸
時

代
の
数
百
年
間
も
の
長
き
に
わ
た
り
、
数
え
切
れ
な
い
は

E

そ
の
実
際
の
姿
が
、 七
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の
人
々
が
宿
泊
し
た
で
あ
ろ
う
御
師
邸

。

い
ま
や
分
か
ら
な
く
な
り
つ
つ
あ
り
、
御
師
の
存
在
す
ら
忘

れ
ら
れ
よ
う
t

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
日
本
人
の
伊
勢
信
仰
と

そ

の
陰
の
推
進
役
で
あ
っ
た

御
師
の
存
在
を
知
る
た
め
の
象
徴

的
な
建
築
、
そ
れ
が
御
師
の
屋
敷
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か。

そ
の
姿
を
、
で
き
れ
ば
最
盛
期
の
江
戸
時
代
の
姿
を
な
ん
と

か
復
元
で
き
な
い
も
の
か
、
そ
の
思
い
が
今
回
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ
l

ム
の
出
発
点
と
な
っ
た
。

い
か
に
広
壮
な
屋
敷
だ
っ
た
と
は
い
え

、

民
間
の
一
建
築

物
に
過
ぎ
な
い
御
師
邸
に
関
す
る
資
料
は
き
わ
め
て
少
な
い

。

そ
ん
な
な
か
で
最
初
に
出
会
っ
た
の
が
、
今
回
の
復
元
作
業

の
基
礎
と
な
っ
た
「
三
日
市
大
夫
次
郎
邸
平
面
絵
図
（
凶
版

. 



ー
、
正
式
表
題
は
『
宇
治
山
田
市
大
字
岩
淵
町
百
武
番
地
土

地
物
件
一一
関
ス
ル
調
書
附
属
図
面
』
。以
下
、
平
面
絵
図
と
略

す
）
」
で
あ
っ
た。

こ
の
平
面
絵
図
は
、
伊
勢
市
の
神
宮
文
庫
に
よ
れ
ば
明
治

期
の
土
地
物
件
調
書
に
添
え
ら

れ
た
と
さ
れ
る
原
図
を
、

一

九
二
八
年
（
昭
和
三
）
に
神
宮
司
庁
が
影
写
し
た
も
の
で
あ

り
、
神
宮
文
庫
に
よ
る
復
刻
図
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
一
九

O
七
年

（
明
治
四
O
）
に
御
幸
道
路
建
設
工
事
の
た
め
に
、

屋
敷
は
中
央
部
で
分
断
さ
れ
た
が
、
そ
の
時
の
道
路
位
置
な

ど
も
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。

ま
た
平
面
絵
図
に
添
付
さ
れ
た
説
明
に
よ
れ
ば
、
三
日
市

大
夫
次
郎
邸
は
御

師
制
度
の
廃
止
後
も

、

多
く
の
御
師
邸
が

消
え
去
る
な
か
、
参
宮
者
の
た
め
の
旅
館
と
し
て

営
業
を
続

け
た
。
そ
し
て
御
幸
道
路
建
設
に
よ

っ

て
建
物
は
大
き
く
削

ら
れ
た
も
の
の
、
残
り
の
部
分
は
維
持
さ
れ
、
一

九
四
五
年

（
昭
和
二
O
）
七
月
の
空
襲
で
焼
失
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
l

ム
は
、
き
ら
に
詳
細
な
資
料

図
版

（
川
治
問
O
）
頃
に
・
実
測
作
成
さ
れ
た
も
のt
推
定
さ
れ
て

い
る
。

し
た
が
っ
て
平
而
絵
凶
は
、
復

一正
の
日
標
で
あ
る
江

戸
期
で
は
な
く
、
明
治
水
期
の
姿
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る

。

し
か
し
、
御
師
制
度
が
廃
止
さ
れ
、
御
川
の
勢
力
が
哀
え

つ
つ
あ
る
明
治
則
に
な
っ
て
か
ら
幅
な
改
築
が
行
わ
れ
た

と
は
与
え
に
く
い
こ
と
、

明
治
則
に
も
従
来
通
り
旅
館
と
し

一
九
O
七
年
（
明
治
問
O
）
の
御

て
常
業
し
て
い
た
匂
」
と

山
下
道
路
建
設
に
よ
り
敷
地
が
分
断
さ
れ
る
以
前
の
姿
を
伝
え

て
い
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
す
る
と

一
部
に
変
更
は
あ
っ
た

平
而
絵
凶
の
内
宍
n

は
江
戸
期
の
を
を
ま
だ
色
濃

く
伝
え
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

ま
た
平
副
絵
凶
は
、
上
地
物
件
調
書
の
附
属
凶
」
印
と
い
う

性
栴
も
あ
っ
て
、
全
般
に
わ
た
り
詳
納
な
書
き
込
み
が
み
ら

れ
る
。

そ
の
内
宗
一
は
、
内
部
空
間
に
つ
い
て
は
室
名
、
帖
数
、

柱
間
寸
法
、
建
具
の
種
類
、
床
の
材
質
、
井

一戸
や
下
水
の
位

置
な
ど
、
ま
た
外
構
で
は
樹
木
、
飛
石
、
灯
龍
、
池
、
塀
の

種
類
に
至
る
ま
で
克
明
に
記
さ
れ
て
い
て
、
建
築
の
規
模
や

様
式
を
知
る
に
も
賞
重
な
資
料
で
あ
る

。

と
し
て
も
、

そ
こ
で
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
l

ム
は

平
面
絵
図
を
復
元
の

を
求
め
て
現
地
の
伊
勢
市
へ
と
赴
き
、
三
日
市
大
夫
次
郎
邸

の
旧
所
在
地
の
確
認
や
、
歴
史
資
料
の
取
材
、
参
考
と
な
る

伝
統
的
建
造
物
の
見
学
な
ど
を
数
度
に
わ
た
り
実
施
し
た
。

そ
の
結
果
、
前
記
の
平
面
絵
図
の
ほ
か
、
江
戸
期
の
古

地
図

、

三
日
市
大
夫
邸
を
描
い
た
銅
版
画

、

正
面
外
観
及
び
内
部
写

真
な
ど
の
資
料
を
入
手
す
る

こ
と
が
で
き

、

こ
れ
ら
を
基
に

復
元
作
業
を
行
っ
た
。
ま
た
、
御
師
邸
の
建
築
全
般
に
わ
た

り
、

三
重
大
学
地
域
共
同
セ
ン
タ
ー
助

教
授
・

菅
原
洋
一
氏

に
ご
教
示
を
い
た
だ
き
な
が
ら
作
業
を
進
め
た

。

。
三
日
市
大
夫
次
郎
邸
の
立
地

三
日
市
大
夫
次
郎
邸
の
平
面
絵
図
に
は
、
「
宇
治
山
田
市
大

字
岩
淵
町
百
武
番
地
」
t

い
う
住
所
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ

れ
を
伊
勢
市
の
明
治
期
の
地
図
、
及
、
び
現
在
の
地
図
と
照
合

す
る
？
と
、
伊
勢
市
役
所
や
伊
勢
税
務
署
の
あ
る一
角
に
あ
た

る

。
実
際
仁
現
地
に
赴
く
と
、
税
務
署
の
敷
地
内
に
三
日
市

大
夫
次
郎
邸
の
旧
地
で
あ
る
こ
t

を
示
す
小
さ
な
碑
が
あ
り
、

明
治
期
に
お
け
る
所
在
地
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

岡
山
口

基
礎
資
料
と
し
つ
つ
、
細
部
の
意
匠
な
ど
に
は
江
戸
期
の
雰

阿
気
を
再
現
し
な
が
ら
、
で
き
る
だ
け
全
盛
期
の
姿
へ
の
ア

プ
ロ
l

チ
を
試
み
た

。

〈
敷
地
及
び
建
物
の
概
要
〉

三
日
市
大
夫
次
郎
邸
の
巾
l

面
絵
問
は
、

奥
行
の
深
い
大
規
模
な
木
造
建
築
の
姿
を
惣
像
さ
せ
る
資
料

で
あ
る
。

敷
地
は
、
間
μ

約
五
五
メ
ー

ト
ル
、
奥
行
約
二

二

0
メ
ー
ト
ル
、
総
而
積
約

一
八
O
O
坪
、
建
物
の
総
床
面
積

は
約
八
O
O
坪
に
及
ぶ

。

敷
地
は
門
t

塀
で
閉
ま
れ
た
郭
的

構
成
と
な
っ
て
い
て
、
こ
れ
は
同
じ
山
凹

の
御
師
と
し
て
栄

一
見
し
て
す
「
に

犬
、
久
保
倉
大
夫
な
ど
の
屋
敷
と
共
通
す
る
も
の

の
、
建
物
脱
模
は
最
大
で
あ
り
、
伊
勢
随
一
の
御
師
に
ふ
さ

わ
し
い

。

最
近
の
木
造
建
築
で
は
体
験
し
え
な
い
ほ
ど
の
、

ス
ケ
ー
ル
の
大
き
き
で
あ
る

。

－F
－
3

」
トd
B

J

〆
＋
J

企
日

細
長
く
広
大
な
敷
地
に
、
棟
を
い
く
つ
も
連
ね
、
随
所
に

庭
を
配
世
し
た
構
成
は
、
バ
ラ
ン
ス
が
良
く
破
綻
が
ほ
と
ん

ど
感
じ
ら
れ
な
い
。

棟
に
よ
っ
て
軸
線
に
若
千
の
違
い
が
み

ら
れ
る
が

、
こ
れ
は
長
い
歴
史
の
な
か
で
増
改
築
を
繰
り
返

し
た
結
果
t

思
わ
れ
る
。
平
面
絵
図
に
は
書
き
込
み
が
多
く
、

内
外
の
境
界
の
分
か
り
に
く
い
部
分
な
ど
も
あ
り
、
細
部
に

至
る
ま
で
の
読
み
取
り
に
は
長
時
聞
を
要
し
た
が
、
色
分
け

し
て
整
理
す
る
と

、

各
棟
の
つ
な
ぎ
や
大
小
の
庭
の
配
置
に

は
た
く
み
な
計
画
性
が
感
じ
ら
れ
た

。

明
治
期
の
銅
版
画
『

三
日
市
大
夫
次
郎
邸
之
図
』

（
図
版

す
み
や
h
vら

3

、
堀
田
吉
雄
氏
所
蔵
）
に
は
、
門
前
向
脇
に
隅
櫓
を
設
け
、

大
き
な
長
屋
門
を
構
え
、
そ
の
向
こ
う
に

屋
根
を
連
ね
て
い

く
つ
も
の
棟
が
建
ち
並
ぶ
様
子
が
描
か
れ
て
い
て
、
こ

の
絵

か
ら
も
建
物
の
規
模
の
大
き
き
と
豪
壮
な
雰
岡
気
を
う
か
が

い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

御
師
邸
ら
し
い
特
徴
も
随
所
に
み
ら
れ
る
。

武
家
屋
敷
を
思
わ
せ
る
門
前
両
脇
の
隅
櫓
や
長
屋
門
、
常

使
灯
の
並
ん
だ
前
庭
な
ど
は
檀
家
で
あ
る
参
宮
者
を
迎
え
る

数
多
く
の
客
室
や
広
々
と
し
た
台
所
は
旅
館

装
置
で
あ
り
、

？
と
し
て
の
純
機
能
的
空
間
、そ
し
て
奥
に
あ
る
神
楽
殿
（
神

さ
ら
に
古
い
時
代
の

資
料
の
調
査
を
行
っ
た
結
果
、
『
寛
永
年
中
山
田
郷
内
惣
図
』

（
図
版2
）
の
な
か
に
三
日
市
大
夫
の
名
を
見
出
し
た
。
こ

の
古
地
図
は
、
江
戸
時
代
初
期
の
寛
永
年
間
の
山
田
郷
全
体

を
描
い
た
も
の
（
文
政
年
閣
の
写
し
）
で
、
森
に
固
ま
れ
た

外
宮
を
中
心
に
、
寺
院
や
御
師
邸
な
E

の
主
要
な
施
設
名
が

記
載
さ
れ
て
い
る
。

そ
の

一
角
、
外
宮
の
す
ぐ
近
く
に
、
三

日
市
帯
万
、
三
日
市
兵
部
の

二
軒
、
さ
ら
に
隣
接
し
て
久
保

倉
大
夫
の
二
軒
、
合
計
四
軒
分
の
御
師
の
名
が
記
さ
れ
て
い

クQ
。 そ

こ
で
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
l

ム
は
、

一
二
日
市
帯
万
家
は、
前
述
の
よ
う
に
江
戸
時
代
に
は
三
五

万
余
の
檀
家
数
を
誇
っ
た
伊
勢
最
大
の
御
師
で
あ
る
。
古
地

図
に
示
さ
れ
た
屋
敷
の
所
在
地
は
、
外
宮
と
の
位
置
関
係
な

ど
か
ら
判
断
し
て
、
明
治
期
の
三
日
市
大
夫
次
郎
邸
と
同
じ

場
所
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
興
味
深
い
点
は
、
そ
の
敷
地
形
状
を
古
地
図
（

寛

永
期
）
と
平
面
絵
図
（
明
治
期
）
と
で
比
較
す
る
と
、
は
ぼ

一
致
す
る
（
古
地
図
で
は
前
面
道
路
側
は
細
長
い
路
地
風
の

敷
地
形
状
と
な
っ
て
い
る
が
、
敷
地
全
体
の
形
状
に
は
大
き

な
差
異
は
な
い
）
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
三
日
市
大
夫
次
郎
邸

は
江
戸
期
か
ら
明
治
期
を
通

し
て
同
じ

場
所
に
あ
り
、
ほ
ぼ
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同
じ
敷
地
規
模
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

古
地
図
か
ら

三
日
市
大
夫
次
郎
邸
の
立
地
条
件
を
考
え
る

と

、
中
世
か
ら
市
が
立
っ
た
は

E

の
交
通
の
要
地
で
あ
り
、

繁
栄
し
た
山
田
の
町

の
な
か
で
も
外
宮
の
近
く
と
い
う
恵
ま

れ
た
場
所
に
あ
り
、
さ
ら
に
内
宮
へ
向
か
う
に
も
都
令
の
良

い
住
置
を
占
め
て

い
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ

の
地
に
は
隣

接
し
て
三
日
市
大
夫
家
と
久
保
倉
大
夫
家

の
四
軒
が
並
ん
で
い
た
。
伊
勢
を
代
表
す
る
御

師
の
本
家
・

分
家
が
、
外
宮
の
深
い

森
を
背
景
に
美
し
い

蓑
を
連
ね
て
並

び
建
つ
姿
は
、
さ
ぞ
か
し
壮
観
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

。
三
日
市
大
夫
次
郎
邸
の
建
築
構
成

三
口
市
大
夫
次
郎
邸
の
平
面
絵
図
は
、
菅
原
洋

一
氏
の
研

究
に
よ
れ
ば

一
九
O
六
年
（
明
治
三
九
）
か
ら
一
九
O
七
年

殿
）
と
大
広
問
、
玄
関
近
く
に
あ
る
風
呂
場
（
潔
斎
の
た
め

に
も
使
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
）
な
ど
は
、
御
師
邸
が
信
仰

と
密
着
し
た
空
間
で
も
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る

。

常
夜
灯
に
火
の
入
る
薄
暮
の
時
刻
、
御
師
邸
に
到
着
し
た

人
々
は
長
屋
門
を
く
？
っ
て
前
庭
に
入
る

。

前
庭
は
二
五
メ

ー
ト
ル
角
の
広
々
と

し
た

空
間
で
、
開
け
た
視
界
の
向
こ

う

に
は
瓦
屋
根
を
幾
重
に
も
連
ね
た
棟
が
み
え
、
そ
の

豪
壮
さ

に
口
を
見
張
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
前
庭
に
は
、
動
線
に
沿

い
常
夜
灯
が
並
べ
ら
れ
、
人
々
は
灯
り
の
も
て
な
し
を
受
け

な
が
ら
導
か
れ
る
よ
う
に
奥
へ
と
進
み
、

止
面
玄
関
横
の
小

吸
い
込
ま
れ
る
よ
う
に
中
庭
へ
と
入
る

。

視
界
は
一
気
に
せ
ば
ま
り
、
小
さ
な
常
夜
灯
に
照
ら
さ
れ
必

わ
ら
じ

ち
着
い
た
中
庭
に
は
内
玄
関
が
あ
り

、
そ

こ
で
草
特
を
脱
ぎ
、

さ
な
門
を
く
「
り
、

い
よ
い
よ
御
師
邸
に
上
が
る
。

畳
廊
下
や
渡
り
廊
下
を
通
り
、
棟
か
ら
棟
へ
、
奥

へ
奥
へ

と
案
内
さ
れ
な
が
ら
、
客
た
ち
は
そ
の
広
さ
を
身
を
持
っ
て

実
感
す
る
こ
と

t

な
る
。

三
日
市
大
夫
の
屋
敷
は
う
っ
か
り

そ
ん
な
唱
が
近
代
に
至
る
ま
で
残

15 

入
っ
た
ら
迷
子
に
な
る
、

っ
て
い
た
と

い
う
。

風
円
で
旅
の
垢
を
落
と
し
て
身
を
清
め
、

ひ
と
息
つ
い
た
頃
、
特
に
威
儀
を
た
だ
し
た
御
師
が
現
わ
れ
、

丁
重
な
挨
拶
を
受
け
る

。

そ
れ
か
ら
金
欄
に
飾
ら
れ
た
神
楽

殿
へ
t

向
か
い
、
厳
粛
な
雰
囲
気
の
な
か
で
神
楽
を
奉

納
し

た
後
、
広
聞
で
の
直
会
と
な
る
。
二
の
膳
、
三
の
膳
什
き
の

本
格
的
な
料
理
と
酒
を
存
分
に
味
わ
い
、
や
が
て
結
構
な
造

り
の
庭
に
面
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
部
屋
に
戻
る
と

柔
ら
か
い
絹

の
組
夜
具
が
敷
か
れ
て
い
る
・：

こ
う
し
た

一
連
の
シ
ー
ク
ェ
ン
ス
を
踏
ま
え
た
、
格
式
と

演
出
効
果
、
そ

し
て
機
能
性
と
を
合
わ
せ
も
っ
た
空
間
構
成

を
、
平
面
絵
図
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る

。

〈
建
物
の
平
商
構
成
と
機
能
〉

三
日

市
大
夫
次
郎
邸
の
屋
敷
の
規
模
は
総
床
面
積
約
八
O

O
坪
に
及
、
び、

客
室
棟
五
棟
、
神
楽
棟

（
神楽
殿
・

広
間
）
、

台
所
棟
、
住
宅
棟
、
付
属
棟
（
蔵
・

門
・

納
屋
な
ど
）
か
ら

構
成
さ
れ
て
い
る

。

床
面
積
か
ら
各
部
分
の
構
成
比
率
を
み

・
・

司, 



る
と
、
客

宰
一
一六
%
、
神
楽
殿
・
広
間

一
O
%
、
台
所
・

執

務
二
三
%
、
住
宅
七
%
、
成
・
門

一
五
%
と
な
る

。

ま
た
、
機
能
面
か
ら
み
る
と
、
建
物
は
玄
関
部
分
を
境
界

と
し
て
、
存

室
側
（
客
室

・
神
楽
殿
・
広
間
・
風
円
場
な
ど
）

と
、
も
て
な
し
側
（
台
所
・
住
宅
な
ど
）
に
分
か
れ
て
い
る

。

・
門
構
え

平
面
絵
凶
、
銅
版
岡
の
は
か
、

三
日
市
大
夫
次
郎
邸
の
正

面
部
分
を
写
し
た
外
観
写
長
（
凶
版

4

・
5

・
6

、
明
治
期

1

大
一止
則
）
を
み
る
と
、
門
は
い
ず
れ
も
長
屋
門
と
な
っ
て

い
る
。

た
だ
し
、
前
述
し
た
江
戸
期
の
占
地
凶
で
は
、
前
面

道
路
取
り
付
け
部
分
が
路
地
風
の
細
長

い
敷
地
形
状
と
な
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
以
前
は
柴
医
門
で
あ

っ

た
可
能
性
も
あ

る
。

御
川
邸
の
柴
医
門
と
し
て
は
、
福
島
み
さ
き
大

犬
邸
の

も

の
が
移
築
保
存
さ
れ
て
い
る

。

ど
ち

ら
の

形
式
の
門
も
、

訪
れ
る
折
に
栴
式
を
印
象
付
け
る
効
川
木
が
あ
る
が
、三
日
市

大
犬
次
郎
郎
。
て
は
門
前
両
協
に
附
惚
を
置
き
、
い
っ
そ
う
荘

重
な
景
観
を
生
み
出
し
て
い
る
。

玄
関

長
屋
門
を
入
っ
た
正
面
に
当
た
り
、
三
日
市
大

夫
次
郎
邸
の
正
規
の
出
入
口
と
考
え
ら
れ
る
。
奥
に
は
茶
器

室
、
隣
接
し
て
事
務
室
が
あ
る
。
八
ム
家
や
武
家
な
ど
の
賓
客

は
、
こ
の
玄
関
か
ら
奥
に
通
さ
れ

、

の
小
さ
な
門
を
潜
り
、

玄
関
は
、

一
般
の
客
（
壇
家
）
は
横

内
玄
関
を
利
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

客
室

客
室
棟
は
、
中
廊
下
型
三
棟
、
片
廊
下
型
二
棟
の
計
五
棟

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
広
さ
四
畳i

一
六
畳
の
部
屋
が
計

三
二
｛
五
士
の
り
四
室
を
除
く
と
い
ず
れ
も
庭
に
面
し
た
造
り

と
な
っ
て
い
る
。

平
面
絵
図
、
て
は
、
客
室
に
一
号i
四
三
口
す
ま
で
の
番
号
が

付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
二
ハ
号
1

二
六
号
ま
で
の

一
一
室
分
が
見
当
た
ら
な
い

。

こ
の
客
室
番
号
が
三
日
市
大

夫
次
郎
邸
に
お
け
る
固
有
の
番
号
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

欠
蕎
部
分
は
焼
失
、
建
替
な
ど
の
事
情
に
よ
り
滅
失
し
た
部

分
を
意
味
す
る
可
能
性
が
あ
る

。

番
号
の
並
び
か
ら
は
、
欠

番
部
分
は
は
ば
広
問
、
神
楽
殿
部
分
に
相
当
す
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。

客
室
の
畳
数
合
計
は
二
j

八
・
五
畳
（
広
聞
と
廊
下
を
除

く
）
あ
り
、
こ
の
数
値
か
ら
宿
泊
人
数
を
試
算
し
て
み
た

。

宿
泊
客

一
人
あ
た
り

三
畳
と
し
て
計
算
す
る
と
、
九
六
人
程

度
と
い
う
こ
と
に
な
る

。

こ
れ
は
檀
家
を
客
と
し
、
豪
華
な

絹
の
疲
具
な
ど
を
ゆ
っ

た
り
と
敷
き
、
余
裕
を
も
っ
て
過
ご

せ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る

。

建
物
の
規
模
の
割
り
に
少

な
く
感
じ
ら
れ
る
が
、
便
所
の
数
を
調
べ
る
と
、
大
使
用

一

一
カ
所
（
裏
店
七
カ
所
）
、
小
使
用
五
カ
所
（
裏
方

一
カ
所
）

で
あ
る
こ
と
か
ら

も
、
妥
当
な
数
と
い
え
る
。

非
原
西
鶴
は

『
織
問
問』

を

二
千
、

の
な
か
で
、
御
師
邸
へ
の
宿
泊
客

こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
文

三
千
と
世一口
い
て
い
る
が
、

川下
ト
の
誇
張
に
過
ぎ
な
い

。

も

っ

と
も
お
か
げ
参
り
の
時
の

よ
う
に
、
数
え
切
れ
な
い
は
ど
の
参
宮
者
が
挙
に
押
し
掛

け
た
場
令
に
は

広
間
や
回
以
廊
下
な
E

も
利
用
し
て
数
百
h
ノ

.-. ... 
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E

の
客
室
棟
か
ら
も
行
き
や
す
い
場
所
に
あ
る。
ま
た
、
神

か
ん
し
a
う

楽
殿
と
広
間
の
あ
い
だ
に
は
白
石
敷
き
の
緩
衝
空
聞
を
設
け
、

独
立
性
を
高
め
て
い
る
こ
t

が
大
き
な
特
徴
と
な
っ
て
い
る

。

明
治
期
か
ら
大
正
期
の
も
の
と
思
わ
れ
る三
口
市
大
夫
次

郎
邸
の
神
楽
殿
の
内
部
写
真
（
伊
勢
市
立
図
書
館
所
識
の
ア

ル
バ
ム
中
に
所
載
）
。
て
は
、
白
石
敷
き
の
部
分
は
み
る
こ
と

が
で
き
な
い
が
、
床
面
を
高
く
し
て
入
口
に
階
段
を
設
け
て

昇
殿
す
る
形
式
と
し
、
高
欄
を
め
「
ら
せ
た
様
子
を
知
る
こ

と
が
で
き
る

。

高
欄
は
、
飾
り
金
具
t

と
も
に
伊
勢
神
宵
の

様
式
に
沿
っ
た
形
状
と
し
、
材
質
は
槍
を
用
い
て
い
る。

神
楽
殿
の
資
料
と
し
て
は
も
う

一
点
、
『
伊
勢
太
々
神
楽
執

行
之
図
』

（
図
版7
）
と
記
さ
れ
た
絵
画
資
料
が
残
っ
て
い

る
。

中
央
に
据
え
ら
れ
た
釜
の
前
に
「
三
日
市
大
夫
次
郎
」

の
名
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
検
討
を
行
っ
た
が
、

パ
明
君
お
叫
吋

内
一
戸
！
ふ
激
動
画
間
際
連
鴨
内

平
面
絵
図
と

一
致
し
な
い
。

神
楽
殿
に
関
し
て
は
、
明
治
の

初
め
に
焼
失
し
、
再
建
さ
れ
た
と
の
情
報
も
あ
る
が
、
よ
く

似
た
神
楽
執
行
図
が
比
較
的
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

考
慮
す
る
と

、

同
図
は
伊
勢
土
産
と
し
て
広
く
模
写
さ
れ
た

も
の
に
三
日
市
大
夫
次
郎
の
名
を
書
き
入
れ
た
可
能
性
が
高

い
。

し
た
が
っ
て
今
回
は
、
復
元
の
資
料
と
す
る
よ
り
、
神

楽
の
様
子
を
知
る
参
考
資
料
に
と
ど
め
た

。

神
楽
殿
と
並
ぶ
広
聞
は
、
神
楽
を
見
物
し
た
り
、
そ
の
後

の
供
応
の
場
t

し
て
使
わ
れ
る
空
間
で
あ
る
。

平
面
絵
図
に

は
広
き
五
十
七
畳
と
記
さ
れ
て
い
て
、
実
際
に
畳
割
り
を
す

る

t

合
致
し
な
い
た
め
、
床
の
間
の
畳
も
含
め
た
畳
数
と
し

た
。

明
治
期
か
ら
大
正
期
と
思
わ
れ
る
広
聞
の
写
真
（
図
版

8

、
伊
勢
市
立
図
書
館
ア
ル
バ
ム
）
が
残
っ
て
い
て
、
三
方

を
囲
む
畳
廊
下
や
広
聞
の
イ
ン
テ
リ
ア
が
よ
く
分
か
り
、
平

の
単
位
で
客
を
寝
泊
り
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
十
分
に
想

像
さ
れ
る
。

客
室
棟
の
様
式
は

、

書
院
造
り
を
取
り
入
れ
て
い
る
が
、
書

院
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
床
の
間
と
違
い
棚
を
も
っ
部
屋
は

一
五
室
に
t

ど
ま
り

、

上
段
の
聞
や
次
の
間
を
も
っ
本
格
的

な
書
院
は
み
ら
れ
な
い
。
ま
た
書
院
風
の
部
犀
と
普
通
の
客

室
と
の
あ
い
だ
に
は
特
別
な
隔
で
は
な
く
、
同
じ
棟
内
に
混

在
し
て
い
る
。
書
院
造
り
の
格
式
を
一
部
に
応
用
し
な
が
ら

も
、
機
能
性
や
効
率
を
重
ん
じ
た
柔
軟
な
客
室
構
成
を
行
っ

て
い
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
な
お
菅
原
洋
一
氏
の
研
究

の

に
よ
り
、
久
保
倉
大
夫
邸
に
は
賓
客
用
と
し
て
独
立
し
た
本

格
的
な
書
院
棟
が

、

ま
た
龍
大
夫
邸
に
は
一
般
客
室
と
同
じ

棟
に
二
つ
の
書
院
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

客
室
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
現
在
の
旅
館
？
と
は
異
な
り
、

三
室
を
除
き
、
ほ
と
ん
ど
の
部
屋
に
押
し
入
れ
が
な
い
こ
と

で
あ
る
。
別
な
場
所
に
夜
具
置
場
が
二
カ
所
あ
る
こ
と
か
ら
、

布
団
類
は
御
師
邸
の
下
働
き
た
ち
に
よ
っ
て
そ
の
つ
ど
各
部

屋
ま
で
運
ば
れ
、
再
び
片
付
け
ら
れ
た
も
の
？
で
あ
ろ
う

。

・

神
楽
殿
と
広
間

神
楽
殿
は
、
建
築
上
ば
か
り
で
な
く
、
御
師
の
経
営
上
も

非
常
に
重
要
な
施
設
で
あ
っ
た

。
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明
治
初
期
（

一
八
七
O
年
）
の
三
日
市
大
夫
次
郎
邸
の
収

益
内
訳
を
比
率
で
み
る
と
、
初
穂
料
六
四
・
九
%
、
村
楽
料

一
二
・
九
%
、
止
宿
料

二
ニ
・

二
%
と
な
っ
て
い
る
（
菅
原

氏
に
よ
る
）
。

床
面
積
の
比
率
で
は
、
客
室
（
二
六
%
）
に
対

し
て
神
楽
殿
・

広
間
（

一
O
%
）
に
過
ぎ
な
い
が
、
収
益
の

上
で
は
神
楽
料
が
止
宿
料
を
大
き
く
上
回
っ
て
お
り
、
そ
の

重
要
性
を
知
る
こ
と
が
で
き
る

。

た
だ
し
神
楽
肢
を
も
っ
御
師
は
、
三
日
市
大
夫
の
ほ
か
、

龍
大
夫
、
橋
村
大
夫
な
ど

一
部
に
限
ら
れ
て
い
た

。

神
楽
殿

を
も
た
な
い
御
師
邸
で
は
、
広
聞
の
建
具
を
は
ず
し
、
柱
を

金
欄
で
飾
り
、
神
楽
を
執
行
し
た
t

き
れ
て
い
る
。

神
楽
殿
の
位
置
は
、
御
師
邸
の
も
っ
と
も
奥
を
占
め
る
こ

と
が
多
い
が
、
一
二円
市
大
夫
次
郎
邸
で
は
奥
に
あ
る
と
同
時
に
、

図版 6 向上昭和 13年／大島順一氏蔵
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面
絵
図
と
も
一
致
す
る
。
た
だ
し
、
神
楽
殿
側
の
畳
廊
下
の

建
具
が
腰
紙
貼
り
の
壁
と
な
っ
て
い
て
、
こ
れ
で
は
神
楽
の

見
物
が
で
き
な
い
。
お
そ
ら
く
御
師
制
度
の
廃
止
後
に
改
装

さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

・

台
所

御
師
邸
の
台
所
の
様
子
は
、
井
原
西
鶴
の
『

織
留
』

や
鳥

居
清
経
画
『
伊
勢
参
宮
初
心
書
』
、
川
口
呉
川
画
『
御
師
邸
内

図
』

な
ど
に
、
文
章
や
絵
画
に
よ
っ
て
描
写
さ
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
も
土
間
に
大
釜
、
大
鍋
を
い
く
つ
も
並
べ
、
板
の
間

に
は
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
膳
や
椀
、
皿
が
置
か
れ
、
大
勢

の
人
々
が
戦
場
の
よ
う
な
忙
し
さ
の
な
か
で
賄
い
に
精
を
出

し
て
い
る
。

一
O
O
人
近
い
客
に
二
の
膳
、
三
の
膳
付
き
の
本

格
的
な
料
理
を
提
供
す
る
と
な
る
と
、
賄
い
方
は
一
日
を
忙

実
際

M
m
e
d

域
d
配
町】
む
円
、



殺
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

西
鶴
は

れ
る
焼
物
は
両
面
を
焼
く
と
い
う
こ
と
は
な
い

魚
は
湯
の
な
か
で
茄
で
あ

J

げ

伊
勢
の
御
師
邸
で
出
さ

な
ぜ
な
ら

て
焼
き
目
を
つ
け
る
だ
け
だ
か
ら熱
し
た
小
子
を
片
面
に
当
て

な
ど
と
榔
撤
し
て
い
る
。

御
師
邸
で
は
膨
大
な
量
の

そ
の
真
偽
の
ほ
ど
は
不
明
だ
が

料
理
を
こ
な
す
だ
け
の
大
規
模
な
台
所
が
必
要
で
あ
っ
た
こ

’
と
は
確
か
で
あ
る。

前
面
道
路

～ニ「

あ
げ
れ
ば
、

三
日
市
大
夫
次
郎
邸
の
台
所
も
、
や
は
り
巨
大
で
あ
る

。

土
聞
と
板
の
間
を
合
わ
せ
る
t

一
二
O
畳
に
も
の
ぼ
り
、
邸

内
で
は
最
大
の
空
聞
を
構
成
し
て
い
る
。
ま
た
、
柱
と
柱
の

ス
パ
ン
は
、
木
造
家
屋
と
し
て
は
大
き
い
五
メ
ー
ト
ル
前
後

に
も
な
っ
て
い
る
。

台
所
は
、
住
宅
棟
！ζ
客
室
棟
の
中
間
に
あ
り
、
動
線
上
の

重
要
な
位
置
を
占
め

て
い
る
。

板
の
間
に
は
隣
接
し
て
賄
い

取
締
人
室
、
料
理
人
室
、
下
男
室
、
物
入
な
ど

、
土
間
部
分

に
は
釜
場
、
流
し
、
魚
焼
場
な
E

、
ま
た
竹
を
敷
い
た
洗
い

場
付
近
に
は
青
物
魚
類
入
れ

、

魚
冷
や
し

場
な
ど
が
整
然
と

配
置
さ
れ
て
い
る
。

人
と
物
の
動
き
を
考
え
、
機
能
性
や
効

率
を
第
一
？
と
し
た
構
成
で
あ
るこ
と
が
分
か
る

。

・

住
宅

住
宅
棟
は
、
前
面
道
路
に
近
く
、
門
脇
の
一
角
を
占
め

て

い
る
。

台
所
に
近
い
部
分
は

、

二
畳
j

八
畳
の
部
屋
が
い
く

つ
も
の
小
さ
な
庭
を
は
さ
ん
で
連
な
っ
て

い
る

。
床
の
間
や

賄方の動線

ー

ス
は
、

風
片
場
の
炊
き
付
け
場
と
み
ら
れ
る

よ
内
か
室
外
か
の
表
記
が
な
い
が
、
川
途
な
E

か

ら
外
部
空
間
と
判
断
し
た

。

広
閣
の

る

間
ス

ペ

つ
け
び
さ
し
ど
ぴ
き
し
え
ん
ぴ

S

し
ふ
き
お
ろ
い
た

平
面
絵
図
に
、
「
附
庇
」
「
上
庇L
「
縁
庇L
「
葺
卸
シ
」
「
板

ぴ
さ
し
ち
げ
た

庇
」
「
出
桁L
な
ど
の
屋
根
の
形
状
を
示
す
書
き
込
み
が
み
ら

れ
る
が
、
こ
れ
ら
も
銅
版
画
の
内
容
と
ほ
ぼ
一
致
す
る

。

ま

た
、
梁
聞
な
ど
の
棟
の
か
た
ま
り
を
示
す
構
造
寸
法
の
書
き

込
み
が
あ
る
こ
t

か
ら
、
こ
れ
を
参
考
に
し
て
柱
の
位
置
や

通
り
を
検
討
し
つ
つ
厘
根
伏
の
形
状
を
決
定
し
て
い
っ
た

。

屋
根
勾
配
は
、
銅
版
画
及
び
伊
勢
地
方
の
町
家
の
い
事
例
を

参
考
に
、
四
寸
i

五
す
勾
配
の
あ
い
だ
で
決
定
し
た

。

玄
関

の
一
部
t

道
路
側
二
階
屋
の
屋
根
に
は
ム
ク
リ
を
付
け
た
。

さ
ん
が
h
ら

葺
き
材
は
桟
瓦
と
し
た
が
、
長
屋
門
に
は

二
列
1

三
列
の

丸
瓦
の
ま
ぜ
葺
き
が
み
ら
れ
る

。

け
ら
ば

（
妻
側
の
両
端
）

の
二
列
の
丸
瓦
は
、
本
来
は
風
で
飛
ぶ
こ
と
を
防
ぐ
目
的
が

あ
り
、
他
地
方
で
も
み
ら
れ
る
も
の
だ
が
、
こ

の
場
合
に
ま

デ
ザ
イ
ン
的
子
法
と
思
わ
れ
る

。

屋
根
に
関
し
て
今
回
も
っ
と
も
難
航
し
た
の
は
、
台
所
部

分
で
あ
っ
た

。

銅
版
画
、
て
は
、
長
い
谷
形
状
（
凹
部
）
を
も

っ
屋
根
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
雨
忙
舞
い
の
点
で
不
自

開
局
胡
晩
酌
町
一

’
4
7
j前
道
陣
溜
蒋
附
i

辻ー

さ
れ
戸
噌
暗
主
3
Nμ
1
S噸

濡
れ
縁
を
も
っ
部
屋
が
あ
る
ほ
か
、
湯
殿
や
化
粧
室
を
備
え

て
お
り
、
御
師
と
そ
の
家
族
の
私
的
な
生
活
の
場
と

、

家
族

の
接
客
の
た
め
の
奥
座
敷
な
ど
の
空
間
と
考
え
ら
れ
る
。
大

き
く
二
群
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

二
世
帯
i

三
世
帯
が

暮
ら
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
り
、
部
屋
の
用
途
を
限
定

し
な

い
日

本
の
住
宅
だ
け
に

多
様
な
推
察
が
可
能
で
あ
る
。

道
路
側
の
二
階
建
の
建
物
は
、
上
下
階
と
も
に
一
O
畳
の

広
聞
を
も
っ
独
立
し
た
建
物
で
あ
る
。
門
前
へ
と
出
る
独
自

の
出
入
μ

が
あ
り
、
単
独
の
機
能
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
み

三
日
市
大
夫
次
郎
邸
の
正
面
写
真
で
外
観
を
み
る
と
、

屋
根
に
は
他
の
棟
に
は
な
い
ム
ク
リ
が
み
ら
れ
る
。
現
存
す

る
小
西
万
金
丹
の
建
物
に
も
近
い
意
匠
だ
が
、
室
内
は
床
の

間
な
ど
の
な
い
簡
素
な
作
り
で
あ
り
、
使
用
人
の
詰
め
所
、

寝
室
、
門
前

の
監
視
所
な
ど
を
兼
ね
た
建
物
と
思
わ
れ
る

。

門
前
へ
の
出
入
口
は
、
レ
わ
ゆ
る
勝
手
口

の
機
能
を
も
つ
も

の
で
あ
ろ
う
。

・
ぇ
。
。。

・

水
路
、
そ
の
他

平
面
絵
図
に
は
、
排
水
路
や

雨
落
溝
も
書
き
込
ま
れ
て
い
る

18 

ま
た
平
面
絵
図
に
み
る
柱
問
の
飛
び
具
合
（
間

隔
）
か
ら
も
現
実
味
が
薄
い
。
ま
た
、

台
所
の
屋
根
の
一
部

が
み
え
て
い
る
正
面
外
観
写
真
の
図
版

4

と
図
版
5

を
比
較

す
る
と
、
棟
の
長
さ
、
位
置
、
鬼
瓦
の
大
き
さ
な
ど

に
違
い

が
み
ら
れ
、
凶
版
5

が
改
築
さ
れ
た
状
態
を
示
し
て
い
る
可

能
性
が
高
い

。

然
で
あ
り
、

そ
こ
で

さ
ら
に
銅
版
同
や
平
面
絵
凶
と
も
詳
細
に
比
較

図
版
4

に
基
づ
い
て
復
元
を
行
っ
た

。

図

〈
屋
桜
形
状
に
つ
い
て
〉

前
述
し
た
川
治
後
則
の
銅
版
阿

『
三口
市
大

犬
次
郎
邸
之

凶
』

は
、
パ
ー
ス
の
な
い
日
本
の
伝
統
技
法
で
怖
か
れ
た
も

の
で
、
道
路
側
か
ら
み
た
鳥
敵
同
で
あ
り
屋
線
形
状
を
判
断

す
る
た
め
の
立
重
な
資
料
で
あ
る
。

平
雨
絵
凶
t

比
較
す
る

と
、
画
面
構
成
の
上
で

一
部
の
蔵
を
移
動
し
た
り
、
渡
り
廊

下
な
ど
の
屋
恨
形
状
に
追
い
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
お
お
む

ね
一
致
し
て
お
り
、
制
か
い
部
分
ま
で
よ
く
表
現
さ
れ
て
い

る
。

ま
た
、

三
日
市
大
犬
次
郎
郎
の
正
而
外
観
写
兵
に
み
え

て
い
る
部
分
と
も
ほ
ぼ

一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
銅
版
岡

の
内
容
は
全
体
を
正
確
に
表
現
し
て
い
る
も
の
t

判
断
し
た
。

屋
根
形
状
は
、
客
室
二
棟
と
長
屋
門
脇
の
隅
櫓
が
入
母
屋
、

面
が
寄
棟
。
て
、
ほ
か
は
す
べ
て
切
妻1
ζ
な
っ
て
い

検
討
し
た
結
果
、

版
4

の
写
真
か
ら
撤
影
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
・

ポ
イ
ン
ト
を

求
め
、
そ
こ
か
ら
の
ラ
イ
ン
上
に
鬼
瓦
の
位
置
を
忽
定
し
、

も

っ
と
も
妥
当
t

思
わ
れ
る
棟
の
位
置
を
決
定
し
た

。

増
改
築
な
ど
で
生
じ
た
と
忠
わ
れ
る
棟
の
角
度
の
振
れ
や
、

屋
根
の
お
さ
ま
り
は
、
と
も
す
れ
ば
不
自
然
な
形
状
と
な
る
可

能
性
が
あ
り
、
図
面
作
成
上
と
く
に
気
を
配
っ
た
点
で
も
あ
る。

〈
立
商
構
成
〉

立
面
の
復
元
に
当
た
っ
て
は
、
銅
版
画
や
正
面
外
観
写
真

の
ほ
か
、
伊
勢
地
方
に
残
る
伝
統
的
な
町
並
（
川
崎
、
大
湊
、

神
社
町
、
二
見
旅
館
街
な
ど
）
や
家
屋
（
麻
吉
旅
館
、
小
西
万

金
丹
、
二
軒
茶
屋
餅
な
ど
）
を
数
多
く
見
学
し
、
参
考
と
し
た
。

げ
や

伊
勢
地
方
の
伝
統
的
町
家
は
、
妻
入
り
で
側
面
に
下
屋
を

設
け
る
も
の
が
多
く
、
他
の
地
方
で
は
平
入
り
が
一
般
的
で

あ
る
の
と
好
対
照
を
な
し
て
い
る

。
三
日
市
大
夫
次
郎
邸
。
て

も
道
路
側
の
二
階
建
て
建
物
は
、
こ
の
地
卜
力
の
町
家
と
類
似

し
た
み
い
た
ぽ

し
た
外
観
と
な
っ
て
い
る

。

ま
た
、
外
壁
面
は
下
見
板
張
り

と
す
る
が

、

軒
下
回
り
に
は

「
張
出
し
な
ん
張
り
」
と

呼
ば

れ
る
張
出
し
壁
を
設
け
る
こ
と
が
大
き
な
特
徴
の
一
つ
で
あ

る
。

張
出
し
な
ん
張
り
に
は
、
外
壁
を
風
雨
か
ら
保
護
す
る

役
割
が
あ
り
、
こ

の
地
方
独
特
の
様
式
と
な
っ
て
い
る

。

し
か
し
、
三
日
市
大
夫
次
郎
邸
に
つ
い
て
は
、
銅
版
画
な

ど
を
み
て
も
張
出
し
な
ん
張
り
は
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い

。

こ

れ
は
御
師
邸
t

一
般
民
家
と
の
違
い
t

も
考
え
ら
れ
、
今

回
の
復
元
で
は
外
壁
は
下
見
板
張
り
と
し
た

。

建
物
の
棟
ぃ
品
に
つ
い
て
は
、
銅
版
画
の
は
か
、
見
学
し
た

伊
勢
の
民
家
を
参
考
に
し
、
屋
根
の
重
な
り
具
合
な
ど
か
ら

こ
と
か
ら

、

』
こ
で
も
検
討
を

行
っ
た
。
三
重
県
名
張
市
の
藤

堂
家
旧
邸
跡
か
ら
発
掘
さ
れ
た

排
水
路
の
資
料
を
参
考
に
、
縁

部
分
に
石
を
並
べ
、
側
面
及
、
び

底
面
を
漆
喰
で
固
め
た
形
式
と

し

た
。

一
例
を

決
定
し
て
い
っ
た
。

細
部
の
意
匠
は
、
平
面
絵
図
の
表
記
や

銅
版
画
な
ど
か
ら
判
断
し
た
が
、
ガ
ラ
ス
窓
部
分
は
障
子

に

変
更
す
る
な
E

、

江
戸
期
の
様
式
を
再
現
す
る
よ
う
に
努
め

た
。

開
口
部
は
雨
戸
、
板
戸
の
付
い
て
い
な
い
部
分
に
つ
い

て
は
格
子
打
と
し
た
。

ま
た
、
台
所
の
上
部
に
は
煙
出
し
と

採
光
州
の
高
窓
を
設
け
た

。

作
業
を
終
え
て

今
凶
の
復
元
は
、
建
物
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
「
御
師
と
は

何
か
」
と
い
う
基
本
的
な
知
識
を
学
ぶ
作
業
か
ら
始
ま
っ
た

。

作
業
が
進
む
に
つ
れ
、
伊
勢
の
御
師
た
ち
の
活
動
の
ス
ケ
ー

ル
や
、
そ
の
母
体
と
も
な
っ
た
御
師
邸
の
規
模
に
ふ
れ
、
あ

ら
た
め
て
御
師
の
果
た
し
た
役
割
の
大
き
さ
に
目
を
見
張
っ

、
，
』
。

中
i

御
師
邸
は
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
全
国
か
ら
伊
勢
参

り
に
訪
れ
た
数
え
切
れ
な
い
は
ど
の
人
々
が
宿
泊
し

、
一
生

に
一
度
の
貴
重
な
思
い

出
と
し
て
、
そ

の
姿
を
記
憶
し
て
い

っ
た
も
の

で
あ
る
。

そ
れ
が
現
在
は
、
残
念
な
こ
と
に

一
軒

も
残
っ
て
い
な
い
。
御
師
邸
の
復
元
は
、
あ

る

意
味
で
は
近

23 

世
ま
で
の
日
本
人
の
生
活
や
心
の
あ
り
様
に
も
ふ
れ
る
も
の

と
考
え
、
で
き
る
限
り
細
か
い
部
分
に
ま
で
こ
だ
わ
っ
て
作

業
を
行
っ
た
。

復
元
を
終
え
て
み
る
と
、
御
師
邸
は
十
返
舎
一
九
の
記
し

た
「
質
素
の
荘
厳
こ
ま
や
か
」
と
い
う
表
現
に
ふ
さ
わ
し
い

神
の
都
の
建
物
で
あ
る
こ
と
が
肌
で
感
じ
ら
れ
た
。
そ
の
一

端
が
読
者
に
も
伝
わ
り
、
御
師
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
て

い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

ご
監
修
い
た
だ
い
た
三
重

大
学
地
域
共
同
セ
ン

タ

ー
助
教
授
・

菅
原
洋
一
氏
を
は

じ
め
、

一
一
一
日
市
彰
氏
、
西
川
順
土
氏
、
堀
田
吉
雄
氏
、
伊
勢
市
の
神

宮
文
庫
、
伊
勢
市
立
図
書
館
、
伊
勢
市
立
郷
土
資
料
館
、
東

京
の
神
社
本
庁
な
E

多
く
の
方
々
に

ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し

た
。

改
め
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お
今
回
の
復
元
に
当
た
り
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