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橿
原
神
宮
の
日
々
を
綴
っ
た
「
橿
原
だ
よ
り
」

を
開
設
い
た
し
ま
し
た
。

　
神
職
、
巫
女
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
か
ら
、

祭
事
だ
け
で
は
な
く
四
季
折
々
の
橿
原
神
宮
を

御
案
内
致
し
ま
す
。

　
季
節
に
よ
っ
て
変
化
す
る
橿
原
神
宮
の
風
景

を
よ
り
多
く
の
方
々
に
知
っ
て
頂
け
た
ら
と
思

い
ま
す
。

　
是
非
御
覧
く
だ
さ
い
。
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かしはら

　
北
畠
親
房
著『
神
皇
正
統
記
』に
お
け
る
神
武
天
皇
に
関
す

る
記
述
を
見
て
み
る
と
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』に
あ
っ
て

『
神
皇
正
統
記
』に
な
い
部
分
と
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』は

割
愛
し
て
い
る
が
別
な
史
料
を
も
と
に
詳
述
し
て
い
る
部
分
と

が
あ
る
。
ま
ず
、前
者
よ
り
見
て
い
き
た
い
。

　
神
武
天
皇
に
つ
い
て
、こ
れ
ま
で
、国
家
の
正
史『
日
本
書
紀
』

に
基
づ
い
て
読
ま
れ
る
こ
と
が
多
く『
古
事
記
』神
武
天
皇
の
段

が
あ
ま
り
読
ま
れ
ず
に
来
た
。た
し
か
に
事
実
の
分
析
を
し
て

い
く
と
、た
と
え
ば『
古
事
記
』の
神
武
東
征
が
終
わ
り
に
近
づ

い
た
こ
ろ
の
記
載
に
、生
死
を
と
も
に
し
て
き
た
兵
士
か
ら
、新

し
い
お
き
さ
き
と
九
州
か
ら
随
行
し
て
こ
ら
れ
た
お
き
さ
き
と

ど
ち
ら
が
お
好
き
で
す
か
と
問
わ
れ
た
歌
へ
の
返
歌
が
あ
る
。

ど
う
い
う
場
面
で
ど
の
よ
う
に
詠
ま
れ
た
か
と
い
う
事
実
関
係

と
な
る
と『
日
本
書
紀
』に
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
読

ま
な
け
れ
ば
明
瞭
で
は
な
い
。『
古
事
記
』の
記
述
は
断
片
的
で

あ
り
、欠
点
と
言
え
ば
欠
点
で
あ
る
。
し
か
し
同
書
は
、ロ
ー
ア

ン
グ
ル
な
視
線
が
特
色
で
、全
体
を
通
じ
て
、つ
つ
ま
し
い
生
活
ぶ

り
、暮
ら
し
の
中
に
生
き
る
信
仰
、生
き
と
し
生
け
る
も
の
と
の

共
感
、心
が
洗
わ
れ
る
よ
う
な
す
が
す
が
し
さ
、こ
と
だ
ま
そ
の

も
の
の
よ
う
な
神
話
、そ
う
い
っ
た
も
の
が
詰
ま
っ
て
い
る
。『
日

本
書
紀
』に
も
そ
う
言
っ
た
個
所
は
あ
る
が
、同
書
は
概
し
て
海

外
に
向
か
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
大
陸
に
向
け
て
国
家
の
存
立
を

『
神
皇
正
統
記
』
と
神
武
天
皇
　

　

示
す
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
。
古
い
時
代
の
中
国
の
文
献
に
は
日

本
の
こ
と
を「
倭
人
」と
か「
倭
種
」と
書
い
て
い
て
、一
国
と
は
見

な
し
て
い
な
い
。
百
余
国
に
分
か
れ
て
い
る
と
も
書
い
て
い
る
。
七

世
紀
の
遣
隋
使
が
派
遣
さ
れ
る
頃
に
な
っ
て
も『
隋
書
』は
日
本

の
こ
と
を「
倭
国
」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
う
い
う
状
況
を
打
破
し

「
倭
」
と
さ
れ
て
き
た
我
国
を「
日
本
」
と
呼
ば
せ
る
こ
と
に
主

眼
を
置
い
て
書
い
て
い
る
の
が『
日
本
書
紀
』で
あ
る
。し
た
が
っ

て『
隋
書
』の
次
の『
唐
書
』に
な
っ
て
初
め
て「
日
本
」と
呼
ば
れ

る
こ
と
と
な
る
。こ
れ
は『
日
本
書
紀
』を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て

発
生
し
た
変
化
で
あ
る
。
遣
唐
外
交
団
の
努
力
と
と
も
に
、同

書
の
提
示
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
我
国
へ
の
呼
び

名
の
変
化
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。『
古
事
記
』に
は
そ
う
い
う
狙

い
は
な
く
、筆
録
者
の
太
安
万
侶
は
同
書
を
日
本
人
向
け
に
書

い
て
い
る
。
安
万
侶
自
身
、す
で
に
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
話
、

そ
の
時
す
で
に
千
年
以
上
た
っ
て
い
て
、い
わ
ば
お
と
ぎ
話
の
よ

う
な
も
の
ま
で
含
ま
れ
て
い
る
。そ
う
い
う
も
の
を
語
る
こ
と
を

通
じ
て
、日
本
人
の
精
神
性
を
残
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
太
安
万
侶
は
、た
と
え
ば
イ
ザ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
と
と
も
に
歩

き
、共
に
逃
げ
、と
も
に
も
の
を
投
げ
て
、現
在
進
行
形
で
語
っ

て
い
る
。ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
に
し
て
も
そ
う
で
あ
る
。
読
者
は
と

も
に
歩
き
、共
に
寝
て
、と
も
に
走
っ
て
、知
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
が『
古
事
記
』で
あ
る
。
そ
こ
で
神
武
天
皇
以
前

橿
原
神
宮 

宮
司
　
久
保
田 

昌
孝

　
平
成
二
十
八
年
丙
申
歳
の
新
春
を
迎
え
、先
ず
以
て
御
皇
室
の
弥
栄
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

皆
様
方
に
は
平
素
よ
り
橿
原
神
宮
の
諸
祭
事
に
つ
き
ま
し
て
、格
別
な
る
御
篤
志
を
お
寄
せ
頂
い
て
お
り
ま
す
こ
と
、誠
に
有
難
く
厚
く

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
扨
、前
々
か
ら
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
通
り
、本
年
は
御
祭
神
神
武
天
皇
様
が
崩
御
あ
そ
ば
さ
れ
ま
し
て
よ
り
二
千
六
百
年
の
式
年

に
あ
た
り
ま
す
の
で
、例
年
齋
行
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
四
月
三
日
の
神
武
天
皇
祭
を
、「
神
武
天
皇
二
千
六
百
年
大
祭
」と
し
て
御
奉

仕
申
し
上
げ
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、皆
様
に
二
千
六
百
年
大
祭
の
話
を
致
し
ま
す
と
、「
確
か
昔
に
あ
り
ま
し
た
ね
」と
か「
紀
元
は
二
千
六
百
年
で
す
ね
」等
々

お
言
葉
を
頂
き
ま
す
が
、皆
様
が
想
像
さ
れ
る「
二
千
六
百
年
」は
昭
和
十
五
年
の「
紀
元
二
千
六
百
年
」で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
ま
す

が
、こ
ち
ら
は
、神
武
天
皇
様
が
九
州
は
高
千
穂
宮
を
出
立
し
六
年
の
長
い
歳
月
を
か
け
ら
れ
、国
の
中
心
で
あ
る
橿
原
に
於
い
て
即
位
さ

れ
、橿
原
宮
で
日
本
の
国
を
肇
め
ら
れ
た
こ
と
を
お
祝
い
す
る
事
に
由
来
し
て
お
り
ま
す
。

　
こ
の
日
は
二
月
十
一
日
の
御
例
祭「
紀
元
祭
」の
日
と
な
り
ま
す
。

　「
神
武
天
皇
二
千
六
百
年
大
祭
」は
神
武
天
皇
様
が
、「
夫
の
畝
傍
山
の
東
南
橿
原
の
地
を
観
れ
ば
、蓋
し
国
の
墺
區
か
。治
る
べ
し
。」

と
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、こ
の
美
し
国
で
あ
る
橿
原
の
地
に
皇
居
を
営
み
、治
世
七
十
六
年
、橿
原
宮
で
崩
御
あ
そ
ば
さ
れ
て
か
ら
、数
え
て

本
年
は
二
千
六
百
年
目
と
な
る
こ
と
を
偲
ぶ
事
に
由
来
し
て
お
り
ま
す
。

　
前
回
の「
二
千
五
百
年
祭
」は
大
正
四
年
と
翌
五
年
の
二
回
齋
行
致
し
て
お
り
ま
す
。第
五
代
桑
原
芳
樹
宮
司
の
時
代
で
す
。何
故
二

年
続
け
て
二
千
五
百
年
祭
を
齋
行
し
た
か
は
不
明
で
あ
り
ま
す
が
、大
正
四
年
は
数
え
で
計
算
し
、翌
五
年
は
満
で
計
算
し
た
も
の
と
思

わ
れ
ま
す
。因
み
に
畝
傍
御
陵
で
は
大
正
五
年
に
齋
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
何
分
百
年
振
り
の
祭
典
で
御
座
い
ま
す
の
で
、当
時
を
知
る
者
も
無
く
、僅
か
に
残
さ
れ
た
資
料
に
よ
り
の
み
し
か
、伺
う
こ
と
が
出
来

ま
せ
ん
。し
か
し
な
が
ら
、次
の
百
年
後
に
齋
行
さ
れ
る「
二
千
七
百
年
祭
」の
手
本
と
為
る
べ
く
、現
在
職
員
一
同
諸
事
遺
漏
無
き
よ
う
取

り
進
め
て
お
り
ま
す
。　

　
最
後
に
、本
年
も
平
素
よ
り
当
神
宮
を
御
崇
敬
頂
い
て
お
り
ま
す
皆
様
の
御
健
勝
と
御
多
幸
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
、年
頭
の

挨
拶
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

宮
司
挨
拶

皇
學
館
大
学
教
授
　
白
山 

芳
太
郎

け
だ

も 

な 

か
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生
じ
た
の
で
あ
る
。『
古
事
記
』に
は
そ
う
い
う
狙

い
は
な
く
、筆
録
者
の
太
安
万
侶
は
同
書
を
日
本
人
向
け
に
書

い
て
い
る
。
安
万
侶
自
身
、す
で
に
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
話
、

そ
の
時
す
で
に
千
年
以
上
た
っ
て
い
て
、い
わ
ば
お
と
ぎ
話
の
よ

う
な
も
の
ま
で
含
ま
れ
て
い
る
。そ
う
い
う
も
の
を
語
る
こ
と
を

通
じ
て
、日
本
人
の
精
神
性
を
残
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
太
安
万
侶
は
、た
と
え
ば
イ
ザ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
と
と
も
に
歩

き
、共
に
逃
げ
、と
も
に
も
の
を
投
げ
て
、現
在
進
行
形
で
語
っ

て
い
る
。ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
に
し
て
も
そ
う
で
あ
る
。
読
者
は
と

も
に
歩
き
、共
に
寝
て
、と
も
に
走
っ
て
、知
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
が『
古
事
記
』で
あ
る
。
そ
こ
で
神
武
天
皇
以
前

橿
原
神
宮 

宮
司
　
久
保
田 

昌
孝

　
平
成
二
十
八
年
丙
申
歳
の
新
春
を
迎
え
、先
ず
以
て
御
皇
室
の
弥
栄
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

皆
様
方
に
は
平
素
よ
り
橿
原
神
宮
の
諸
祭
事
に
つ
き
ま
し
て
、格
別
な
る
御
篤
志
を
お
寄
せ
頂
い
て
お
り
ま
す
こ
と
、誠
に
有
難
く
厚
く

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
扨
、前
々
か
ら
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
通
り
、本
年
は
御
祭
神
神
武
天
皇
様
が
崩
御
あ
そ
ば
さ
れ
ま
し
て
よ
り
二
千
六
百
年
の
式
年

に
あ
た
り
ま
す
の
で
、例
年
齋
行
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
四
月
三
日
の
神
武
天
皇
祭
を
、「
神
武
天
皇
二
千
六
百
年
大
祭
」と
し
て
御
奉

仕
申
し
上
げ
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、皆
様
に
二
千
六
百
年
大
祭
の
話
を
致
し
ま
す
と
、「
確
か
昔
に
あ
り
ま
し
た
ね
」と
か「
紀
元
は
二
千
六
百
年
で
す
ね
」等
々

お
言
葉
を
頂
き
ま
す
が
、皆
様
が
想
像
さ
れ
る「
二
千
六
百
年
」は
昭
和
十
五
年
の「
紀
元
二
千
六
百
年
」で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
ま
す

が
、こ
ち
ら
は
、神
武
天
皇
様
が
九
州
は
高
千
穂
宮
を
出
立
し
六
年
の
長
い
歳
月
を
か
け
ら
れ
、国
の
中
心
で
あ
る
橿
原
に
於
い
て
即
位
さ

れ
、橿
原
宮
で
日
本
の
国
を
肇
め
ら
れ
た
こ
と
を
お
祝
い
す
る
事
に
由
来
し
て
お
り
ま
す
。

　
こ
の
日
は
二
月
十
一
日
の
御
例
祭「
紀
元
祭
」の
日
と
な
り
ま
す
。

　「
神
武
天
皇
二
千
六
百
年
大
祭
」は
神
武
天
皇
様
が
、「
夫
の
畝
傍
山
の
東
南
橿
原
の
地
を
観
れ
ば
、蓋
し
国
の
墺
區
か
。治
る
べ
し
。」

と
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、こ
の
美
し
国
で
あ
る
橿
原
の
地
に
皇
居
を
営
み
、治
世
七
十
六
年
、橿
原
宮
で
崩
御
あ
そ
ば
さ
れ
て
か
ら
、数
え
て

本
年
は
二
千
六
百
年
目
と
な
る
こ
と
を
偲
ぶ
事
に
由
来
し
て
お
り
ま
す
。

　
前
回
の「
二
千
五
百
年
祭
」は
大
正
四
年
と
翌
五
年
の
二
回
齋
行
致
し
て
お
り
ま
す
。第
五
代
桑
原
芳
樹
宮
司
の
時
代
で
す
。何
故
二

年
続
け
て
二
千
五
百
年
祭
を
齋
行
し
た
か
は
不
明
で
あ
り
ま
す
が
、大
正
四
年
は
数
え
で
計
算
し
、翌
五
年
は
満
で
計
算
し
た
も
の
と
思

わ
れ
ま
す
。因
み
に
畝
傍
御
陵
で
は
大
正
五
年
に
齋
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
何
分
百
年
振
り
の
祭
典
で
御
座
い
ま
す
の
で
、当
時
を
知
る
者
も
無
く
、僅
か
に
残
さ
れ
た
資
料
に
よ
り
の
み
し
か
、伺
う
こ
と
が
出
来

ま
せ
ん
。し
か
し
な
が
ら
、次
の
百
年
後
に
齋
行
さ
れ
る「
二
千
七
百
年
祭
」の
手
本
と
為
る
べ
く
、現
在
職
員
一
同
諸
事
遺
漏
無
き
よ
う
取

り
進
め
て
お
り
ま
す
。　

　
最
後
に
、本
年
も
平
素
よ
り
当
神
宮
を
御
崇
敬
頂
い
て
お
り
ま
す
皆
様
の
御
健
勝
と
御
多
幸
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
、年
頭
の

挨
拶
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

宮
司
挨
拶

皇
學
館
大
学
教
授
　
白
山 

芳
太
郎

け
だ

も 

な 

か
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かしはら

の
神
代
の
巻
に
、全
体
の
三
分
の
一
を
か
け
て
書
い
て
い
る
。
十
五

分
の
一
の
比
率
で
神
代
を
語
る『
日
本
書
紀
』と
は
立
場
を
異
に

し
て
い
る
。『
日
本
書
紀
』に
お
け
る
神
代
の
巻
は
上
下
二
巻
で

あ
る
。
家
々
に
よ
る
微
細
な
伝
承
の
違
い
を
残
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
二
巻
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、本
文
と
し
て
は『
古
事
記
』

と
ほ
ぼ
同
一
の
量
で
あ
る
。
家
々
に
よ
る
伝
承
の
違
い
を
残
し
た

『
日
本
書
紀
』は
、そ
の
点
は
長
所
で
あ
る
が
、話
の
筋
を
一
本
化

し
た『
古
事
記
』の
神
代
の
巻
は
不
備
か
と
い
う
と
、そ
う
と
ば

か
り
は
い
え
な
い
。
明
快
と
い
う
点
で
は
長
所
で
あ
る
。『
日
本

書
紀
』で
す
ら
、神
武
天
皇
以
降
、家
々
に
よ
る
伝
承
の
違
い
を

記
す
こ
と
を
や
め
て
し
ま
っ
て
い
る
。
簡
潔
に
記
す
と
言
う
図
書

と
し
て
の
本
分
を『
日
本
書
紀
』も
承
知
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、さ
ま
ざ
ま
な
執
筆
材
料
を
収
集
し
た
編
纂
の
労
苦
を

残
そ
う
と
し
て『
日
本
書
紀
』は
本
文
の
末
尾
に
細
字
で
割
注

に
し
て「
一
書
に
曰
く
」を
付
記
し
た
の
で
あ
る
。
現
行
本
の『
日

本
書
紀
』は
家
々
に
よ
る
伝
承
の
違
い
を
重
視
し
、そ
の
よ
う
な

注
の
部
分
ま
で
大
き
く
書
い
た
た
め
、複
雑
そ
う
に
見
え
る
の

で
あ
っ
て
、編
者
と
し
て
は
一
見
し
て
分
か
る
よ
う
に
工
夫
し
て
い

る
。
ま
た『
古
事
記
』は
外
国
と
の
交
流
関
係
の
記
事
が
嫌
い
で

あ
る
。
例
え
ば
仏
教
の
伝
来
を
記
さ
な
い
。
逆
に『
日
本
書
紀
』

は
外
国
と
の
交
流
関
係
に
重
き
を
置
い
て
い
る
。『
古
事
記
』に

お
け
る
最
大
の
比
重
は
、皇
位
継
承
の
順
位
を
め
ぐ
っ
て
血
の
つ

な
が
っ
た
者
ど
う
し
が
殺
し
合
い
、そ
の
他
、残
酷
な
こ
と
が

あ
っ
て
、そ
れ
を
克
服
し
て
今
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、こ

れ
か
ら
は
そ
う
い
う
こ
と
を
な
さ
ら
な
い
で
い
た
だ
き
た
い
と
願

う
思
い
で
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
態
度
に
つ
い
て
、皇

室
を
美
化
す
る
為
に
書
い
た
と
い
う
先
入
観
で
読
ま
れ
て
き
た

た
め
、こ
う
い
っ
た
個
所
が
読
み
飛
ば
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。そ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
原
因
は
前
段
に
神
話
が
あ
る
こ
と
に

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。お
と
ぎ
話
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い

て『
古
事
記
』の
最
初
の
三
分
の
一
が
そ
れ
で
あ
る
。そ
れ
を
読
み

切
っ
て
、そ
こ
か
ら
先
、初
代
と
し
て
美
化
さ
れ
た
神
武
天
皇
が

あ
る
に
ち
が
い
な
い
と
い
う
先
入
観
で
読
ま
れ
て
き
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
を
読
み
終
わ
る
と
、そ
の
あ
と
に
欠
史
八
代
、つ
ま
り

足
跡
の
な
い
八
代
が
あ
る
と
断
じ
て
き
た
が
、伝
え
た
人
間
の

責
任
で
欠
落
し
た
の
で
あ
っ
て
、そ
こ
に
創
作
を
加
え
て
い
な
い

こ
と
を
褒
め
る
べ
き
で
あ
る
。そ
れ
を
、歴
史
編
纂
官
の
過
失
あ

る
い
は
謀
略
の
よ
う
に
誤
読
し
、「
欠
史
八
代
」
と
い
う
読
み
方

が
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。つ
ま
り
第
二
代
以
降
八
代
は
実

在
し
な
い
も
の
を
謀
略
で
加
え
た
と
誤
解
さ
れ
て
き
た
の
で
あ

る
。
実
際
の『
古
事
記
』は
神
武
天
皇
か
ら
が
本
番
で
あ
る
。
神

武
天
皇
が
皇
位
に
就
か
れ
る
前
、御
長
兄
が
敵
に
殺
さ
れ
る
。

御
次
兄
と
そ
の
次
の
兄
君
も
事
故
死
。
そ
こ
で
四
男
で
あ
る
神

武
天
皇
が
あ
と
を
受
け
て
東
征
を
完
成
さ
れ
御
即
位
と
な
る
。

さ
ら
に
、こ
の
よ
う
な
初
代
が
崩
御
さ
れ
る
と
、跡
目
相
続
を
め

ぐ
っ
て
事
件
が
起
き
る
。
御
長
男
が
神
武
天
皇
の
最
初
の
お
き

さ
き
の
御
子
で
あ
っ
て
、第
二
代
綏
靖
天
皇
お
よ
び
そ
の
兄
で
太

安
万
侶
の
祖
先
は
二
人
目
の
お
き
さ
き
の
御
子
で
あ
る
。
綏
靖

天
皇
た
ち
御
兄
弟
の
御
生
母
が
異
母
兄
に
略
奪
結
婚
さ
れ
て

し
ま
う
と
い
う
事
態
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
兄
は
弟
た
ち
を
殺

害
し
よ
う
と
す
る
。
母
君
が
歌
を
詠
ん
で
、我
が
子
に
危
険
を

知
ら
せ
ら
れ
る
。そ
こ
で
御
次
男
以
下
が
御
長
兄
の
殺
害
計
画

を
立
て
ら
れ
る
。
太
安
万
侶
の
祖
先
は
兄
で
あ
っ
た
が
手
が
震

え
て
殺
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
弟
で
あ
る
綏
靖
天
皇
が
、兄
か
ら

刀
を
奪
っ
て
手
を
下
さ
れ
る
。
そ
し
て
、御
兄
は
、御
弟
に
御
位

を
譲
ら
れ
る
。
意
富（
お
ほ
）氏
、つ
ま
り
太
安
万
侶
の
祖
先
は

そ
の
よ
う
な
譲
っ
た
兄
の
子
孫
で
あ
っ
た
。そ
う
い
っ
た
こ
と
に
重

点
を
置
き
、今
後
、こ
う
い
う
争
い
を
避
け
て
い
た
だ
き
た
い
と

い
う
思
い
で
書
い
て
い
る
。そ
れ
が『
古
事
記
』で
あ
る
。

　
太
安
万
侶
が
生
き
た
時
代
は
、天
武
天
皇
に
味
方
し
た「
壬

申
の
功
臣
」た
ち
の
時
代
で
も
あ
っ
た
。『
日
本
書
紀
』は
そ
の
こ

と
を
詳
細
に
記
し
て
い
る
。『
古
事
記
』は
壬
申
の
乱
は
書
け
な

い
。
そ
の
手
前
で
筆
を
擱
い
て
い
る
。
叔
父
と
甥
が
争
わ
れ
た
壬

申
の
乱
を『
古
事
記
』は
書
け
な
い
の
で
あ
る
。
繊
細
で
思
い
や

り
と
人
情
の
あ
る
太
安
万
侶
ら
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
わ
れ
わ

れ
も
安
万
侶
と
一
緒
に
な
っ
て
、互
い
に
し
ゃ
が
ん
で
、ロ
ー
ア
ン
グ

ル
で
目
線
を
共
有
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。『
神
皇
正
統
記
』は
そ

う
い
う『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』共
通
し
て
記
す
神
武
天
皇
崩

後
の
綏
靖
天
皇
御
即
位
の
い
き
さ
つ
を
記
さ
な
い
。
と
こ
ろ
が

『
先
代
旧
辞
本
紀
』は
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
ノ
ミ
コ
ト
帰
順
の
い
き
さ
つ
を

詳
細
に
記
し
て
い
て『
神
皇
正
統
記
』は
そ
れ
を
採
択
す
る
の
で

あ
る
。こ
れ
は
物
部
氏
の
伝
承
で
あ
っ
て
、今
日
で
は
あ
ま
り
読

ま
れ
な
い
が
、ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
ノ
ミ
コ
ト
を
奉
じ
る
勢
力
が
ニ
ニ
ギ
ノ

ミ
コ
ト
の
子
孫
で
あ
る
神
武
天
皇
に
帰
順
し
た
こ
と
に
つ
い
て
記

し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
点
を『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』は
簡

単
に
し
か
触
れ
な
い
。そ
の
よ
う
な
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
ノ
ミ
コ
ト
を
奉
じ

る
勢
力
、つ
ま
り
後
の
物
部
氏
の
功
績
を『
神
皇
正
統
記
』は
高

く
評
価
す
る
の
で
あ
る
。

昭
和
二
十
五
年
神
戸
市
生
ま
れ
。

文
学
博
士
。

四
天
王
寺
女
子
大
学
講
師
、

国
学
院
大
学
講
師
、

東
北
大
学
講
師
な
ど
を
経
て
、

現
在
、皇
學
館
大
学
教
授

（
日
本
宗
教
学
会
理
事
、日
本
思
想
史
学
会

評
議
員
）。

お
も
な
著
書

『
職
原
鈔
の
基
礎
的
研
究
』臨
川
書
店
、

『
北
畠
親
房
の
研
究
』ぺ
り
か
ん
社
、

『
日
本
思
想
史
辞
典
』ぺ
り
か
ん
社
、

『
日
本
人
の
こ
こ
ろ
』エ
ス・ピ
ー・シ
ー
、

『
日
本
神
さ
ま
事
典
』大
法
輪
閣
、

『
仏
教
と
出
会
っ
た
日
本
』法
藏
館
、

『
王
権
と
神
祇
』思
文
閣
出
版
、

『
神
道
』国
書
刊
行
会
、

『
神
道
説
の
発
生
と
伊
勢
神
道
』国
書
刊

行
会
、

『
神
道
学
原
論
』皇
学
館
大
学
出
版
部

な
ど
。

白
山

　芳
太
郎

し
ら
や
ま

よ
し
た
ろ
う 

（
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
）
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かしはら

の
神
代
の
巻
に
、全
体
の
三
分
の
一
を
か
け
て
書
い
て
い
る
。
十
五

分
の
一
の
比
率
で
神
代
を
語
る『
日
本
書
紀
』と
は
立
場
を
異
に

し
て
い
る
。『
日
本
書
紀
』に
お
け
る
神
代
の
巻
は
上
下
二
巻
で

あ
る
。
家
々
に
よ
る
微
細
な
伝
承
の
違
い
を
残
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
二
巻
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、本
文
と
し
て
は『
古
事
記
』

と
ほ
ぼ
同
一
の
量
で
あ
る
。
家
々
に
よ
る
伝
承
の
違
い
を
残
し
た

『
日
本
書
紀
』は
、そ
の
点
は
長
所
で
あ
る
が
、話
の
筋
を
一
本
化

し
た『
古
事
記
』の
神
代
の
巻
は
不
備
か
と
い
う
と
、そ
う
と
ば

か
り
は
い
え
な
い
。
明
快
と
い
う
点
で
は
長
所
で
あ
る
。『
日
本

書
紀
』で
す
ら
、神
武
天
皇
以
降
、家
々
に
よ
る
伝
承
の
違
い
を

記
す
こ
と
を
や
め
て
し
ま
っ
て
い
る
。
簡
潔
に
記
す
と
言
う
図
書

と
し
て
の
本
分
を『
日
本
書
紀
』も
承
知
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、さ
ま
ざ
ま
な
執
筆
材
料
を
収
集
し
た
編
纂
の
労
苦
を

残
そ
う
と
し
て『
日
本
書
紀
』は
本
文
の
末
尾
に
細
字
で
割
注

に
し
て「
一
書
に
曰
く
」を
付
記
し
た
の
で
あ
る
。
現
行
本
の『
日

本
書
紀
』は
家
々
に
よ
る
伝
承
の
違
い
を
重
視
し
、そ
の
よ
う
な

注
の
部
分
ま
で
大
き
く
書
い
た
た
め
、複
雑
そ
う
に
見
え
る
の

で
あ
っ
て
、編
者
と
し
て
は
一
見
し
て
分
か
る
よ
う
に
工
夫
し
て
い

る
。
ま
た『
古
事
記
』は
外
国
と
の
交
流
関
係
の
記
事
が
嫌
い
で

あ
る
。
例
え
ば
仏
教
の
伝
来
を
記
さ
な
い
。
逆
に『
日
本
書
紀
』

は
外
国
と
の
交
流
関
係
に
重
き
を
置
い
て
い
る
。『
古
事
記
』に

お
け
る
最
大
の
比
重
は
、皇
位
継
承
の
順
位
を
め
ぐ
っ
て
血
の
つ

な
が
っ
た
者
ど
う
し
が
殺
し
合
い
、そ
の
他
、残
酷
な
こ
と
が

あ
っ
て
、そ
れ
を
克
服
し
て
今
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、こ

れ
か
ら
は
そ
う
い
う
こ
と
を
な
さ
ら
な
い
で
い
た
だ
き
た
い
と
願

う
思
い
で
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
態
度
に
つ
い
て
、皇

室
を
美
化
す
る
為
に
書
い
た
と
い
う
先
入
観
で
読
ま
れ
て
き
た

た
め
、こ
う
い
っ
た
個
所
が
読
み
飛
ば
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。そ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
原
因
は
前
段
に
神
話
が
あ
る
こ
と
に

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。お
と
ぎ
話
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い

て『
古
事
記
』の
最
初
の
三
分
の
一
が
そ
れ
で
あ
る
。そ
れ
を
読
み

切
っ
て
、そ
こ
か
ら
先
、初
代
と
し
て
美
化
さ
れ
た
神
武
天
皇
が

あ
る
に
ち
が
い
な
い
と
い
う
先
入
観
で
読
ま
れ
て
き
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
を
読
み
終
わ
る
と
、そ
の
あ
と
に
欠
史
八
代
、つ
ま
り

足
跡
の
な
い
八
代
が
あ
る
と
断
じ
て
き
た
が
、伝
え
た
人
間
の

責
任
で
欠
落
し
た
の
で
あ
っ
て
、そ
こ
に
創
作
を
加
え
て
い
な
い

こ
と
を
褒
め
る
べ
き
で
あ
る
。そ
れ
を
、歴
史
編
纂
官
の
過
失
あ

る
い
は
謀
略
の
よ
う
に
誤
読
し
、「
欠
史
八
代
」
と
い
う
読
み
方

が
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。つ
ま
り
第
二
代
以
降
八
代
は
実

在
し
な
い
も
の
を
謀
略
で
加
え
た
と
誤
解
さ
れ
て
き
た
の
で
あ

る
。
実
際
の『
古
事
記
』は
神
武
天
皇
か
ら
が
本
番
で
あ
る
。
神

武
天
皇
が
皇
位
に
就
か
れ
る
前
、御
長
兄
が
敵
に
殺
さ
れ
る
。

御
次
兄
と
そ
の
次
の
兄
君
も
事
故
死
。
そ
こ
で
四
男
で
あ
る
神

武
天
皇
が
あ
と
を
受
け
て
東
征
を
完
成
さ
れ
御
即
位
と
な
る
。

さ
ら
に
、こ
の
よ
う
な
初
代
が
崩
御
さ
れ
る
と
、跡
目
相
続
を
め

ぐ
っ
て
事
件
が
起
き
る
。
御
長
男
が
神
武
天
皇
の
最
初
の
お
き

さ
き
の
御
子
で
あ
っ
て
、第
二
代
綏
靖
天
皇
お
よ
び
そ
の
兄
で
太

安
万
侶
の
祖
先
は
二
人
目
の
お
き
さ
き
の
御
子
で
あ
る
。
綏
靖

天
皇
た
ち
御
兄
弟
の
御
生
母
が
異
母
兄
に
略
奪
結
婚
さ
れ
て

し
ま
う
と
い
う
事
態
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
兄
は
弟
た
ち
を
殺

害
し
よ
う
と
す
る
。
母
君
が
歌
を
詠
ん
で
、我
が
子
に
危
険
を

知
ら
せ
ら
れ
る
。そ
こ
で
御
次
男
以
下
が
御
長
兄
の
殺
害
計
画

を
立
て
ら
れ
る
。
太
安
万
侶
の
祖
先
は
兄
で
あ
っ
た
が
手
が
震

え
て
殺
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
弟
で
あ
る
綏
靖
天
皇
が
、兄
か
ら

刀
を
奪
っ
て
手
を
下
さ
れ
る
。
そ
し
て
、御
兄
は
、御
弟
に
御
位

を
譲
ら
れ
る
。
意
富（
お
ほ
）氏
、つ
ま
り
太
安
万
侶
の
祖
先
は

そ
の
よ
う
な
譲
っ
た
兄
の
子
孫
で
あ
っ
た
。そ
う
い
っ
た
こ
と
に
重

点
を
置
き
、今
後
、こ
う
い
う
争
い
を
避
け
て
い
た
だ
き
た
い
と

い
う
思
い
で
書
い
て
い
る
。そ
れ
が『
古
事
記
』で
あ
る
。

　
太
安
万
侶
が
生
き
た
時
代
は
、天
武
天
皇
に
味
方
し
た「
壬

申
の
功
臣
」た
ち
の
時
代
で
も
あ
っ
た
。『
日
本
書
紀
』は
そ
の
こ

と
を
詳
細
に
記
し
て
い
る
。『
古
事
記
』は
壬
申
の
乱
は
書
け
な

い
。
そ
の
手
前
で
筆
を
擱
い
て
い
る
。
叔
父
と
甥
が
争
わ
れ
た
壬

申
の
乱
を『
古
事
記
』は
書
け
な
い
の
で
あ
る
。
繊
細
で
思
い
や

り
と
人
情
の
あ
る
太
安
万
侶
ら
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
わ
れ
わ

れ
も
安
万
侶
と
一
緒
に
な
っ
て
、互
い
に
し
ゃ
が
ん
で
、ロ
ー
ア
ン
グ

ル
で
目
線
を
共
有
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。『
神
皇
正
統
記
』は
そ

う
い
う『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』共
通
し
て
記
す
神
武
天
皇
崩

後
の
綏
靖
天
皇
御
即
位
の
い
き
さ
つ
を
記
さ
な
い
。
と
こ
ろ
が

『
先
代
旧
辞
本
紀
』は
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
ノ
ミ
コ
ト
帰
順
の
い
き
さ
つ
を

詳
細
に
記
し
て
い
て『
神
皇
正
統
記
』は
そ
れ
を
採
択
す
る
の
で

あ
る
。こ
れ
は
物
部
氏
の
伝
承
で
あ
っ
て
、今
日
で
は
あ
ま
り
読

ま
れ
な
い
が
、ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
ノ
ミ
コ
ト
を
奉
じ
る
勢
力
が
ニ
ニ
ギ
ノ

ミ
コ
ト
の
子
孫
で
あ
る
神
武
天
皇
に
帰
順
し
た
こ
と
に
つ
い
て
記

し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
点
を『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』は
簡

単
に
し
か
触
れ
な
い
。そ
の
よ
う
な
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
ノ
ミ
コ
ト
を
奉
じ

る
勢
力
、つ
ま
り
後
の
物
部
氏
の
功
績
を『
神
皇
正
統
記
』は
高

く
評
価
す
る
の
で
あ
る
。

昭
和
二
十
五
年
神
戸
市
生
ま
れ
。

文
学
博
士
。

四
天
王
寺
女
子
大
学
講
師
、

国
学
院
大
学
講
師
、

東
北
大
学
講
師
な
ど
を
経
て
、

現
在
、皇
學
館
大
学
教
授

（
日
本
宗
教
学
会
理
事
、日
本
思
想
史
学
会

評
議
員
）。

お
も
な
著
書

『
職
原
鈔
の
基
礎
的
研
究
』臨
川
書
店
、

『
北
畠
親
房
の
研
究
』ぺ
り
か
ん
社
、

『
日
本
思
想
史
辞
典
』ぺ
り
か
ん
社
、

『
日
本
人
の
こ
こ
ろ
』エ
ス・ピ
ー・シ
ー
、

『
日
本
神
さ
ま
事
典
』大
法
輪
閣
、

『
仏
教
と
出
会
っ
た
日
本
』法
藏
館
、

『
王
権
と
神
祇
』思
文
閣
出
版
、

『
神
道
』国
書
刊
行
会
、

『
神
道
説
の
発
生
と
伊
勢
神
道
』国
書
刊

行
会
、

『
神
道
学
原
論
』皇
学
館
大
学
出
版
部

な
ど
。

白
山

　芳
太
郎

し
ら
や
ま

よ
し
た
ろ
う 

（
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
）
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かしはら

修
理
報
告

　檜
皮
葺
工
事

　平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
九
日
に
本
殿
屋
根
工
事
作
業
に
先
立
っ
て

仮
殿
遷
座
祭
が
齋
行
さ
れ
ま
し
た
。

　前
回
の
昭
和
五
十
一
年
か
ら
約
四
十
年
を
経
過
し
た
檜
皮
葺
屋
根
の

解
体
工
事
が
今
年
二
月
十
八
日
よ
り
開
始
、三
月
末
に
終
了
し
ま
し
た
。

　次
に
、箱
棟
の
解
体
、屋
根
軒
付
補
修
と
野
地
板
の
修
理
作
業
が
始
ま

り
檜
皮
の
下
に
隠
れ
て
は
い
ま
し
た
が
、野
地
板
が
傷
ん
で
い
る
所
も
多

く
あ
り
、そ
れ
ら
を
新
し
く
取
替
を
致
し
ま
し
た
。

　そ
の
後
、檜
皮
の
平
葺
き
作
業
が
本
格
的
に
開
始
。

　奈
良
県
産
と
岐
阜
県
産
の
長
さ
約
七
十
セ
ン
チ・巾
約
十
セ
ン
チ
の
檜
皮

約
二
十
八
万
枚
を
専
門
の
職
人
が
一
枚
一
枚
竹
釘
で
打
ち
付
け
て
屋
根
を

葺
い
て
い
き
ま
し
た
。

　職
人
に
よ
る
と
屋
根
葺
き
作
業
で一
番
難
し

い
所
は
、屋
根
の
角
の
曲
線
の
葺
替
え
で
、そ
の

場
所
は
熟
練
の
職
人
の
技
量
の
見
せ
所
だ
そ

う
で
す
。

　九
月
一
日
現
在
、檜
皮
の
葺
替
え
は
概
ね
終

了
し
、後
は
修
理
し
た
屋
根
の
鬼
板
と
箱
棟
を

設
置
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　今
後
、本
殿
内
部
の
修
理
、内
陣
の
調
度

品
の
調
製
、本
殿
金
具
の
修
繕
を
進
め
て
参

り
ま
す
。

②長山稲荷社 初午祭④昭和祭 ①紀元祭⑤夏越大祓⑥神楽講習会⑦林間学園⑧指定神社実習 ③神武天皇祭

祭
典
行
事
報
告

平
成
二
十
七
年
二
月
〜
八
月

二
月
十
一
日

　紀
元
祭（
例
祭
）

　御
祭
神
で
あ
る
第
一
代
天
皇 

神
武
天
皇
様
の
御
即
位
を
讃
え
、国
家
の

平
安
を
祈
願
す
る
紀
元
祭
が
齋
行
さ
れ
ま
し
た
。

　本
年
は
御
勅
使
と
し
て
掌
典
堤
公
長
様
を
御
差
遣
頂
き
全
国
よ
り

約
四
千
名
の
崇
敬
者
の
御
参
列
の
も
と
厳
粛
且
つ
盛
大
に
執
り
行
わ
れ
ま

し
た
。

四
月
二
十
九
日

　昭
和
祭

　昭
和
天
皇
様
の
御
聖
徳
を
讃
え
、皇
室
の
弥
栄
と
国
の
隆
昌
、世
界
の
平

和
を
御
神
前
に
祈
念
し
、御
神
徳
を
仰
ぎ
奉
る
昭
和
祭
が
齋
行
さ
れ
、内

庭
で
は
御
祭
神
と
縁
の
深
い
久
米
舞
が
奏
納
さ
れ
ま
し
た
。約
二
百
名
の

御
参
列
が
あ
り
ま
し
た
。

六
月
三
十
日

　夏
越
大
祓

　知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
犯
し
た
半
年
間
の
罪
穢
れ
を
祓
い
清
め
る
神

事
で
す
。今
年
も
南
神
門
前
広
場
に
祭
場
を
設
け
齋
行
さ
れ
ま
し
た
。神

職
と
参
列
者
は「
大
祓
詞
」を
奏
上
し
、人
形
に
罪
穢
れ
を
移
し
て
無
病
息

災
を
祈
願
い
た
し
ま
し
た
。

六
月
十
七
日

　御
田
植
祭

　下
種
奉
告
祭
で
蒔
か
れ
た
種
が
苗
と
な
り
、三
人
の
耕
作
者
が
田
植
え

を
し
、一年
の
五
穀
豊
穣
が
祈
ら
れ
ま
し
た
。

七
月
一
日

　夏
越
神
楽
祈
祷

　前
日
の
夏
越
大
祓
で
祓
い
清
め
ら
れ
た
身
の
残
り
半
年
間
の
無
病
息
災
、

七
月
二
十
五
日
〜
二
十
八
日

　神
楽
講
習
会

　神
社
音
楽
協
会
の
先
崎
徑
子
先
生
を
お
迎
え
し
て
、橿
原
神
宮
会
館
に

於
い
て
七
月
二
十
五
日
か
ら
二
十
八
日
ま
で
の
四
日
間
、恒
例
の
神
楽
講
習

会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。橿
原
神
宮
の
神
楽
舞
で
あ
る「
扇
舞
」「
榊
舞
」

「
鈴
舞
」と「
浦
安
の
舞
」を
正
し
い
形
で
舞
え
る
よ
う
、先
生
か
ら
指
導
を

受
け
、巫
女
達
は
美
し
い
舞
、神
様
の
心
を
和
ま
せ
る
舞
を
舞
う
為
に
熱
心

に
研
鑽
を
積
ん
で
い
ま
し
た
。

八
月
一
日
〜
五
日

　林
間
学
園

　小
学
三
年
生
か
ら
六
年
生
ま
で
、橿
原
市
の
児
童
を
中
心
に
県
内
よ
り
一

五
二
名
の
参
加
を
得
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。戦
後
の
昭
和
二
十
五
年
に
始
ま

り
今
年
で
六
十
六
回
目
を
数
え
ま
す
。専
門
講
師
約
四
十
人
の
指
導
で
科

学
や
歴
史
、図
工
、音
楽
を
学
び
、畝
傍
山
登
山
や
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
の
総
合
学

習
を
行
い
ま
し
た
。最
終
日
に
は
神
宮
会
館
で
閉
園
式
、音
楽
教
室
の
学
習

発
表
会
、橿
原
神
宮
子
供
会（
紙
芝
居
鑑
賞
な
ど
）の
行
事
が
あ
り
、ま
た
、

科
学・歴
史・図
工
教
室
の
作
品
を
神
宮
会
館
ロ
ビ
ー
に
展
示
い
た
し
ま
し
た
。

　橿
原
神
宮
で
は
、毎
年
夏
に
東
京
の
國
學
院
大
學
と
伊
勢
の
皇
學
館
大

学
の
神
職
資
格
取
得
を
目
指
す
学
生
の
為
の
神
社
実
習
を
受
入
て
お
り
ま

す
。本
年
は
両
大
学
合
わ
せ
て
九
名
の
学
生
を
受
入
ま
し
た
。卒
業
後
神
職

と
な
る
学
生
達
は
、神
道
に
つ
い
て
の
座
学
や
、祭
典
奉
仕
、禊
行
法
の
指
導

を
受
け
、研
鑽
を
積
み
ま
し
た
。

四
月
三
日

　神
武
天
皇
祭

　御
祭
神
神
武
天
皇
様
の
偉
業
を
讃
え
る
祭
典
で
、午
前
十
時
よ
り
齋

行
さ
れ
ま
し
た
。祭
典
で
は
宮
司
祝
詞
奏
上
の
後
、昭
和
天
皇
様
の
御
製
に

元
宮
内
省
楽
長
多
忠
朝
氏
が
作
舞・作
曲
さ
れ
た「
浦
安
の
舞
」が
奉
奏

さ
れ
ま
し
た
。

　祭
典
終
了
後
、引
き
続
き
外
院
の
斎
庭
に
て
、奉
納
の
儀
が
行
わ
れ
、橿

原
市
民
踊・舞
踊
の
会（
総
勢
三
十
名
）の
皆
様
に
よ
る
橿
原
音
頭
が
披
露

さ
れ
ま
し
た
。午
後
よ
り
生
憎
の
雨
模
様
と
な
り
ま
し
た
が
、内
拝
殿
に
て

五
月
五
日

　有
楽
流
献
茶
祭

　午
前
十
時
よ
り
有
楽
流
十
七
代 

家
元 

織
田
宗
裕
宗
匠
の
御
奉
仕
に
よ

る
献
茶
祭
が
齋
行
さ
れ
、濃
茶
と
薄
茶
の
二
碗
を
御
神
前
に
お
供
え
頂
き

ま
し
た
。祭
典
後
引
続
き
境
内
の
貴
賓
館
、文
華
殿
で
は
お
茶
席
が
設
け

ら
れ
、参
拝
者
に
も
お
茶
が
ふ
る
ま
わ
れ
ま
し
た
。

國
栖
奏
、並
び
に
各
種
奉
納
行
事
が
執
り
行
わ
れ
終
日
賑
わ
い
を
見
せ
ま

し
た
。

家
運
隆
昌
を
神
楽
殿
に
て
祈
願
を
い
た
し
ま
し
た
。

二
月
十
七
日

　祈
年
祭

　五
穀
豊
穣
、皇
室
の
安
泰
、国
民
の
安
寧
を
祈
願
す
る
祈
年
祭
が
齋
行

さ
れ
ま
し
た
。

四
月
二
日

　御
鎮
座
記
念
祭

　明
治
二
十
三
年
四
月
二
日
に
橿
原
神
宮
が
御
鎮
座
さ
れ
た
事
を
記
念

し
て
、午
前
十
時
よ
り
祭
典
が
齋
行
さ
れ
ま
し
た
。

三
月
十
一
日

　長
山
稲
荷
社 

初
午
祭

三
月
二
十
一
日

　春
季
皇
霊
祭
遥
拝

五
月
二
日

　長
山
稲
荷
社
例
祭

四
月
二
十
二
日

　下
種
奉
告
祭

写
真
①

写
真
②

写
真
③写

真
⑦

八
月
十
七
日
〜
二
十
三
日

國
學
院
大
學 

皇
學
館
大
學

　指
定
神
社
実
習
写
真
⑧

写
真
⑥

写
真
④

写
真
⑤

ひ
と 

が
た
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修
理
報
告

　檜
皮
葺
工
事

　平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
九
日
に
本
殿
屋
根
工
事
作
業
に
先
立
っ
て

仮
殿
遷
座
祭
が
齋
行
さ
れ
ま
し
た
。

　前
回
の
昭
和
五
十
一
年
か
ら
約
四
十
年
を
経
過
し
た
檜
皮
葺
屋
根
の

解
体
工
事
が
今
年
二
月
十
八
日
よ
り
開
始
、三
月
末
に
終
了
し
ま
し
た
。

　次
に
、箱
棟
の
解
体
、屋
根
軒
付
補
修
と
野
地
板
の
修
理
作
業
が
始
ま

り
檜
皮
の
下
に
隠
れ
て
は
い
ま
し
た
が
、野
地
板
が
傷
ん
で
い
る
所
も
多

く
あ
り
、そ
れ
ら
を
新
し
く
取
替
を
致
し
ま
し
た
。

　そ
の
後
、檜
皮
の
平
葺
き
作
業
が
本
格
的
に
開
始
。

　奈
良
県
産
と
岐
阜
県
産
の
長
さ
約
七
十
セ
ン
チ・巾
約
十
セ
ン
チ
の
檜
皮

約
二
十
八
万
枚
を
専
門
の
職
人
が
一
枚
一
枚
竹
釘
で
打
ち
付
け
て
屋
根
を

葺
い
て
い
き
ま
し
た
。

　職
人
に
よ
る
と
屋
根
葺
き
作
業
で一
番
難
し

い
所
は
、屋
根
の
角
の
曲
線
の
葺
替
え
で
、そ
の

場
所
は
熟
練
の
職
人
の
技
量
の
見
せ
所
だ
そ

う
で
す
。

　九
月
一
日
現
在
、檜
皮
の
葺
替
え
は
概
ね
終

了
し
、後
は
修
理
し
た
屋
根
の
鬼
板
と
箱
棟
を

設
置
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　今
後
、本
殿
内
部
の
修
理
、内
陣
の
調
度

品
の
調
製
、本
殿
金
具
の
修
繕
を
進
め
て
参

り
ま
す
。

②長山稲荷社 初午祭④昭和祭 ①紀元祭⑤夏越大祓⑥神楽講習会⑦林間学園⑧指定神社実習 ③神武天皇祭

祭
典
行
事
報
告

平
成
二
十
七
年
二
月
〜
八
月

二
月
十
一
日

　紀
元
祭（
例
祭
）

　御
祭
神
で
あ
る
第
一
代
天
皇 

神
武
天
皇
様
の
御
即
位
を
讃
え
、国
家
の

平
安
を
祈
願
す
る
紀
元
祭
が
齋
行
さ
れ
ま
し
た
。

　本
年
は
御
勅
使
と
し
て
掌
典
堤
公
長
様
を
御
差
遣
頂
き
全
国
よ
り

約
四
千
名
の
崇
敬
者
の
御
参
列
の
も
と
厳
粛
且
つ
盛
大
に
執
り
行
わ
れ
ま

し
た
。

四
月
二
十
九
日

　昭
和
祭

　昭
和
天
皇
様
の
御
聖
徳
を
讃
え
、皇
室
の
弥
栄
と
国
の
隆
昌
、世
界
の
平

和
を
御
神
前
に
祈
念
し
、御
神
徳
を
仰
ぎ
奉
る
昭
和
祭
が
齋
行
さ
れ
、内

庭
で
は
御
祭
神
と
縁
の
深
い
久
米
舞
が
奏
納
さ
れ
ま
し
た
。約
二
百
名
の

御
参
列
が
あ
り
ま
し
た
。

六
月
三
十
日

　夏
越
大
祓

　知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
犯
し
た
半
年
間
の
罪
穢
れ
を
祓
い
清
め
る
神

事
で
す
。今
年
も
南
神
門
前
広
場
に
祭
場
を
設
け
齋
行
さ
れ
ま
し
た
。神

職
と
参
列
者
は「
大
祓
詞
」を
奏
上
し
、人
形
に
罪
穢
れ
を
移
し
て
無
病
息

災
を
祈
願
い
た
し
ま
し
た
。

六
月
十
七
日

　御
田
植
祭

　下
種
奉
告
祭
で
蒔
か
れ
た
種
が
苗
と
な
り
、三
人
の
耕
作
者
が
田
植
え

を
し
、一年
の
五
穀
豊
穣
が
祈
ら
れ
ま
し
た
。

七
月
一
日

　夏
越
神
楽
祈
祷

　前
日
の
夏
越
大
祓
で
祓
い
清
め
ら
れ
た
身
の
残
り
半
年
間
の
無
病
息
災
、

七
月
二
十
五
日
〜
二
十
八
日

　神
楽
講
習
会

　神
社
音
楽
協
会
の
先
崎
徑
子
先
生
を
お
迎
え
し
て
、橿
原
神
宮
会
館
に

於
い
て
七
月
二
十
五
日
か
ら
二
十
八
日
ま
で
の
四
日
間
、恒
例
の
神
楽
講
習

会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。橿
原
神
宮
の
神
楽
舞
で
あ
る「
扇
舞
」「
榊
舞
」

「
鈴
舞
」と「
浦
安
の
舞
」を
正
し
い
形
で
舞
え
る
よ
う
、先
生
か
ら
指
導
を

受
け
、巫
女
達
は
美
し
い
舞
、神
様
の
心
を
和
ま
せ
る
舞
を
舞
う
為
に
熱
心

に
研
鑽
を
積
ん
で
い
ま
し
た
。

八
月
一
日
〜
五
日

　林
間
学
園

　小
学
三
年
生
か
ら
六
年
生
ま
で
、橿
原
市
の
児
童
を
中
心
に
県
内
よ
り
一

五
二
名
の
参
加
を
得
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。戦
後
の
昭
和
二
十
五
年
に
始
ま

り
今
年
で
六
十
六
回
目
を
数
え
ま
す
。専
門
講
師
約
四
十
人
の
指
導
で
科

学
や
歴
史
、図
工
、音
楽
を
学
び
、畝
傍
山
登
山
や
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
の
総
合
学

習
を
行
い
ま
し
た
。最
終
日
に
は
神
宮
会
館
で
閉
園
式
、音
楽
教
室
の
学
習

発
表
会
、橿
原
神
宮
子
供
会（
紙
芝
居
鑑
賞
な
ど
）の
行
事
が
あ
り
、ま
た
、

科
学・歴
史・図
工
教
室
の
作
品
を
神
宮
会
館
ロ
ビ
ー
に
展
示
い
た
し
ま
し
た
。

　橿
原
神
宮
で
は
、毎
年
夏
に
東
京
の
國
學
院
大
學
と
伊
勢
の
皇
學
館
大

学
の
神
職
資
格
取
得
を
目
指
す
学
生
の
為
の
神
社
実
習
を
受
入
て
お
り
ま

す
。本
年
は
両
大
学
合
わ
せ
て
九
名
の
学
生
を
受
入
ま
し
た
。卒
業
後
神
職

と
な
る
学
生
達
は
、神
道
に
つ
い
て
の
座
学
や
、祭
典
奉
仕
、禊
行
法
の
指
導

を
受
け
、研
鑽
を
積
み
ま
し
た
。

四
月
三
日

　神
武
天
皇
祭

　御
祭
神
神
武
天
皇
様
の
偉
業
を
讃
え
る
祭
典
で
、午
前
十
時
よ
り
齋

行
さ
れ
ま
し
た
。祭
典
で
は
宮
司
祝
詞
奏
上
の
後
、昭
和
天
皇
様
の
御
製
に

元
宮
内
省
楽
長
多
忠
朝
氏
が
作
舞・作
曲
さ
れ
た「
浦
安
の
舞
」が
奉
奏

さ
れ
ま
し
た
。

　祭
典
終
了
後
、引
き
続
き
外
院
の
斎
庭
に
て
、奉
納
の
儀
が
行
わ
れ
、橿

原
市
民
踊・舞
踊
の
会（
総
勢
三
十
名
）の
皆
様
に
よ
る
橿
原
音
頭
が
披
露

さ
れ
ま
し
た
。午
後
よ
り
生
憎
の
雨
模
様
と
な
り
ま
し
た
が
、内
拝
殿
に
て

五
月
五
日

　有
楽
流
献
茶
祭

　午
前
十
時
よ
り
有
楽
流
十
七
代 

家
元 
織
田
宗
裕
宗
匠
の
御
奉
仕
に
よ

る
献
茶
祭
が
齋
行
さ
れ
、濃
茶
と
薄
茶
の
二
碗
を
御
神
前
に
お
供
え
頂
き

ま
し
た
。祭
典
後
引
続
き
境
内
の
貴
賓
館
、文
華
殿
で
は
お
茶
席
が
設
け

ら
れ
、参
拝
者
に
も
お
茶
が
ふ
る
ま
わ
れ
ま
し
た
。

國
栖
奏
、並
び
に
各
種
奉
納
行
事
が
執
り
行
わ
れ
終
日
賑
わ
い
を
見
せ
ま

し
た
。

家
運
隆
昌
を
神
楽
殿
に
て
祈
願
を
い
た
し
ま
し
た
。

二
月
十
七
日

　祈
年
祭

　五
穀
豊
穣
、皇
室
の
安
泰
、国
民
の
安
寧
を
祈
願
す
る
祈
年
祭
が
齋
行

さ
れ
ま
し
た
。

四
月
二
日

　御
鎮
座
記
念
祭

　明
治
二
十
三
年
四
月
二
日
に
橿
原
神
宮
が
御
鎮
座
さ
れ
た
事
を
記
念

し
て
、午
前
十
時
よ
り
祭
典
が
齋
行
さ
れ
ま
し
た
。

三
月
十
一
日

　長
山
稲
荷
社 

初
午
祭

三
月
二
十
一
日

　春
季
皇
霊
祭
遥
拝

五
月
二
日

　長
山
稲
荷
社
例
祭

四
月
二
十
二
日

　下
種
奉
告
祭

写
真
①

写
真
②

写
真
③写

真
⑦

八
月
十
七
日
〜
二
十
三
日

國
學
院
大
學 

皇
學
館
大
學

　指
定
神
社
実
習
写
真
⑧

写
真
⑥

写
真
④

写
真
⑤

ひ
と 

が
た
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宮
司
あ
い
さ
つ

「
神
皇
正
統
記
」
と
神
武
天
皇

平
成
二
十
七
年
上
半
期
祭
典
行
事
報
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行
事
予
定
他
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ブ
ロ
グ

　「橿
原
だ
よ
り
」を
開
設

橿原神宮

かしはら

平
成
二
十
八
年
行
事
予
定
〈
一
月
〜
四
月
〉

一
月
一
日

　
　
　
　歳
旦
祭

一
月
一
日
〜
七
日

　新
春
初
祈
祷

一
月
二
日

　
　
　
　長
山
稲
荷
社
歳
旦
祭

一
月
三
日

　
　
　
　元
始
祭

一
月
五
日

　
　
　
　書
初
め
大
会（
奈
良
）

一
月
六
日

　
　
　
　書
初
め
大
会（
大
阪
）

一
月
七
日

　
　
　
　昭
和
天
皇
祭
遥
拝

一
月
中
旬

　
　
　
　神
武
講
社
新
穀
奉
献
感
謝
祭

一
月
下
旬

　
　
　
　書
初
め
大
会

　表
彰
式

二
月
十
一
日

　
　
　紀
元
祭

二
月
十
七
日

　
　
　祈
年
祭

三
月
中

　
　
　
　
　本
殿
遷
座
祭

三
月
一
日

　
　
　
　長
山
稲
荷
社
初
午
祭

三
月
二
十
日

　
　
　春
季
皇
霊
祭
遥
拝

四
月
三
日

　
　
　
　神
武
天
皇
二
千
六
百
年
大
祭
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橿
原
神
宮
の
日
々
を
綴
っ
た
「
橿
原
だ
よ
り
」

を
開
設
い
た
し
ま
し
た
。

　
神
職
、
巫
女
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
か
ら
、

祭
事
だ
け
で
は
な
く
四
季
折
々
の
橿
原
神
宮
を

御
案
内
致
し
ま
す
。

　
季
節
に
よ
っ
て
変
化
す
る
橿
原
神
宮
の
風
景

を
よ
り
多
く
の
方
々
に
知
っ
て
頂
け
た
ら
と
思

い
ま
す
。

　
是
非
御
覧
く
だ
さ
い
。
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