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【
事
実
の
概
要
】
 
 

し
ら
や
圭
ひ
め
 
 
 

白
山
比
嘩
神
社
御
鎮
座
二
千
百
年
式
年
大
祭
奉
賛
会
は
、
「
∩
山
比
嘩
 
 

神
社
の
御
神
徳
を
敬
仰
し
て
、
白
山
比
畔
神
社
の
式
年
大
祭
斎
行
の
諸
行
 
 

事
を
奉
賛
す
る
こ
と
」
を
目
的
と
L
て
設
立
さ
れ
た
団
体
で
あ
り
、
御
鎮
 
 

座
l
一
千
百
年
式
年
大
祭
の
斎
行
の
ほ
か
、
楔
場
・
爾
館
・
手
水
舎
・
仮
称
 
 

遊
神
殿
の
新
築
・
移
築
・
造
成
、
神
社
史
の
発
刊
等
を
事
業
内
容
と
し
て
 
 

い
る
。
平
成
一
七
年
六
月
、
白
山
市
内
の
一
般
施
設
に
お
い
て
、
関
係
者
 
 

一
二
〇
名
が
出
席
し
て
、
そ
の
騒
会
式
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
白
山
市
 
 

長
は
、
こ
の
発
会
式
に
来
賓
と
し
て
招
か
れ
、
白
山
市
の
職
員
を
伴
い
、
 
 

同
市
の
公
用
車
を
使
用
し
て
参
加
し
、
白
山
市
長
と
し
て
祝
辞
を
述
べ
た
。
 
 
 

本
件
は
、
市
長
の
こ
う
し
た
行
為
が
憲
法
第
二
〇
条
一
項
及
び
二
項
並
 
 

び
に
第
八
九
条
前
段
に
違
反
す
る
と
し
て
、
住
民
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
事
 
 

例
で
あ
る
。
な
お
、
本
件
発
会
式
の
式
次
第
は
、
一
般
に
見
ら
れ
る
各
種
 
 

判
例
研
究
…
 
 

≡
≡
≡
≡
≡
≡
≡
≡
≡
三
≡
≡
≡
≡
一
ニ
≡
≡
■
 
 

神
社
の
大
祭
奉
賛
会
発
会
式
へ
の
市
長
の
出
席
・
祝
辞
と
政
教
分
離
原
則
 
 

－
 
白
山
比
畔
神
社
御
鎮
座
二
千
百
年
式
年
大
祭
奉
賛
会
事
件
－
－
－
 
 

名
古
屋
高
裁
金
沢
支
部
平
成
二
〇
年
四
月
七
日
判
決
、
判
時
二
〇
〇
六
号
五
三
頁
 
 

岡
山
公
法
判
例
研
究
会
 
 

団
体
の
設
立
集
会
の
そ
れ
と
変
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
特
に
神
道
の
儀
式
 
 

や
祭
事
の
形
式
に
基
づ
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
 
 
 

原
審
（
金
沢
地
判
平
成
一
九
年
六
月
二
五
目
判
時
二
0
〇
六
号
六
一
頁
）
 
 

は
、
大
祭
奉
賛
会
が
特
定
の
宗
教
と
か
か
わ
り
合
い
を
有
す
る
も
の
で
あ
 
 

る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
発
会
式
自
体
の
宗
教
的
色
彩
は
希
薄
で
あ
 
 

っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
、
「
こ
の
よ
う
な
本
件
発
会
式
に
白
山
比
嘩
神
社
の
 
 

所
在
す
る
白
山
市
の
市
長
：
…
・
が
川
席
し
、
祝
辞
を
述
べ
る
こ
と
は
、
社
 
 

会
的
儀
礼
の
範
囲
内
の
行
為
で
あ
る
と
評
価
で
き
、
こ
れ
は
一
般
人
か
ら
 
 

見
て
も
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
［
市
 
 

長
の
］
上
記
行
為
が
、
山
般
人
に
対
し
て
、
白
山
市
が
特
定
の
宗
教
団
体
 
 

で
あ
る
白
山
比
嘩
神
社
を
特
別
に
支
援
し
て
い
る
と
い
う
印
象
を
与
え
る
 
 

こ
と
は
な
く
、
ま
た
、
他
の
宗
教
を
抑
圧
す
る
と
い
う
印
象
を
与
え
る
こ
 
 

と
も
な
い
」
と
述
べ
、
「
［
市
長
の
］
上
記
行
為
は
、
そ
の
目
的
が
宗
教
的
 
 

意
義
を
も
ち
、
そ
の
効
果
が
白
山
此
畔
神
社
あ
る
い
は
神
社
神
道
を
援
助
、
 
 

一
七
九
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旨
】
 
 

【
判
 
 

（
臼
的
効
果
基
準
に
関
し
て
津
地
鎮
祭
事
件
最
高
裁
判
決
を
引
用
し
た
 
 

後
で
）
 
「
白
山
比
畔
神
社
は
、
宗
教
団
体
に
当
た
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
 
 

り
、
本
件
大
祭
は
、
平
成
二
〇
年
に
白
山
比
嘩
神
社
の
鎮
座
二
m
0
0
年
 
 

と
な
る
こ
と
を
記
念
し
て
行
わ
れ
る
祭
事
で
あ
っ
て
、
同
神
社
の
宗
教
上
 
 

C
祭
祀
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
」
。
ま
た
、
大
祭
奉
賛
会
の
諸
事
業
 
 

が
「
宗
教
活
動
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
し
、
こ
れ
を
目
的
と
す
る
 
 

大
祭
奉
賛
会
が
宗
教
上
の
団
体
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
と
い
う
べ
き
 
 

で
あ
る
」
〔
）
 
そ
し
て
、
本
件
発
会
式
も
、
「
大
祭
奉
賛
会
の
本
件
事
業
を
遂
 
 

行
す
る
た
め
、
す
な
わ
ち
、
本
件
大
祭
を
奉
賛
す
る
宗
教
活
動
を
遂
行
す
 
 

る
た
め
に
、
そ
の
意
思
を
確
認
し
合
い
、
団
体
の
発
足
と
活
動
の
開
始
を
 
 

宣
明
す
る
目
的
で
開
催
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
 
 

る
」
。
 
 
 

「
そ
う
す
る
と
、
白
山
市
長
で
あ
る
A
が
来
賓
と
し
て
本
件
発
会
式
に
 
 

出
席
し
、
白
山
市
長
と
し
て
祝
辞
を
述
べ
た
行
為
 
（
本
件
行
為
）
 
は
、
白
 
 

山
市
長
が
、
大
祭
奉
賛
会
が
行
う
宗
教
活
動
 
（
本
件
事
業
）
 
に
賛
同
、
賛
 
 

助
し
、
祝
賀
す
る
趣
旨
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
、
白
山
比
 
 

畔
神
社
の
宗
教
上
の
祭
祀
で
あ
る
本
件
大
祭
を
奉
賛
し
祝
賀
す
る
趣
旨
を
 
 

表
明
し
た
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
し
、
本
件
行
為
に
つ
い
て
の
 
 

一
般
人
の
宗
教
的
評
価
と
L
て
も
、
本
件
行
為
は
そ
の
よ
う
な
趣
旨
の
行
 
 

助
長
又
は
促
進
す
る
よ
う
な
行
為
に
あ
た
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
 
 

憲
法
二
〇
条
三
項
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る
宗
教
的
活
動
に
は
あ
た
ら
な
い
」
 
 

と
判
示
し
て
い
た
。
 
 

∵
八
〇
 
 

為
で
あ
る
と
理
解
し
、
白
山
市
が
、
白
山
比
嘩
神
社
の
祭
祀
で
あ
る
本
件
 
 

大
祭
を
奉
賛
し
て
い
る
と
の
印
象
を
抱
く
の
が
通
常
で
あ
る
と
解
さ
れ
 
 

る
。
ま
た
、
前
記
事
実
関
係
か
ら
す
れ
ば
、
A
は
、
大
祭
奉
賛
会
及
び
本
 
 

件
発
会
式
が
前
記
趣
旨
∴
H
的
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
識
、
理
解
し
て
 
 

い
た
も
の
と
認
め
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
、
同
人
は
、
主
観
的
に
も
、
大
祭
 
 

奉
賛
会
が
行
う
本
件
事
業
を
賛
助
す
る
意
図
が
あ
っ
た
も
の
と
推
認
さ
 
 

れ
、
ひ
い
て
は
、
本
件
行
為
が
白
山
比
畔
神
社
の
祭
祀
で
あ
る
本
件
大
祭
 
 

を
奉
賛
す
る
と
い
う
宗
教
的
意
義
・
効
果
を
持
つ
こ
と
を
十
分
に
認
識
、
 
 

了
知
し
て
行
動
し
た
も
の
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
。
 
 
 

「
本
件
発
会
式
は
、
白
山
比
畔
神
社
の
境
内
で
は
な
く
、
同
神
社
外
の
 
 

M
般
施
設
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
自
体
は
、
神
道
の
儀
 
 

式
や
祭
事
の
形
式
に
基
づ
い
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
宗
教
的
な
儀
式
と
 
 

は
い
え
な
い
と
解
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
点
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
 
 

上
記
認
定
判
断
は
左
右
さ
れ
な
い
」
。
「
ま
た
、
∽
般
に
、
市
長
が
、
上
記
 
 

説
示
の
よ
う
な
発
会
式
に
出
席
し
、
市
長
と
し
て
祝
辞
を
述
べ
る
行
為
が
、
 
 

時
代
の
推
移
に
よ
っ
て
宗
教
的
意
義
が
希
薄
化
し
、
慣
習
化
し
た
社
会
的
 
 

儀
礼
に
う
ぎ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
は
到
底
認
め
ら
れ
な
い
し
、
一
 
 

般
人
が
社
会
的
儀
礼
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
と
評
価
し
て
い
る
と
も
到
底
考
 
 

え
ら
れ
な
い
」
。
 
 
 

「
以
上
に
よ
れ
ば
、
本
件
行
為
は
、
本
件
事
業
ひ
い
て
は
本
件
大
祭
を
 
 

奉
賛
、
賛
助
す
る
意
義
・
目
的
を
有
し
て
お
り
、
か
つ
、
特
定
の
宗
教
団
 
 

体
で
あ
る
白
山
比
畔
神
社
に
対
す
る
援
助
、
助
長
、
促
進
に
な
る
効
果
を
 
 

有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
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討
】
 
 
 

【
検
 
 

一
 
本
判
決
の
位
置
付
け
 
 
 

周
知
の
よ
う
に
、
憲
法
第
二
〇
条
三
項
に
よ
っ
て
回
又
は
地
方
公
共
団
 
 

体
が
行
う
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
「
宗
教
的
活
動
」
に
つ
い
て
は
、
津
 
 

1
）
 
 

地
鎮
祭
事
件
最
高
裁
判
決
以
来
、
宗
教
と
か
か
わ
り
合
い
を
も
つ
す
べ
て
 
 

の
行
為
が
こ
れ
に
当
た
る
わ
け
で
は
な
く
、
「
当
該
行
為
の
目
的
が
宗
教
的
 
 

意
義
を
も
ち
、
そ
の
効
果
が
宗
教
に
対
す
る
援
助
、
助
長
、
促
進
又
は
圧
 
 

迫
、
干
渉
等
に
な
る
よ
う
な
行
為
」
 
の
み
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
す
る
目
 
 

的
効
果
基
準
が
確
立
し
た
判
例
法
理
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

巨
的
効
果
基
準
に
対
し
て
は
、
基
準
と
し
て
の
明
確
さ
に
欠
け
る
と
し
 
 

て
批
判
的
な
意
見
が
あ
る
が
、
本
件
で
、
金
沢
地
裁
も
、
名
古
屋
高
裁
金
 
 

沢
支
部
も
、
明
示
的
に
薄
地
鎮
祭
事
件
を
引
用
し
て
、
目
的
効
果
基
準
を
 
 

円
い
て
判
断
を
行
っ
て
お
り
、
本
判
決
は
、
目
的
効
果
基
準
を
前
提
と
し
 
 

つ
つ
、
違
憲
の
結
論
を
導
い
た
事
例
に
新
た
な
一
例
を
付
け
加
え
た
も
の
 
 

と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 
 

二
 
光
例
と
の
関
係
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
本
判
決
は
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
目
的
効
果
基
準
を
用
い
 
 

す
一
）
 
 

て
違
憲
の
結
論
を
導
い
た
先
例
で
あ
る
愛
媛
玉
串
料
訴
訟
最
高
裁
判
決
に
 
 

は
二
百
も
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
し
か
し
、
以
下
に
み
る
よ
う
に
、
本
 
 

判
決
の
論
理
は
、
こ
の
最
高
裁
判
決
の
論
理
と
類
似
す
る
と
こ
ろ
が
少
な
 
 

く
な
く
、
そ
の
意
味
で
、
愛
媛
玉
串
料
訴
訟
最
高
裁
判
決
は
、
本
判
決
の
 
 

論
理
を
支
え
る
「
隠
れ
た
先
例
」
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

愛
媛
玉
串
料
訴
訟
車
高
裁
判
決
以
降
の
政
教
分
離
裁
判
の
特
徴
と
し
 
 

ヽ  

ヽ
ヽ
 
 

ヽ
ヽ
 
 

て
、
行
為
の
目
的
の
宗
教
的
意
義
を
論
じ
る
前
に
、
そ
の
行
為
の
宗
教
的
 
 

意
義
が
強
調
さ
れ
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
U
愛
媛
玉
串
料
訴
訟
に
お
い
て
最
 
 

高
裁
は
、
靖
囲
神
社
の
例
大
祭
等
が
宗
教
性
を
有
す
る
こ
と
、
そ
の
よ
う
 
 

な
祭
祀
に
際
し
て
玉
串
料
等
を
奉
納
す
る
行
為
は
 
「
一
般
人
が
…
‥
・
社
会
 
 

的
儀
礼
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
と
評
価
し
て
い
る
と
は
考
え
難
」
〈
、
「
玉
串
 
 

料
等
の
奉
納
者
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
宗
教
的
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
 
 

る
と
い
う
意
識
を
大
な
り
小
な
り
持
た
ぎ
る
を
得
な
い
」
行
為
で
あ
る
こ
 
 

と
を
指
摘
し
て
、
行
為
の
目
的
の
宗
教
的
意
義
を
導
き
出
し
て
い
る
。
宗
 
 

教
的
意
義
を
有
す
る
と
一
般
に
評
価
し
う
る
行
為
が
な
さ
れ
る
場
合
、
そ
 
 

の
行
為
を
す
る
者
は
宗
教
的
意
義
を
有
す
る
目
的
で
行
為
し
て
い
る
と
推
 
 

ヽ
ヽ
 

記
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
ゆ
え
に
行
為
の
宗
教
的
意
義
か
ら
行
為
の
日
 
 
 

的
の
宗
教
的
意
義
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
が
、
愛
媛
玉
串
 
 

、
 
 

料
訴
訟
最
高
裁
判
決
の
論
法
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
論
法
は
、
例
え
ば
、
 
 

（
－
〕
 
 

小
泉
元
首
相
靖
国
神
社
参
拝
訴
訟
・
大
阪
第
丁
一
次
訴
訟
控
訴
審
判
決
に
も
 
 

み
ら
れ
る
。
 
 
 

さ
て
、
本
判
決
も
、
愛
媛
玉
串
料
訴
訟
最
高
級
判
決
と
同
様
に
、
市
長
 
 

ヽ
ヽ
 
 

が
本
件
発
会
式
に
出
席
し
祝
辞
を
述
べ
た
と
い
う
行
為
の
宗
教
性
か
ら
行
 
 

ヽ
ヽ
 
 

為
の
日
的
の
宗
教
性
を
推
認
す
る
手
法
を
探
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
愛
媛
 
 

玉
串
料
訴
訟
最
高
裁
判
決
と
本
判
決
と
の
間
に
は
、
看
過
で
き
な
い
違
い
 
 

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
上
記
の
よ
う
な
市
長
の
行
為
が
 
 

宗
教
的
意
糞
を
有
す
る
と
い
う
認
定
が
、
大
祭
奉
賛
会
が
宗
教
上
の
団
体
 
 

で
あ
り
、
本
件
発
会
式
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
団
体
の
発
足
と
活
動
の
開
始
 
 

を
宣
明
す
る
目
的
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
の
み
に
依
存
し
て
い
る
 
 

ヽ
ヽ
 
 

と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
市
長
の
行
為
が
向
け
ら
れ
た
対
象
が
 
 

ヽ
ヽ
 
 

宗
教
的
な
性
格
を
有
し
て
い
た
と
い
う
事
実
の
み
か
ら
市
長
の
行
為
の
宗
 
 

一
八
一
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数
的
意
義
を
認
嘉
し
、
市
長
は
「
主
観
的
に
も
、
大
祭
奉
賛
会
が
行
う
本
 
 

ヽ
ヽ
 
 

件
事
業
を
賛
助
す
る
意
図
が
あ
っ
た
」
と
い
う
目
的
の
宗
教
的
意
義
を
推
 
 

認
す
る
と
い
う
論
法
は
、
愛
媛
玉
串
料
訴
訟
最
高
裁
判
決
を
含
む
こ
れ
ま
 
 

で
の
先
例
と
比
べ
た
と
き
、
明
ら
か
に
異
質
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
 
 

本
件
と
同
じ
よ
う
に
、
宗
教
的
色
彩
を
有
す
る
と
さ
れ
る
儀
式
に
市
長
 
 

が
参
列
し
た
こ
と
が
争
わ
れ
た
事
例
と
し
て
、
例
え
ば
、
箕
面
尉
薫
蒸
訴
 
 

訟
が
あ
る
。
こ
の
事
件
で
最
高
裁
は
、
忠
魂
碑
前
で
行
わ
れ
る
慰
霊
祭
は
 
 

「
地
元
の
戟
没
者
の
慰
霊
、
追
悼
の
た
め
の
宗
教
的
行
事
」
で
あ
る
と
認
 
 

ヽ
ヽ
 
 

定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
最
高
裁
は
、
市
長
の
行
為
が
向
け
ら
れ
た
対
象
 
 

（
慰
霊
祭
）
 
の
宗
教
性
の
認
定
か
ら
直
ち
に
、
慰
霊
祭
に
参
列
す
る
行
為
 
 

の
宗
教
的
意
義
を
認
め
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
そ
の
行
為
の
目
的
が
宗
教
 
 

的
意
義
を
有
し
、
特
定
宗
教
を
援
助
、
助
長
、
促
進
す
る
効
果
を
有
す
る
 
 

も
の
と
判
断
し
た
わ
け
で
も
な
い
。
市
長
に
は
地
域
社
会
か
ら
∵
冠
の
社
 
 

会
的
儀
礼
を
尽
く
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
情
を
考
慮
し
た
 
 

う
え
で
、
市
長
の
行
為
の
対
象
の
宗
教
性
に
か
か
わ
ら
ず
、
「
戦
没
者
や
そ
 
 

の
遺
族
に
対
し
て
弔
意
、
哀
悼
の
意
を
表
す
る
」
こ
と
は
、
「
戦
没
者
遺
族
 
 

に
対
す
る
社
会
的
儀
礼
を
尽
く
す
と
い
う
、
専
ら
世
俗
的
な
」
目
的
に
よ
 
 

る
も
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
一
般
人
の
評
価
と
し
て
も
そ
の
よ
う
な
も
 
 

の
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
特
定
宗
教
に
対
す
る
援
助
、
助
長
、
促
進
 
 

又
は
圧
迫
、
干
渉
に
は
な
ら
な
い
と
判
示
し
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

愛
嬢
玉
串
料
訴
訟
最
高
裁
判
決
も
、
確
か
に
、
例
大
祭
等
の
宗
教
的
性
 
 

格
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
玉
串
料
を
奉
納
す
る
行
為
の
宗
教
 
 

的
意
義
を
認
定
す
る
際
の
一
つ
の
要
素
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
 
 

て
、
例
大
祭
等
の
宗
教
的
性
格
だ
け
か
ら
玉
串
料
を
奉
納
す
る
行
為
の
宗
 
 

教
的
意
義
が
認
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
 

一
八
二
 
 

実
際
、
愛
媛
玉
串
料
訴
訟
最
高
裁
判
決
の
後
も
、
最
高
裁
は
、
鹿
児
島
 
 

亡
U
′
 
 

大
嘗
祭
違
憲
訴
訟
に
お
い
て
、
箕
面
慰
霊
祭
訴
訟
と
同
様
の
発
想
に
立
っ
 
 

て
、
大
嘗
祭
が
宗
教
的
色
彩
を
有
す
る
儀
式
で
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
 
 

鹿
児
島
県
知
事
の
 
「
大
嘗
祭
へ
の
参
列
の
目
的
は
、
天
皇
の
即
位
に
伴
う
 
 

皇
室
の
伝
統
儀
式
に
際
し
、
日
本
国
及
び
日
本
国
民
統
合
の
象
徴
で
あ
る
 
 

大
豊
に
対
す
る
社
会
的
儀
礼
を
尽
く
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
効
果
も
、
特
 
 

定
の
宗
教
に
対
す
る
援
助
、
助
長
、
促
進
又
は
圧
迫
、
干
渉
等
に
な
る
よ
 
 

う
な
も
の
で
は
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
。
 
 
 

本
判
決
は
、
市
長
の
本
件
行
為
が
な
ぜ
「
社
会
的
儀
礼
」
と
は
い
え
ず
、
 
 

宗
教
的
意
義
を
右
す
る
と
み
る
べ
き
な
の
か
に
つ
い
て
緩
々
説
い
て
い
る
 
 

が
、
そ
の
説
く
と
こ
ろ
は
結
局
、
市
長
の
行
為
が
向
け
ら
れ
た
大
祭
奉
賛
 
 

会
及
び
本
件
発
会
式
が
宗
教
的
性
格
を
有
す
る
か
ら
、
と
い
う
そ
の
一
言
 
 

に
尽
き
る
。
し
か
し
、
「
憲
法
二
〇
条
■
二
項
に
い
う
『
宗
教
的
活
動
』
と
 
 

は
、
お
よ
そ
国
及
び
そ
の
横
間
の
活
動
で
宗
教
と
の
か
か
わ
り
合
い
を
持
 
 

つ
す
べ
て
の
行
為
を
指
す
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
か
か
わ
り
合
い
が
我
が
 
 

国
の
社
会
的
・
文
化
的
諸
条
件
に
照
ら
し
相
当
と
さ
れ
る
限
度
を
超
え
る
 
 

も
の
に
限
ら
れ
る
」
と
い
う
津
地
鎮
祭
事
件
最
高
数
判
決
の
説
示
は
、
国
 
 

家
検
閲
の
行
為
が
宗
教
的
な
団
体
，
儀
式
に
向
け
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
 
 

も
、
そ
の
国
家
機
関
の
行
為
は
必
ず
し
も
宗
教
的
意
義
を
も
つ
と
は
限
ら
 
 

な
い
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
 
 
 

そ
う
す
る
と
、
大
祭
奉
賛
会
及
び
発
会
式
が
宗
教
的
性
格
を
右
す
る
な
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

ら
ば
、
本
作
発
会
式
に
出
席
し
祝
辞
を
述
べ
た
市
長
の
行
為
は
当
然
に
宗
 
 

教
的
意
義
を
有
す
る
目
的
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
白
山
市
が
本
件
大
祭
を
 
 

奉
賛
し
て
い
る
と
の
印
象
を
一
般
人
に
与
え
る
効
果
を
有
す
る
か
の
よ
う
 
 

に
説
く
本
判
決
の
論
理
は
、
愛
媛
玉
串
料
訴
訟
最
高
裁
判
決
の
論
理
を
倍
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り
つ
つ
も
、
そ
れ
を
極
端
に
推
し
進
め
た
も
の
と
許
さ
ぎ
る
を
え
な
い
よ
 
 

う
に
思
わ
れ
る
。
本
判
決
の
こ
の
異
貿
さ
を
、
「
先
例
か
ら
の
逸
脱
」
と
否
 
 

定
的
に
み
る
の
か
、
「
完
全
分
離
へ
の
第
一
歩
」
と
肯
定
的
に
み
る
の
か
、
 
 

評
者
の
L
止
揚
に
よ
っ
て
意
見
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
 
 

三
 
社
会
的
儀
礼
と
し
て
の
宗
教
団
体
と
の
交
際
 
 
 

神
社
仏
閣
や
そ
の
祭
礼
・
行
事
を
観
光
資
源
と
し
て
積
極
的
に
活
用
し
 
 

よ
う
と
す
る
地
方
公
共
団
体
は
少
な
く
な
い
。
本
判
決
は
、
本
件
大
祭
が
 
 

観
光
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
習
俗
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
 
 

を
強
調
す
る
が
、
憲
法
は
地
方
公
共
団
体
が
神
社
仏
閣
の
祭
礼
・
行
事
に
 
 

つ
い
て
観
光
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
習
俗
化
さ
れ
て
い
な
い
限
り
こ
れ
を
観
光
 
 

資
源
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
神
社
仏
 
 

閣
の
建
築
や
そ
の
祭
礼
・
行
事
も
我
わ
れ
の
社
会
の
歴
史
や
伝
統
、
文
化
 
 

の
重
要
な
一
部
な
の
で
あ
り
、
憲
法
が
「
社
会
生
活
に
お
け
る
宗
教
の
意
 
 

義
や
価
値
を
み
と
め
る
と
い
う
前
提
」
に
立
っ
て
い
る
以
上
、
神
社
仏
閣
 
 

ヤ
そ
の
祭
礼
・
行
事
は
地
域
の
誇
る
べ
き
財
産
と
し
て
、
地
方
公
共
団
体
 
 

が
こ
れ
を
観
光
資
源
に
活
用
す
る
こ
と
は
む
し
ろ
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
 
 

て
、
尭
＝
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

さ
ら
に
、
国
家
は
 
「
秩
序
や
自
由
の
保
護
と
い
っ
た
一
定
の
目
的
の
た
 
 

〔
8
）
 
 

め
の
み
に
創
設
さ
れ
た
人
工
的
な
装
置
」
 
で
あ
る
と
い
う
割
り
切
っ
た
考
 
 

え
方
を
す
る
な
ら
と
も
か
く
、
地
方
公
共
団
体
も
「
社
会
的
実
体
を
有
す
 
 

〔
9
＼
 
 

る
」
も
の
で
あ
る
以
上
、
祭
礼
・
行
事
の
主
催
者
側
と
の
友
好
・
信
頼
関
 
 

係
を
維
持
・
増
進
す
る
た
め
、
長
又
は
そ
の
他
の
執
行
機
関
が
社
寺
を
含
 
 

む
各
種
の
団
体
と
交
際
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
面
も
少
な
く
な
い
で
あ
 
 

ろ
う
U
 
 
 

も
ち
ろ
ん
、
地
方
公
共
団
体
の
長
と
社
寺
と
の
交
際
に
は
何
の
限
度
も
 
 

な
い
わ
け
で
は
な
い
。
本
件
式
年
大
祭
を
め
ぐ
つ
て
は
、
白
山
市
長
の
ほ
 
 

か
県
知
事
や
そ
の
他
の
大
前
町
長
が
大
祭
奉
賛
会
の
顧
問
と
し
て
役
員
に
 
 

名
を
連
ね
て
お
り
、
ま
た
、
白
山
市
か
ら
公
金
が
支
出
さ
れ
て
い
る
白
山
 
 

観
光
協
会
が
大
祭
奉
賛
会
に
奉
賛
金
を
納
め
て
い
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
 
 

い
る
。
地
方
公
共
団
体
は
、
観
光
政
策
に
名
を
借
り
た
宗
教
団
体
へ
の
支
 
 

援
に
陥
っ
て
い
な
い
か
、
こ
れ
ま
で
の
社
寺
と
の
「
付
き
合
い
」
 
の
あ
り
 
 

方
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
地
方
公
共
団
 
 

体
が
社
寺
の
祭
礼
を
観
光
資
源
と
し
て
活
用
L
よ
う
と
す
る
と
き
、
お
そ
 
 

ら
く
世
俗
的
な
各
種
団
体
と
の
関
係
で
も
行
っ
て
い
る
の
と
同
様
に
、
本
 
 

件
の
よ
う
な
会
合
に
市
長
が
山
席
す
る
こ
と
は
、
直
ち
に
特
定
宗
教
団
体
 
 

の
公
認
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
↓
社
会
通
念
上
儀
礼
の
範
囲
に
と
ど
 
 

ま
る
」
行
為
と
し
て
許
さ
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
 

（
田
近
 
肇
）
 
 

（
5
 

（
6
）
 
 

号
∴
 
 

（
8
）
 
 

（
9
）
 
 
 

4 3 2 1  

最
大
利
昭
和
瓦
二
年
七
月
〓
二
日
民
集
三
一
巻
匹
号
五
三
三
頁
。
 
 
 

貴
大
判
平
成
九
年
四
月
二
じ
民
集
五
一
巻
四
号
二
ハ
七
三
頁
「
）
 
 
 

こ
の
点
に
つ
き
、
大
野
正
男
裁
判
官
の
補
足
意
見
を
参
照
っ
 
 
 

大
阪
高
判
平
成
一
七
隼
人
月
三
〇
H
訟
目
玉
二
番
九
号
二
九
七
九
頁
。
 
 
 

最
三
判
平
成
五
年
二
月
¶
六
日
民
集
両
七
巻
三
号
∵
六
八
七
頁
。
 
 
 

長
一
判
平
成
一
門
年
七
月
一
一
日
民
集
五
六
巻
六
号
一
二
〇
四
貞
。
 
 
 

大
石
眞
『
療
法
講
義
止
』
 
（
有
斐
闇
、
平
成
一
九
年
）
一
一
二
頁
。
 
 
 

林
知
吏
「
政
教
分
離
原
則
の
構
造
」
高
見
勝
利
ほ
か
編
『
日
本
国
憲
法
 
 

解
釈
の
再
検
討
』
 
（
有
斐
閣
、
平
成
一
六
年
）
一
一
四
頁
、
一
一
二
一
頁
∪
 
 
 

本
判
決
も
引
和
す
る
最
二
判
平
成
一
八
年
一
二
月
一
口
民
集
六
〇
巻
一
 
 

〇
号
二
八
四
七
頁
参
照
。
 
 

一
八
三
 
 
 




