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本
研
究
の
課
題
は
、
近
世
伊
勢
神
宮
領
社
会
の
特
質
を
、
触
穢
観
念
を
手
掛
か
り
に
、
被
差
別
民
の
存

在
形
態
に
着
目
し
て
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
近
世
の
神
宮
門
前
町
、
宇
治
・
山
田
は
旅
文
化
の
中
心
地

と
し
て
栄
え
、
中
世
来
の
自
治
組
織
が
存
在
し
、
周
辺
農
村
を
含
め
高
請
け
さ
れ
な
い
と
い
う
特
異
性
を

持
っ
た
。
神
主
の
人
事
や
儀
礼
面
で
は
朝
廷
の
支
配
を
受
け
つ
つ
、
事
実
上
は
山
田
奉
行
が
統
治
す
る
幕

府
直
轄
地
と
し
て
、
朝
幕
両
勢
力
が
接
触
す
る
地
で
も
あ
っ
た
。
だ
が
こ
の
地
の
個
性
は
、
何
よ
り
神
社

領
特
有
の
触
穢
観
念
を
、
神
主
だ
け
で
な
く
住
民
や
外
来
者
も
共
有
し
た
点
に
あ
る
。
た
だ
、
清
浄
さ
を

重
ん
じ
る
こ
の
地
に
、
一
般
に
は
穢
れ
た
者
と
し
て
忌
避
さ
れ
た
多
様
な
被
差
別
民
が
存
在
し
て
い
た
。 

 

以
下
、
宇
治
・
山
田
及
び
そ
の
周
辺
農
村
、
そ
し
て
地
理
的
に
は
や
や
離
れ
る
が
、
神
宮
の
領
主
権
が

及
ぶ
多
気
郡
の
直
轄
地
を
含
め
た
「
神
宮
領
」
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
分
析
を
加
え
る
。 

 

［
第
一
部
］
触
穢
と
そ
の
忌
避 

 

近
世
の
伊
勢
神
宮
世
界
を
規
定
し
た
触
穢
観
念
の
大
枠
は
、
中
世
段
階
で
成
立
し
た
『
文
保
記
』
『
永

正
記
』
に
則
っ
て
い
る
。
死
穢
の
忌
避
を
中
核
と
し
、
そ
れ
に
接
し
た
者
は
厳
し
い
行
動
規
制
を
求
め
ら

れ
た
。
さ
も
な
け
れ
ば
穢
れ
が
次
々
に
伝
染
し
、
市
中
一
体
、
あ
る
い
は
宮
中
に
ま
で
及
べ
ば
、
規
模
に

応
じ
て
七
日
か
ら
数
十
日
の
間
は
神
宮
神
事
の
中
断
、
参
宮
制
限
な
ど
の
影
響
が
生
じ
た
か
ら
で
あ
る
。 

 

こ
の
地
で
の
通
常
の
死
は
、
未
だ
死
ん
で
は
い
な
い
こ
と
と
し
て
墓
場
ま
で
送
り
、
埋
葬
し
た
後
に
死

者
と
し
て
扱
う
「
速
懸
」
の
作
法
を
取
る
こ
と
で
死
穢
を
避
け
た
。
焼
死
や
水
害
時
の
溺
死
な
ど
の
事
故

死
に
つ
い
て
も
、
直
接
の
因
果
関
係
を
隠
蔽
し
て
速
懸
で
処
理
す
る
こ
と
す
ら
あ
っ
た
。 

 

触
穢
の
判
断
を
最
終
的
に
下
す
の
は
、
神
宮
の
中
枢
に
位
置
す
る
長
官
と
称
さ
れ
た
神
主
で
あ
っ
た
が
、

彼
ら
は
無
条
件
に
触
穢
の
発
生
を
忌
避
で
き
た
訳
で
は
な
い
。
子
良
・
物
忌
と
い
う
原
理
主
義
的
な
神
主

た
ち
の
存
在
、
山
田
奉
行
の
容
喙
、
そ
し
て
参
宮
者
ら
「
世
間
」
の
評
判
が
、
触
穢
の
判
定
を
左
右
し
た
。 

 

判
断
の
根
拠
と
な
る
『
文
保
記
』
な
ど
に
お
い
て
は
、
速
懸
は
本
来
の
原
則
か
ら
逸
脱
す
る
も
の
と
批

難
さ
れ
て
い
る
。
事
実
、
江
戸
時
代
前
期
に
外
宮
長
官
家
で
は
仏
教
式
の
本
葬
礼
が
営
ま
れ
て
い
た
。
し

か
し
参
宮
客
を
迎
え
る
一
般
神
主
層
の
意
向
を
受
け
、
速
懸
の
作
法
が
社
会
規
範
と
化
し
て
い
く
。 

 

本
来
の
触
穢
観
念
は
、
死
穢
の
発
生
を
そ
の
ま
ま
受
け
止
め
、
一
定
の
慎
み
を
行
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、

江
戸
時
代
に
は
そ
れ
を
忌
避
す
る
便
法
が
様
々
な
形
で
発
達
し
た
。
速
懸
も
、
そ
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
た
だ
し
速
懸
の
作
法
は
次
第
に
華
美
に
な
り
、
事
実
上
の
葬
儀
の
様
相
を
呈
し
て
い
っ
た
。 

 

神
宮
領
に
お
い
て
は
、
動
物
の
死
も
人
の
死
に
準
拠
し
て
扱
わ
れ
た
。
遷
宮
行
事
の
準
備
過
程
で
御
神

木
を
穢
れ
か
ら
守
る
た
め
の
「
犬
狩
」
が
慣
例
と
し
て
行
わ
れ
た
が
、
そ
れ
は
犬
を
捕
ら
え
て
打
ち
殺
す

と
い
う
徹
底
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
元
禄
年
間
の
生
類
憐
れ
み
令
施
行
下
で
も
、
神
宮
は
「
神
事
」
と
し

て
犬
狩
の
継
続
を
主
張
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
犬
狩
に
は
宇
治
・
山
田
の
住
民
が
神
宮
へ
の
奉
仕
役
と
し

て
動
員
さ
れ
た
が
、
最
終
的
に
犬
を
捕
ら
え
、
時
に
打
ち
殺
す
役
割
は
、
非
人
組
織
に
委
ね
ら
れ
た
。 

 

神
社
世
界
に
と
っ
て
外
来
普
遍
宗
教
た
る
仏
教
は
、
葬
儀
を
司
る
ゆ
え
に
禁
忌
の
対
象
と
な
っ
た
が
、

神
仏
習
合
の
到
達
点
た
る
江
戸
時
代
に
お
い
て
両
者
は
融
合
・
共
存
し
て
も
い
た
。
伊
勢
神
宮
に
お
い
て

は
「
内
外
七
言
」
の
忌
詞
で
知
ら
れ
る
如
く
、
規
定
上
は
仏
教
的
要
素
が
徹
底
的
に
排
さ
れ
た
も
の
の
、

実
は
具
体
的
な
制
限
規
定
に
乏
し
く
、
僧
侶
を
忌
避
す
る
規
定
も
な
い
。
こ
れ
は
、
神
宮
神
主
の
存
在
形

態
に
も
因
っ
て
い
る
。
少
数
の
例
外
を
除
き
、
神
主
た
ち
は
神
宮
領
の
住
民
と
し
て
檀
家
制
度
に
組
み
込

ま
れ
、
宗
門
改
め
を
受
け
た
。
ま
た
近
世
初
頭
ま
で
は
諸
国
を
廻
壇
し
た
山
伏
の
な
か
に
「
寺
院
御
師
」

と
し
て
神
宮
の
神
主
を
兼
ね
る
者
も
居
り
、
仏
教
に
帰
依
す
る
神
主
も
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 
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僧
侶
の
参
宮
も
、
僧
衣
を
脱
し
「
附
髪
」
を
頭
に
載
せ
、
視
覚
上
の
仏
教
色
を
脱
す
れ
ば
許
さ
れ
た
。

見
た
目
の
形
を
変
え
、
時
間
と
空
間
で
神
と
仏
と
を
分
離
し
共
存
さ
せ
る
こ
と
は
、
神
宮
社
会
で
触
穢
を

忌
避
す
る
方
策
と
し
て
活
用
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
江
戸
時
代
に
お
け
る
神
仏
習
合
の
本
質
で
あ
っ
た
。 

 

一
八
世
紀
半
ば
の
山
田
奉
行
の
政
策
に
よ
る
転
換
を
一
つ
の
画
期
と
し
、
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
に

朝
廷
が
推
し
進
め
た
神
宮
改
革
に
よ
り
、
神
宮
世
界
か
ら
仏
教
色
が
徹
底
し
て
排
除
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

こ
れ
は
明
治
維
新
後
の
神
仏
判
然
政
策
の
前
提
と
な
っ
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
以
前
の
神
社
世
界
で
は
、
厳

格
な
制
度
や
規
定
を
柔
軟
に
運
用
し
、
仏
教
を
否
定
せ
ず
に
共
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

［
第
二
部
］
神
宮
領
と
被
差
別
民 

 

神
宮
社
会
の
触
穢
観
念
は
、
被
差
別
民
に
対
す
る
差
別
観
念
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
神
宮
世
界
に
関
わ
る
被
差
別
民
は
、
外
部
か
ら
訪
れ
る
者
、
宇
治
・
山
田
に
居
住
す
る
非
人
身
分
、

周
辺
農
村
の
穢
多
身
分
、
そ
し
て
多
気
郡
直
轄
領
の
被
差
別
身
分
の
四
種
に
分
類
で
き
る
。 

 

被
差
別
民
の
参
詣
を
禁
ず
る
領
主
法
の
存
在
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
伊
勢
で
も
被
差
別
民
に
配

札
し
、
参
宮
客
と
し
て
迎
え
る
こ
と
を
厳
し
く
咎
め
る
触
は
出
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
一
方
で
、
関
東
部
落

史
研
究
に
お
い
て
、
被
差
別
民
の
伊
勢
参
宮
が
活
発
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。 

 

享
和
元
（
一
八
〇
一
）
年
に
穢
多
身
分
の
者
が
伊
勢
に
訪
れ
、
料
理
屋
を
利
用
し
、
止
宿
し
た
と
し
て
、

彼
ら
と
同
じ
調
理
物
を
飲
食
（
＝
「
同
火
」
）
し
た
者
に
対
し
、
最
大
で
二
十
一
日
間
、
他
人
と
の
接
触

を
禁
じ
る
禁
忌
令
が
出
さ
れ
た
。
「
同
火
」
は
実
際
に
「
接
触
」
す
る
二
日
前
に
遡
っ
て
適
用
さ
れ
、
竈

は
下
土
ま
で
取
り
捨
て
ら
れ
る
と
い
う
、
す
こ
ぶ
る
過
酷
で
差
別
的
に
見
え
る
規
定
で
あ
る
。 

 

だ
が
こ
う
し
た
「
同
火
」
に
よ
る
禁
忌
規
定
発
令
は
江
戸
時
代
中
で
初
め
て
の
こ
と
で
あ
り
、
以
後
も

幕
末
に
至
る
ま
で
計
五
例
し
か
見
ら
れ
な
い
。
い
ず
れ
も
「
同
火
」
が
発
覚
し
た
場
所
は
歓
楽
街
で
あ
り
、

多
く
は
犯
罪
に
関
与
し
て
捕
ら
え
ら
れ
た
者
が
吟
味
過
程
で
「
同
火
」
を
白
状
す
る
こ
と
に
起
因
す
る
。

同
火
の
禁
忌
適
用
に
神
宮
は
消
極
的
で
、
暗
黙
の
了
解
に
よ
り
隠
蔽
す
る
試
み
も
な
さ
れ
た
。 

 

同
火
の
禁
忌
規
定
に
は
、
穢
多
身
分
の
者
は
「
鹿
食
」
を
す
る
故
に
穢
れ
て
い
る
と
の
説
明
が
付
さ
れ

た
が
、
こ
れ
は
山
田
奉
行
か
ら
の
強
い
指
示
を
受
け
、
神
宮
が
先
例
中
か
ら
探
し
出
し
た
苦
肉
の
策
で
あ

っ
た
。
被
差
別
民
が
被
差
別
民
で
あ
る
が
ゆ
え
に
穢
れ
と
視
る
観
念
は
、
神
宮
世
界
に
は
存
在
し
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
根
本
的
に
は
、
神
宮
の
触
穢
体
系
に
身
分
「
存
在
」
と
し
て
の
穢
れ
と
い
う
観
念
は
無
縁

で
あ
っ
た
。
神
宮
の
穢
れ
観
念
は
「
状
態
」
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
り
、
誰
も
が
そ
の
原
因
と
な
り
、
ま
た

罹
り
う
る
も
の
で
、
そ
し
て
一
定
の
時
間
が
過
ぎ
れ
ば
解
消
す
る
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。 

 

神
宮
門
前
町
、
宇
治
・
山
田
に
は
そ
れ
ぞ
れ
牛
谷
・
拝
田
と
い
う
非
人
集
落
が
あ
り
、
そ
の
住
人
ら
は

参
宮
文
化
の
な
か
で
、
ま
た
神
宮
領
の
触
穢
体
系
を
維
持
す
る
上
で
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。

彼
ら
の
属
性
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
ま
ず
は
参
宮
客
相
手
に
歌
舞
音
曲
を
奏
で
曲
芸
を
演
じ
る
芸
能
民
で

あ
っ
た
。
雑
種
賤
民
「
さ
さ
ら
」
と
し
て
の
属
性
を
持
ち
、
言
祝
ぎ
や
吉
凶
時
の
祝
儀
を
乞
う
節
季
候
と

共
通
す
る
性
格
を
有
す
る
が
、
本
質
は
銭
の
施
し
を
受
け
て
生
計
を
営
む
乞
食
非
人
で
あ
る
。
彼
ら
は
山

田
奉
行
の
警
察
権
に
属
し
、
犯
罪
者
の
捕
縛
や
牢
屋
敷
管
理
の
役
務
も
受
け
持
っ
た
。 

 

彼
ら
は
速
懸
に
際
し
て
墓
穴
を
掘
り
、
死
体
に
土
を
掛
け
、
最
終
的
な
死
穢
を
引
き
受
け
る
役
を
も
負

っ
た
。
変
死
体
の
処
理
や
犬
狩
に
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
彼
ら
は
「
穢
人
」
と
し
て
社
会
的

な
差
別
に
晒
さ
れ
た
が
、
参
宮
客
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
宇
治
・
山
田
の
都
市
空
間
が
「
清
浄
さ
」
を
保
つ

た
め
に
不
可
欠
な
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
参
宮
文
化
の
な
か
で
彼
ら
に
施
さ
れ
る
金
銭
は
多
額

で
あ
り
、
ま
た
一
般
住
民
に
は
代
替
不
能
な
役
割
を
持
っ
た
ゆ
え
に
、
次
第
に
「
増
長
」
と
表
現
さ
れ
る

状
況
が
生
じ
、
一
八
世
紀
後
半
以
降
、
彼
ら
の
統
制
が
課
題
と
な
り
、
差
別
的
な
政
策
も
展
開
し
て
い
く
。 
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神
宮
周
辺
農
村
は
、
検
地
の
竿
が
入
ら
ず
農
作
を
し
て
も
年
貢
が
賦
課
さ
れ
な
い
特
異
な
地
域
で
あ
る

が
、
神
宮
は
領
主
権
を
持
た
ず
、
宇
治
・
山
田
の
住
民
組
織
た
る
宇
治
会
合
・
三
方
会
合
が
山
田
奉
行
の

管
轄
の
下
に
実
質
的
な
行
政
権
を
行
使
し
た
。
そ
の
い
く
つ
か
の
村
は
穢
多
身
分
の
集
落
を
含
み
、
特
に

戦
前
の
水
平
社
運
動
の
一
つ
の
拠
点
と
し
て
知
ら
れ
る
朝
熊
村
に
は
、
百
人
規
模
の
穢
多
身
分
の
者
が
居

住
し
て
い
た
。
神
宮
周
辺
農
村
に
お
け
る
被
差
別
部
落
の
成
立
事
情
は
不
明
な
点
が
多
い
が
、
前
代
か
ら

神
宮
神
事
に
奉
仕
し
た
伊
勢
猿
楽
と
の
関
係
が
注
目
さ
れ
る
。
飯
南
郡
、
度
会
郡
に
拠
点
が
あ
っ
た
伊
勢

猿
楽
は
北
畠
氏
の
滅
亡
後
に
神
宮
周
辺
農
村
へ
移
住
し
た
が
、
彼
ら
は
陰
陽
師
、
声
聞
師
の
系
統
を
引
き
、

神
社
造
営
に
際
し
て
呪
術
的
な
地
鎮
祭
を
担
う
呪
師
と
し
て
の
側
面
を
有
し
た
。
神
宮
周
辺
農
村
の
被
差

別
部
落
の
分
布
状
況
に
鑑
み
、
彼
ら
賤
民
雑
芸
者
が
そ
の
成
立
に
つ
な
が
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。 

 

周
辺
農
村
の
穢
多
身
分
の
者
た
ち
は
、
「
死
」
の
発
生
時
に
宇
治
・
山
田
の
非
人
身
分
と
役
割
を
分
担

し
つ
つ
協
働
し
て
い
た
。
犬
狩
や
下
級
警
察
役
、
祭
礼
行
事
の
祝
儀
な
ど
に
も
同
様
の
関
係
が
見
ら
れ
る
。 

 

朝
熊
村
内
の
被
差
別
集
落
で
は
皮
革
業
が
発
展
し
た
が
、
斃
牛
馬
処
理
権
は
成
立
し
て
お
ら
ず
、
猟
銃

に
よ
り
捕
獲
し
た
小
動
物
や
他
地
域
か
ら
の
牛
馬
皮
の
移
入
に
よ
り
原
料
を
確
保
し
て
い
た
。
田
地
の
所

有
か
ら
阻
害
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
農
作
と
山
稼
ぎ
、
そ
れ
に
皮
革
業
が
彼
ら
の
生
活
を
支
え
た
。 

 

多
気
郡
の
神
宮
直
轄
領
五
か
村
は
中
世
の
神
三
郡
の
名
残
で
あ
る
が
、
周
辺
に
は
紀
州
藩
領
、
鳥
羽
藩

領
ほ
か
諸
藩
領
が
入
り
組
む
形
で
混
在
し
て
い
た
。
こ
の
直
轄
領
に
は
、
穢
多
身
分
、
非
人
身
分
、
そ
し

て
雑
種
賤
民
系
の
さ
さ
ら
身
分
と
、
三
種
類
の
被
差
別
民
が
居
住
し
て
い
た
。 

 

村
の
番
人
は
非
人
身
分
か
ら
雇
わ
れ
、
村
内
の
治
安
維
持
に
当
た
る
と
と
も
に
犯
罪
人
の
捕
縛
に
も
従

事
し
た
が
、
そ
の
際
に
紀
州
藩
領
の
番
人
ら
と
連
携
し
て
い
る
。
五
か
村
の
う
ち
二
か
村
に
存
在
し
た
穢

多
集
落
の
者
は
、
斃
牛
馬
処
理
権
を
め
ぐ
り
近
隣
の
同
一
身
分
集
団
と
激
し
く
争
う
が
、
そ
の
論
争
史
料

か
ら
は
、
元
々
は
紀
州
藩
田
丸
領
の
谷
村
に
起
源
を
持
ち
、
役
負
担
と
一
体
と
な
っ
た
権
利
関
係
と
共
に

こ
の
地
ま
で
居
住
地
を
広
げ
て
き
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
さ
さ
ら
身
分
（
説
経
者
）
は
伊
勢
国
一
帯
に
散

在
し
、
神
宮
直
轄
領
農
村
に
も
居
た
が
、
彼
ら
は
三
井
寺
近
松
寺
の
頭
支
配
を
受
け
て
い
た
。 

 

こ
れ
ら
三
種
類
の
被
差
別
民
の
い
ず
れ
も
が
、
周
辺
諸
藩
領
の
同
一
身
分
と
仲
間
組
織
を
築
い
て
お
り
、

か
つ
本
村
の
管
轄
下
に
入
る
こ
と
を
志
向
し
て
い
た
。
彼
ら
の
生
業
や
生
活
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
武
家

領
の
同
一
身
分
と
は
異
な
る
、
神
社
領
の
賤
民
で
あ
る
が
ゆ
え
の
特
質
は
基
本
的
に
認
め
ら
れ
ず
、
ま
た

神
宮
領
の
村
々
に
お
い
て
特
有
な
役
割
を
果
た
し
つ
つ
も
、
決
し
て
排
除
さ
れ
て
は
い
な
い
。
何
よ
り
伊

勢
神
宮
自
体
が
彼
ら
の
存
在
を
容
認
し
て
い
た
。
穢
多
身
分
の
者
が
納
め
る
現
米
に
つ
い
て
山
田
奉
行
が

問
題
視
し
て
も
、
神
宮
側
は
そ
の
事
実
を
認
識
し
つ
つ
、
敢
え
て
避
け
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

［
第
三
部
］
統
治
と
触
穢 

 

近
世
の
神
宮
領
の
触
穢
観
念
は
内
部
で
完
結
し
て
い
た
訳
で
は
な
く
、
特
に
幕
府
と
朝
廷
か
ら
の
政
治

的
影
響
を
受
け
続
け
て
い
た
。
江
戸
時
代
の
神
宮
は
基
本
的
に
幕
府
、
山
田
奉
行
と
親
和
的
で
あ
り
、
朝

廷
と
の
関
係
は
儀
礼
や
人
事
面
で
の
領
域
に
留
ま
っ
た
が
、
江
戸
時
代
中
に
次
第
に
変
化
し
て
い
く
。 

 

中
世
の
「
天
下
触
穢
」
の
系
譜
を
引
く
「
触
穢
令
」
は
、
重
要
な
穢
れ
が
宮
中
に
及
ん
だ
際
に
市
中
に

発
令
さ
れ
、
祭
礼
行
事
の
停
止
と
住
民
の
行
動
規
制
が
命
じ
ら
れ
た
。
江
戸
時
代
の
朝
廷
も
、
天
皇
の
死

去
時
な
ど
に
京
都
近
辺
の
神
社
を
対
象
に
触
穢
令
を
発
令
し
た
が
、
そ
の
情
報
は
伊
勢
神
宮
に
も
伝
え
ら

れ
た
。
神
宮
側
は
当
初
、
単
に
情
報
と
し
て
受
け
止
め
て
い
た
も
の
の
、
天
保
年
間
に
は
伊
勢
に
も
触
穢

が
及
ぶ
と
の
見
解
が
朝
廷
か
ら
伝
え
ら
れ
、
遷
宮
作
事
な
ど
の
中
止
が
求
め
ら
れ
る
。
だ
が
神
宮
は
そ
れ

に
対
し
て
強
く
反
発
し
、
朝
廷
に
無
断
で
作
事
を
続
行
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
な
お
、
神
宮
領
で
は
誰
も

が
触
穢
発
生
の
要
因
と
な
り
、
ま
た
そ
れ
に
罹
っ
た
場
合
は
慎
む
し
か
な
い
が
、
朝
廷
世
界
に
お
い
て
は
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触
穢
を
避
け
う
る
空
間
、
避
け
ら
れ
る
特
権
的
存
在
が
あ
り
、
触
穢
観
念
に
重
要
な
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。 

 
将
軍
や
そ
の
家
族
ら
が
死
去
し
た
際
に
幕
府
か
ら
発
令
さ
れ
る
鳴
物
停
止
令
へ
の
神
宮
の
対
応
は
、
触

穢
令
の
そ
れ
と
は
随
分
異
な
る
。
神
宮
領
に
お
い
て
は
鳴
物
・
普
請
の
停
止
に
留
ま
ら
ず
、
殺
生
禁
断
や

商
売
の
制
限
、
戸
閉
め
な
ど
十
数
か
条
に
わ
た
る
慎
み
内
容
が
触
れ
ら
れ
た
。
山
田
奉
行
の
指
示
に
よ
り
、

参
宮
客
を
も
て
な
す
儀
礼
や
神
楽
が
停
止
さ
れ
、
遷
宮
作
事
も
中
断
さ
れ
て
い
る
。
神
宮
直
轄
領
に
お
い

て
は
、
混
在
す
る
周
辺
他
領
の
村
役
人
層
同
士
で
慎
み
内
容
の
情
報
交
換
を
し
て
対
応
し
て
い
る
が
、
神

宮
領
は
他
領
に
比
し
て
慎
み
は
重
視
し
て
い
る
も
の
の
、
武
家
領
と
質
的
な
違
い
は
確
認
で
き
な
い
。 

 

さ
て
神
宮
と
幕
府
、
朝
廷
と
の
関
係
は
、
異
国
人
が
接
近
す
る
に
伴
い
大
き
く
変
化
し
て
い
っ
た
。
ペ

リ
ー
の
浦
賀
来
航
以
降
、
神
宮
に
は
幕
府
及
び
朝
廷
か
ら
祈
祷
命
令
を
伴
い
つ
つ
、
種
々
の
外
交
情
報
が

も
た
ら
さ
れ
た
。
朝
廷
の
祈
祷
命
令
文
は
孝
明
天
皇
の
意
向
を
受
け
て
異
国
人
を
「
醜
類
」
、
ま
た
「
不

潔
汚
穢
之
醜
虜
」
な
ど
と
表
現
し
て
い
た
が
、
そ
う
し
た
観
念
を
神
宮
は
当
初
、
共
有
し
て
は
い
な
い
。 

 

だ
が
現
実
に
異
国
人
と
接
す
る
可
能
性
が
高
ま
る
に
従
い
神
宮
の
対
応
は
急
変
し
、
山
田
奉
行
へ
の
働

き
掛
け
を
強
め
る
が
、
開
国
を
進
め
る
意
向
に
接
し
、
次
第
に
朝
廷
側
に
接
近
し
て
い
く
。 

 

神
宮
の
異
国
人
忌
避
は
、
理
念
的
に
は
被
差
別
民
に
対
す
る
も
の
と
同
様
に
肉
食
の
穢
れ
を
理
由
と
す

る
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
ま
た
「
視
覚
」
上
の
違
和
感
が
重
視
さ
れ
た
点
は
、
仏
教
忌
避
の
あ
り
方
と

共
通
し
て
い
る
。
朝
廷
と
は
異
な
り
神
宮
社
会
で
は
、
実
態
が
触
穢
に
該
当
す
る
も
の
で
も
「
見
た
目
」

を
整
え
る
こ
と
で
適
用
を
避
け
る
方
策
を
持
っ
て
い
た
。 

 

文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
の
朝
廷
が
推
進
し
た
神
宮
改
革
に
よ
り
、
異
国
人
と
僧
侶
、
そ
れ
に
被
差
別

民
が
ワ
ン
セ
ッ
ト
で
徹
底
的
に
排
除
さ
れ
る
。
異
国
人
接
近
の
恐
怖
に
さ
ら
さ
れ
た
神
宮
は
、
朝
廷
か
ら

の
働
き
掛
け
を
受
け
容
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
改
革
を
勅
使
と
し
て
主
導
し
た
橋
本
実
梁
は
、
明
治
維

新
後
に
度
会
府
・
度
会
県
知
事
、
同
県
令
に
就
き
、
神
宮
改
革
を
主
導
す
る
が
、
そ
の
中
味
は
一
変
す
る
。

異
国
人
と
僧
侶
の
参
宮
を
受
け
容
れ
、
賤
称
廃
止
令
に
よ
り
被
差
別
身
分
自
体
が
法
的
に
消
滅
し
、
明
治

五
年
に
は
神
宮
領
特
有
の
触
穢
制
度
が
否
定
さ
れ
る
。
わ
ず
か
数
年
の
間
に
、
朝
廷
側
の
認
識
を
強
要
さ

れ
た
後
に
撤
回
さ
れ
た
の
だ
が
、
そ
の
刻
印
は
後
の
時
代
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

 

江
戸
時
代
後
期
か
ら
の
触
穢
観
念
の
変
容
を
前
提
に
し
つ
つ
、
維
新
後
の
政
治
改
革
に
よ
り
、
最
終
的

に
近
世
宇
治
・
山
田
及
び
そ
の
周
辺
農
村
が
有
し
た
特
殊
な
地
域
性
は
消
滅
し
た
の
で
あ
る
。 

  


