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•	

和
魂
電
才
の
時
代
、
魂
を
育
み
・
鎮
め
る
「
道
徳
教
育
と
神
話
」

•
	

天
皇
皇
后
両
陛
下
よ
り
御
鏡
並
び
付
属
品
一
式
御
下
賜
の
報
告

•
	

橿
原
神
宮
林
間
学
園
の
歩
み

•
	

献
華
祭
の
ご
案
内

•
	

今
後
の
祭
典
・
行
事

ご
挨
拶

御鏡「橿原の杜」並びに鏡の紐（詳細 4 頁）

　

秋
の
訪
れ
を
感
じ
る
季
節
と
な
り
ま
し
た
。

去
る
三
月
十
九
日
畏
く
も
天
皇
陛
下
皇
后
陛
下
に
は
橿
原
神
宮
に
青
銅
製

御
鏡
「
橿
原
の
杜
」
他
付
属
品
一
式
を
御
下
賜
あ
そ
ば
さ
れ
ま
し
た
こ
と

は
、
実
に
有
難
き
極
み
に
存
じ
上
げ
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

当
日
午
後
二
時
に
宮
内
庁
庁
舎
に
お
き
ま
し
て
、
河
相
侍
従
長
よ
り
謹

ん
で
拝
受
致
し
、
そ
の
後
侍
従
長
よ
り
こ
の
度
の
御
下
賜
の
こ
と
に
つ
き

ま
し
て
色
々
と
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

　

承
り
ま
す
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
と
天
皇
陛
下
に
お
か
せ
ら
れ
ま
し
て

は
、
平
成
二
十
八
年
神
武
天
皇
二
千
六
百
年
御
式
年
に
あ
た
り
皇
后
陛

下
と
御
一
緒
に
神
武
天
皇
陵
と
橿
原
神
宮
に
御
参
拝
後
、
還
幸
あ
そ
ば

さ
れ
て
直
ぐ
に
当
神
宮
に
対
し
御
鏡
御
下
賜
の
意
を
お
示
し
に
な
ら
れ

た
と
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
実
に
辱
き
極
み
に
存
じ
上
げ
る
次
第

で
あ
り
ま
す
。

　

二
十
一
日
午
前
十
時
よ
り
臨
時
祭
と
致
し
ま
し
て
御
鏡
奉
納
奉
告
祭
を

斎
行
申
し
上
げ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
一
昨
年
両
陛
下
が
御
参
拝
あ
そ
ば
さ

れ
た
と
同
じ
日
で
あ
り
ま
す
神
武
天
皇
祭
当
日
に
、
祭
典
に
参
列
さ
れ
た

皆
様
に
御
覧
頂
き
ま
し
た
。

　

御
奉
納
さ
れ
た
御
鏡
は
現
代
の
名
工
で
あ
る
山
本
富
士
夫
氏
が
制
作
さ

れ
、
御
祭
神
が
御
即
位
さ
れ
政
を
行
わ
れ
た
畝
傍
山
東
南
橿
原
宮
に
因
み

畝
傍
山
が
描
か
れ
、
熊
野
か
ら
吉
野
に
向
か
わ
れ
る
途
中
困
難
に
遭
わ
れ

た
神
武
天
皇
を
安
全
な
道
に
案
内
を
し
た
八
咫
烏
と
、
橿
原
神
宮
を
象
徴

す
る
樫
の
葉
が
描
か
れ
、鏡
の
周
囲
に
は
陛
下
の
お
印
で
あ
り
ま
す
「
榮
」

に
因
ん
だ
桐
の
文
様
が
描
か
れ
て
お
り
ま
す
。
鏡
の
紐
は
皇
后
陛
下
が
育

て
ら
れ
た
「
小
石
丸
」
の
糸
が
使
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
漆
塗
り
の
御
鏡
の
箱
が
あ
り
、新
谷
仁
美
氏
の
制
作
で
あ
り
ま
す
。

蓋
に
は
両
陛
下
の
お
印
で
あ
る
「
榮
」
と
「
白
樺
」
に
因
ん
だ
文
様
が
螺

鈿
で
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

御
覧
に
な
っ
た
皆
様
の
思
い
や
感
想
は
様
々
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、

両
陛
下
が
御
祖
先
で
あ
る
神
武
天
皇
に
お
寄
せ
に
な
る
御
心
は
十
分

に
御
理
解
頂
け
た
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

私
見
で
は
あ
り
ま
す
が
御
鏡
は
、
神
武
東
遷
か
ら
橿
原
宮
で
肇
国
創

業
さ
れ
、
以
来
二
六
七
〇
有
余
年
万
世
一
系
の
天
皇
を
中
心
に
日
本

が
揺
る
ぎ
な
く
連
綿
と
続
い
て
い
る
こ
と
が
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。

　

神
武
天
皇
は
正
義
の
精
神
を
以
て
政
を
行
い
、
世
界
平
和
の
大
理

想
を
目
指
さ
れ
ま
し
た
。

　

百
五
十
年
前
、
明
治
天
皇
は
維
新
に
あ
た
り
「
諸
事
神
武
創
業
の

始
め
に
原
き
」
と
新
し
い
時
代
の
理
念
を
表
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
日

露
戦
争
の
最
中
で
あ
り
ま
す
明
治
三
十
七
年
九
月
、
当
神
宮
に
「
太

刀
壱
振
」、皇
后
陛
下(

昭
憲
皇
太
后)

か
ら
も
「
白
銀
八
角
鏡
壱
面
」

が
御
奉
納
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
同
年
、
明
治
天
皇
に
は
「
橿
原
の
宮

の
お
き
て
に
も
と
づ
き
て
わ
が
日ひ
の
本も
との
国
を
た
も
た
む
」
と
お
詠
み

に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
こ
の
御
製
は
、
日
本
の
国
は
神
武

天
皇
の
建
国
の
精
神
を
基
に
歩
ま
れ
る
思
い
を
述
べ
ら
れ
た
も
の
と

拝
察
致
し
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
に
明
治
天
皇
に
は
御
祖
先
神
武
天
皇

の
御
加
護
を
戴
か
れ
、
こ
の
国
を
永
遠
に
護
る
と
の
固
い
御
決
意
が

拝
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
度
の
今
上
陛
下
・
皇
后
陛
下
の
御
祖
先
神
武
天
皇
に
対
す
る

御
尊
崇
の
念
も
明
治
天
皇
の
お
気
持
ち
と
何
ら
変
わ
り
は
無
い
も
の

で
あ
り
、
そ
の
根
本
は
正
義
と
平
和
・
博
愛
の
精
神
を
以
て
民
を
慈

し
む
、
と
云
う
神
武
天
皇
の
大
精
神
で
あ
る
と
存
じ
て
お
り
ま
す
。

橿
原
神
宮
宮
司
　
久
保
田 

昌
孝
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東
京
大
学
・
慶
應
義
塾
大
学 

教
授　

鈴
木 

寛

橿
原
神
宮
を
崇
敬
し
、畝
傍
山
、天
香
久
山
、耳
成
山
の
大
和
三
山
を
お
参
り
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と

も
ご
ざ
い
ま
す
私
に
と
り
ま
し
て
、こ
の
度
、社
報「
か
し
は
ら
」に
寄
稿
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
こ
と
大
変

光
栄
に
存
じ
ま
す
。

特
別
の
教
科「
道
徳
」の
開
始

本
年
春
、平
成
三
〇
年
四
月
か
ら
、小
学
校
に
お
い
て
、「
特
別
の
教
科
・
道
徳
」が
始
ま
り
ま
し
た
。平
成

三
一
年
四
月
か
ら
は
中
学
校
で
も
開
始
さ
れ
ま
す
。こ
れ
ま
で
も
、道
徳
の
時
間
は
設
け
ら
れ
て
い
ま
し
た

が
、形
骸
化
し
て
い
た
り
、読
み
物
の
登
場
人
物
の
心
情
を
理
解
さ
せ
る
だ
け
な
ど
、型
に
は
ま
っ
た
も
の
に

な
り
が
ち
で
し
た
。こ
の
た
び
、道
徳
が
教
科
に
な
り
、年
間
三
五
時
間
単
位
が
確
実
に
確
保
さ
れ
る
と
と
も

に
、検
定
の
教
科
書
も
つ
く
ら
れ
、無
償
配
布
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。徳
育
に
ふ
さ
わ
し
い
、ふ
る
さ

と
、日
本
、世
界
の
偉
人
伝
や
古
典
、物
語
な
ど
を
通
じ
、他
者
や
自
然
を
尊
ぶ
こ
と
、芸
術
・
文
化
・ス
ポ
ー
ツ

活
動
を
通
じ
た
感
動
な
ど
に
十
分
配
慮
し
た
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
、子
供
た
ち
に
感
動
を
与
え
る
教
科
書
と

な
り
ま
し
た
。質
的
に
も
、教
師
が
そ
の
理
念
を
十
分
理
解
し
、問
題
解
決
的
学
習
や
体
験
的
学
習
な
ど
の

効
果
的
な
指
導
方
法
を
取
り
入
れ
て
も
ら
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。文
部
科
学
省
も
、さ
ら
に
、良
い
指
導

例
を
集
め
て
公
開
し
て
い
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
が
、様
々
な
事
象
を
、道
徳
的
価
値
の
理
解
を
も
と
に
、物
事
を
多
面
的
・
多
角
的
に
深
く

考
え
て
、自
己
の
生
き
方
に
つ
い
て
の
考
え
や
自
覚
を
深
め
る
と
いっ
た
教
育
を
目
指
し
て
い
ま
す
。内
容
は
、

「
自
分
自
身
に
関
す
る
こ
と
」、「
他
の
人
と
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
こ
と
」、「
自
然
や
崇
高
な
も
の
と
の
か
か

わ
り
に
関
す
る
こ
と
」、「
集
団
や
社
会
と
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
こ
と
」の
四
つ
の
柱
で
構
成
さ
れ
、小
学
校

か
ら
中
学
校
ま
で
の
子
供
の
発
達
段
階
を
踏
ま
え
、そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
で
、挨
拶
や
礼

儀
、善
悪
の
判
断
、思
い
や
り
の
心
、基
本
的
な
社
会
道
徳
、責
任
感
、自
尊
感
情
、社
会
への
貢
献
な
ど
の
指

導
を
行
い
、同
時
に
、美
し
い
心
の
伝
統
を
語
り
継
ぐ
こ
と
を
重
視
し
、言
葉
や
文
学
に
よ
る
徳
育
を
推
進
す

る
こ
と
と
な
って
い
ま
す
。今
回
、「
考
え
、議
論
す
る
道
徳
」を
掲
げ
、葛
藤
や
衝
突
、板
挟
み
と
いっ
た
場
面

で
の
当
事
者
と
し
て
の
道
徳
的
判
断
力
を
磨
く
こ
と
に
重
き
が
お
か
れ
て
い
ま
す
。

明
治
維
新
一
五
〇
年
と
和
魂
電
才

今
年
は
、明
治
維
新
か
ら
一
五
〇
年
に
あ
た
り
ま
す
。文
久
三
年（
一
八
六
三
年
）に
は
神
武
陵
が
治
定
さ

れ
、明
治
二
三
年（
一
八
九
〇
年
）四
月
二
日
に
橿
原
神
宮
が
創
建
さ
れ
ま
し
た
が
、一
八
六
三
年
と
い
え
ば
、ペ

リ
ー
来
航
か
ら
一
〇
年
経
ち
、薩
英
戦
争
が
行
わ
れ
た
年
で
す
、こ
の
五
年
後
が
大
政
奉
還
で
す
。一
八
九
〇

年
と
い
え
ば
、そ
の
前
年
の
明
治
二
二
年（
一
八
八
九
年
）の
二
月
十
一
日
に
公
布
さ
れ
た
大
日
本
国
憲
法
が

十
一
月
三
日
に
施
行
さ
れ
ま
し
た
。い
ず
れ
も
、維
新
の
節
目
と
重
な
って
い
ま
す
。日
本
が
西
欧
列
強
と
必
死

に
向
き
合
い
、洋
才
は
受
け
入
れ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
あ
って
、な
お
、和
魂
を
守
り
抜
く
た
め
に
先
人
た

ち
が
懸
命
に
努
力
さ
れ
た
様
子
が
目
に
浮
か
び
、頭
が
下
が
り
ま
す
。

映
画
ス
タ
ー
ウ
ォ
ー
ズ
を
作
っ
た
ジ
ョ
ー
ジ・ル
ー
カ
ス
が
師
と
仰
ぐ
神
話
学
者
ジ
ョセ
フ・キ
ャン
ベル
は
、日

本
の
神
道
を
絶
賛
し
て
い
ま
す
。特
に
、あ
ら
ゆ
る
自
然
の
営
み
を
、矯
正
す
る
こ
と
な
く
、す
べて
よ
き
も
の

と
し
て
受
け
入
れ
、昇
華
・
美
化
し
、自
然
の
美
と
自
然
と
の
協
力
と
を
常
に
日
本
人
は
大
切
に
し
て
い
る
。そ

し
て
、日
本
人
は
、近
代
化
の
過
程
で
、大
量
の
機
械
的
物
質
を
受
け
入
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、そ
れ
に
埋

没
す
る
こ
と
な
く
、機
械
世
界
を
同
化
し
、内
面
的
な
人
間
が
住
ん
で
い
る
魂
に
お
い
て
は
、い
ま
だ
に
自
然

と
調
和
し
て
い
る
と
絶
賛
し
て
い
ま
す
。

今
、時
代
は
、イ
ギ
リ
ス
、フ
ラ
ン
ス
、ア
メ
リ
カ
か
ら
始
ま
っ
た
産
業
革
命
・
市
民
革
命
以
来
、二
五
〇
年
ぶ

り
の
世
界
史
の
大
転
換
期
を
迎
え
つ
つ
あ
り
ま
す
。人
工
知
能（AI

）、仮
想
現
実
・
融
合
現
実（VR

・MR

）、

再
生
医
療
、ゲ
ノ
ム
医
療
、ロ
ボ
ッ
ト
工
学
な
ど
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョン
が
飛
躍
的
発
達
し
、二
〇
四
五
年
に
は
、人

工
知
能
が
人
間
の
知
能
を
上
回
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。今
あ
る
仕
事
が
人
工
知
能
に
と
って
代
わ
ら
れ
、大

失
業
時
代
が
く
る
と
も
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。ま
さ
に
、機
械
化
な
ら
ぬ
電
脳
化
が
急
速
に
進
み
、洋
才
な

ら
ぬ
電
才
が
必
要
と
な
って
い
ま
す
。

こ
う
し
た
中
、世
間
で
は
、電
才
を
身
に
つ
け
、電
才
か
ら
取
り
残
さ
れ
な
い
た
め
の
教
育
改
革
の
議
論
が

活
発
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。こ
れ
ら
は
大
事
な
こ
と
で
す
が
、私
は
、あ
ま
り
に
も「
有
用
性
」か
ら
の
議
論
に

偏
り
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
を
感
じ
て
い
ま
す
。人
間
は
道
具
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。取
り
換
え
の

利
く「
駒
」で
も
あ
り
ま
せ
ん
。こ
の
世
に
唯
一
無
二
の
存
在
で
す
。人
間
と
人
工
知
能
の
最
大
の
違
い
は「
魂
」

の
有
無
で
す
。電
才
教
育
と
同
時
並
行
し
て
、今
こ
そ
、改
め
て
、和
魂
を
育
む
教
育
を
充
実
し
て
い
か
ね
ば

な
り
ま
せ
ん
。

和
魂
電
才
の
時
代
、
魂
を
育
み
・
鎮
め
る
「
道
徳
教
育
と
神
話
」
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政
治
哲
学
者
ハン
ナ・ア
ー
レ
ン
ト
は
、そ
の
著
作『
人
間
の
条
件
』の
な
か
で
、生
命
を
維
持
す
る
た
め
の

「
労
働
」だ
け
で
は
な
く
、後
世
に
残
る
作
品
を
作
る「
仕
事
」、後
世
に
語
り
継
が
れ
る
よ
う
な「
活
動
」を
す

る
こ
と
こ
そ
が
人
間
で
あ
る
。と
語
って
い
ま
す
。哲
学
者
バ
タ
イ
ユ
は「
ひ
と
は
パン
の
み
を
必
要
と
し
て
い
る

の
で
は
な
い
、ひ
と
は
奇
跡
に
も
渇
え
て
い
る
」と
か「
近
代
の
人
間
は
原
始
的
な
人
間
が
至
高
な
も
の
と
み

な
し
て
い
た
こ
と
に
無
知
で
あ
っ
た
り
、そ
れ
を
充
分
に
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
り
す
る
の
で
、ど
う
し
て
も
そ

れ
を
貶
し
め
、否
定
す
る
傾
向
が
あ
る
。原
始
的
な
人
間
は
絶
え
間
な
く
至
高
性
を
気
遣
い
、そ
の
問
い
を

発
し
て
い
た
。」と
言
って
い
ま
す
し
、ニ
ー
チェ
も「
失
わ
れ
た
至
高
性
の
回
復
が
重
要
」だ
と
言
って
い
ま
す
。

私
は
、「
生
産
活
動
への
有
用
性
を
超
え
る
至
高
性
を
追
求
す
る
こ
と
。」つ
ま
り
は
、経
済
的
損
得
を
超

え
て
、正
義
・
徳
・
善
・
調
和
を
実
現
す
る
た
め
の
新
た
な
歴
史
づ
く
り
の
挑
戦
に
加
わ
る
こ
と
こ
そ
、人
間
の

価
値
だ
と
思
い
ま
す
。

現
代
人
の
魂
を
鎮
め
る
神
話・神
事

最
近
、日
本
を
は
じ
め
主
要
先
進
国
に
お
い
て「
不
安
」や「
怒
り
」や「
妬
み
」が
余
り
に
も
蔓
延
し
て
い
ま

す
。心
の
病
も
急
増
し
て
い
ま
す
。科
学
技
術
と
グ
ロ
ー
バル
化
の
進
展
に
よ
って
、未
知
な
る
も
の・
異
な
る
も

の
と
向
き
合
う
こ
と
が
ま
す
ま
す
増
え
て
い
き
ま
す
。本
来
、未
知
と
の
遭
遇
は
、「
危
険
」と「
機
会
」と
の
両

方
を
も
た
ら
す
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、危
険
だ
け
が
強
調
さ
れ
、不
安
が
過
剰
に
煽
ら
れ
て
い
ま
す
。そ
し

て
、そ
の
不
安
が
、怒
り
や
ル
サ
ン
チ
マン（
憎
悪
、ね
た
み
、怨
恨
）な
ど
の
原
因
と
な
って
い
ま
す
。こ
う
し
た

感
情
が
、集
合
無
意
識
と
な
って
、至
高
な
る
こ
と
に
挑
も
う
と
す
る
高
潔
で
志
の
高
い
人
物
を
揶
揄
し
、バッ

シ
ン
グ
す
る
社
会
の
風
潮
を
生
み
出
し
て
い
ま
す
。こ
れ
で
は
次
代
を
創
る
英
雄
は
出
て
き
ま
せ
ん
。

こ
う
し
た
現
代
人
の
精
神
病
理
を
、科
学
や
医
療
だ
け
で
は
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。私
は
、祷

り
や
神
話
や
神
事
・
祭
礼
に
、解
決
・
改
善
の
糸
口
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
って
い
ま
す
。

神
話
や
神
事
は
、我
々
に
不
易
を
教
え
て
く
れ
ま
す
。五
年
で
出
来
た
も
の
は
、五
年
で
消
え
て
し
ま
う
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、二
七
〇
〇
年
余
り
続
い
て
き
た
こ
と
は
、二
七
〇
〇
年
後
に
も
続
い
て
い
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。日
本
人
は
、あ
り
が
た
い
こ
と
に
、二
七
〇
〇
年
前
の
こ
と
を
、神
事
や
神
社
を
通
じ
て
、目
の
あ
た

り
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。神
話
を
読
む
と
、今
も
昔
も
、人
間
の
本
性
が
余
り
変
わ
って
い
な
い
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。不
易
が
わ
か
る
と
、安
心
が
生
ま
れ
ま
す
。想
定
外
と
板
挟
み
の
苦
難
を
乗
り
越
え
た
先
人

た
ち
や
、歴
史
的
偉
業
に
人
生
を
投
じ
た
先
人
た
ち
に
思
い
を
馳
せ
、神
々
に
真
摯
に
祈
り
を
さ
さ
げ
る
こ

と
で
、憧
憬
、感
謝
、自
覚
、自
負
が
生
ま
れ
、そ
れ
が
、精
神
の
安
定
に
つ
な
が
り
、和
や
か
で
和
を
尊
ぶ
魂
が

育
ま
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

二
〇
世
紀
に
入
り
、世
界
で
は
、各
分
野
の
最
高
峰
の
賢
者
た
ち
が
、神
話
の
意
義
を
再
評
価
し
て
い
ま

す
。心
理
学
者
ユン
グ
は
、神
話
と
は
集
合
無
意
識
の
元
型
が
表
現
さ
れ
た
一つ
の
形
態
だ
と
、文
化
人
類
学
者

レ
ヴ
ィ
ス
ト
ロ
ー
ス
は
、神
話
は
心
の
あ
り
よ
う
を
反
映
し
た
も
の
だ
と
、宗
教
学
者
ミ
ル
チ
ャ・エ
リ
ア
ー
デ

は
、現
代
人
が
感
じ
る
不
安
は
神
話
や
神
聖
な
る
も
の
の
拒
絶
し
て
き
た
こ
と
に
あ
る
と
言
って
い
ま
す
。神

話
学
者
ジ
ョセ
フ・キ
ャン
ベル
は
、ア
メ
リ
カ
で
む
や
み
に
暴
力
が
多
発
す
る
理
由
は
、目
に
見
え
な
い
部
分
ま

で
理
解
す
る
こ
と
を
助
け
て
く
れ
る
神
話
が
な
い
こ
と
と
エ
ト
ス
が
欠
け
て
い
る
こ
と
だ
と
、そ
し
て
神
話
は

神
秘
な
存
在
に
対
す
る
畏
敬
の
念
を
想
起
さ
せ
、神
話
を
読
む
こ
と
で
自
己
の
内
面
に
向
か
う
こ
と
が
で
き

る
と
も
言
って
い
ま
す
。日
本
で
も
根
強
い
人
気
が
あ
る
独
の
シュタ
イ
ナ
ー
教
育
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
各
民
族
の

神
話
を
学
ぶ
と
い
う
単
元
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。フ
ラ
ン
ス
人
の
政
治
学
者
ル
ナ
ン
は
、「
国
民
と
は
魂
で

あ
り
、精
神
的
原
理
で
す
。共
有
物
と
し
て
受
け
取
っ
た
記
憶
の
遺
産
を
運
用
し
つ
づ
け
る
意
志
と
、そ
し
て
、

人
々
が
過
去
に
お
い
て
行
い
、今
後
も
行
う
用
意
の
あ
る
犠
牲
心
に
よ
って
構
成
さ
れ
た
連
帯
心
に
求
め
ら
れ

る
。」と
いって
い
ま
す
が
、ま
さ
に
、創
生
の
英
雄
た
ち
の
奇
跡
的
で
、神
的
で
、聖
な
る
神
話
や
明
治
維
新
や

橿
原
神
宮
の
創
建
な
ど
の
物
語
こ
そ
が
、記
憶
の
遺
産
と
な
って
日
本
人
を
つ
く
って
き
た
の
で
す
。

日
本
に
お
い
て
も
、神
話
や
神
事
や
祭
礼
の
意
義
を
改
め
て
深
く
議
論
し
再
認
識
し
、い
か
に
こ
れ
ら
を
絶

や
す
こ
と
な
く
次
代
に
伝
え
て
い
く
か
、今
の
日
本
人
が
、和
魂
を
取
り
戻
し
、世
界
に
も
広
げ
て
い
く
か
、日

本
人
自
身
に
よ
る
真
剣
な
議
論
と
真
摯
な
実
践
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

鈴
木　

寛（
東
京
大
学
教
授
、慶
應
義
塾
大
学
教
授
）

一九
八
六
年
東
京
大
学
法
学
部
卒
業
後
、通
商
産
業
省
入
省
。慶
應
義
塾
大
学
S
F
C

助
教
授
を
経
て
二
〇
〇一年
参
議
院
議
員
初
当
選（
東
京
都
）。十
二
年
間
の
国
会
議
員

在
任
中
、文
部
科
学
副
大
臣
を
二
期
務
め
る
な
ど
、教
育
、医
療
、ス
ポ
ー
ツ・
文
化
、科

学
技
術
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョン
、I
T
政
策
を
中
心
に
活
動
。参
議
院
憲
法
審
査
会
幹
事
、超

党
派
ス
ポ
ー
ツ
振
興
議
連
幹
事
長
、東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク・パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
招
致
議
連
事

務
局
長
、超
党
派
文
化
芸
術
振
興
議
員
連
盟
幹
事
長
や
日
本
ユ
ネ
ス
コ
委
員
も
歴
任
。

二
〇一四
年
よ
り
慶
應
義
塾
大
学
政
策
・メ
デ
ィ
ア
研
究
科
教
授
、東
京
大
学
公
共
政
策

大
学
院
教
授
、日
本
サ
ッ
カ
ー
協
会
理
事
等
に
就
任
。二
〇一五
年
二
月
よ
り
文
部
科
学

大
臣
補
佐
官
を
務
め
る
。
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天
皇
皇
后
両
陛
下
よ
り
御
鏡
並
び
付
属
品
一
式
御
下
賜
の
報
告

　

去
る
平
成
三
十
年
三
月
十
九
日
、
天
皇
皇
后
両
陛
下
に
お
か
れ
ま
し
て
は
平
成
二
十
八
年
四
月
三

日
が
神
武
天
皇
御
崩
御
よ
り
二
千
六
百
年
と
い
う
式
年
に
当
た
る
こ
と
か
ら
、
橿
原
神
宮
に
対
し
御

鏡
及
び
付
属
品
一
式
を
御
下
賜
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
当
日
は
宮
内
庁
庁
舎
に
お
い
て
、
河か

わ
い相
周ち

か
お夫
侍

従
長
か
ら
久
保
田
昌
孝
宮
司
に
伝
達
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
度
の
過
分
な
る
思
し
召
し
に
つ
き
ま
し
て
、

崇
敬
者
並
び
に
関
係
各
位
に
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

御
下
賜
さ
れ
た
御
鏡
並
び
に
付
属
品
に
つ
い
て

●
御
鏡
「
橿
原
の
杜も

り
」（
表
紙
写
真
）

　

青
銅
製
。
丸
形
。
八
寸（
二
十
八
セ
ン
チ
）。
鏡
背
中
央
に
神
武
天
皇
及
び
橿
原
神
宮
に
ゆ
か
り
の「
八

咫
烏
」「
畝
傍
山
」「
樫
の
葉
」
を
配
し
、
周
囲
に
天
皇
陛
下
の
お
印
で
あ
る
「
榮え
い

」
に
ち
な
ん
だ
桐

の
文
様
が
施
さ
れ
て
い
る
。
制
作
者
は
山
や
ま
も
と本

富ふ
じ
お

士
夫
氏
（
株
式
会
社
山
本
合
金
製
作
所
代
表
取
締
役
）。

平
成
二
十
七
年
度
「
卓
越
し
た
技
術
者
（
現
代
の
名
工
）」
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
表
彰
。

御
鏡
制
作
に
つ
い
て
宗
教
文
化
専
門
誌
で
あ
る
『
中
外
日
報
』
が
山
本
氏
に
取
材
を
行
っ
て
い
る
。
記

事
に
よ
る
と
、
山
本
富
士
夫
氏
は
平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
七
日
の
「
春
の
園
遊
会
」
で
両
陛
下
か

ら
お
声
掛
け
さ
れ
る
一
人
に
選
ば
れ
、
そ
の
場
で
依
頼
さ
れ
た
。
御
鏡
は
平
成
二
十
八
年
中
に
制
作
を

始
め
た
が
、
一
番
苦
心
し
た
の
は
八
咫
烏
や
畝
傍
山
な
ど
の
柄
の
バ
ラ
ン
ス
。
図
案
は
あ
っ
て
も
、
ど

の
柄
を
ど
の
程
度
強
調
し
、
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
か
は
職
人
の
腕
に
委
ね
ら
れ
る
。

　

作
業
と
し
て
は
図
柄
に
め
り
は
り
を
付
け
る
に
は
形
を
彫
る
深
さ
を
よ
り
深
く
す
る
。
当
然
、
こ

の
段
階
で
は
左
右
・
凹
凸
が
逆
に
な
る
の
で
、
普
通
の
彫
刻
の
よ
う
に
完
成
像
を
確
認
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
そ
の
為
、
絶
え
ず
出
来
上
が
り
を
想
像
し
な
が
ら
ヘ
ラ
で
形
を
作
る
。

山
本
氏
は
「
あ
る
意
味
、
鏡
は
神
様
そ
の
も
の
な
の
で
意
識
す
る
と
重
圧
に
潰
れ
て
し
ま
う
。
い
つ

も
の
よ
う
に
精
魂
込
め
て
作
業
に
当
た
っ
た
。
侍
従
の
方
々
か
ら
陛
下
が
喜
ん
で
お
ら
れ
る
と
伺
い
、

大
変
名
誉
だ
」
と
話
し
た
と
あ
る
。

●
乾か

ん
し
つ漆
螺ら

で
ん鈿
鏡か

が
み
ば
こ
箱
「
榮
に
白
樺
」

　

乾
漆
製
。
円
形
黒
漆
塗
り
。
意
匠
と
し
て
両
陛
下
の
お
印
で

あ
る
「
榮
」
と
「
白
樺
」
に
因
む
文
様
が
螺
鈿
で
施
さ
れ
て

い
る
。
制
作
者
は
奈
良
市
在
住
の
新
し
ん
た
に谷

仁ひ
と

美み

氏
。
螺
鈿
の

重
要
無
形
文
化
財
保
持
者
（
人
間
国
宝
）
で
あ
る
北
き
た
む
ら村

昭
し
ょ
う

斎さ
い

氏
に
師
事
す
る
漆
芸
家
で
あ
る
。

●
鏡
の
紐
、
並
び
に
鏡
箱
中
敷
き

　

鏡
の
紐
は
正
倉
院
宝
物
の
銅
鏡
に
も
多
く
見
ら
れ
る
伝
統

的
な
角か
く

打う

ち
の
組
紐
。
中
敷
き
は
綾
織
の
裂き

れ
で
真
綿
を
包
み

縫
製
。
正
倉
院
宝
物
染
織
品
に
見
ら
れ
る
「
綾あ
や
」
と
い
う
織

り
の
技
法
で
、
同
じ
く
正
倉
院
宝
物
に
見
ら
れ
る
文
様
の
一
つ
で
あ
る
「
八
は
ち
り
ょ
う稜

唐か
ら

花は
な

文も
ん」

が
施
さ

れ
て
い
る
。
皇
后
陛
下
が
皇
居 

紅
葉
山
御
養
蚕
所
で
飼
育
遊
ば
さ
れ
て
い
る
日
本
の
在
来
種
の
蚕「
小

石
丸
」
の
糸
が
用
い
ら
れ
、
染
料
と
し
て
皇
居
産
の
日
本
茜
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
天
皇
皇
后
両
陛

下
の
思
し
召
し
に
よ
り
宮
内
庁
か
ら
提
供
さ
れ
た
。
調
製
は
京
都
市
の
株
式
会
社
川
島
織
物
セ
ル
コ

ン
。
平
成
六
年
か
ら
実
施
さ
れ
た
「
正
倉
院
宝
物
染
織
品
復
元
十
ヵ
年
計
画
」
に
も
携
わ
っ
た
実
績

が
あ
る
。

御
下
賜
に
至
る
ま
で
の
背
景
に
つ
い
て

　

御
鏡
下
賜
に
関
連
す
る
一
連
の
出
来
事
を
記
載
致
し
ま

す
。

●
神
武
天
皇
二
千
六
百
年
大
祭

　

例
年
四
月
三
日
午
前
十
時
よ
り
橿
原
神
宮
で
は
、
御
祭

神 

神
武
天
皇
が
御
治
世
七
十
六
年
、
橿
原
宮
で
崩
御
さ
れ

た
日
を
お
偲
び
申
し
上
げ
て
、
神
武
天
皇
祭
を
斎
行
致
し

ま
す
。

　

平
成
二
十
八
年
四
月
三
日
は
崩
御
さ
れ
て
よ
り
二
千
六

乾漆螺鈿鏡箱「榮に白樺」並びに鏡箱中敷き

神武天皇二千六百年大祭当日の様子
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百
年
の
御
式
年
と
な
る
こ
と
か
ら
「
神
武
天
皇
二
千
六
百
年
大
祭
」
を
斎
行
致
し
ま
し
た
。

　

大
祭
に
参
列
す
る
た
め
に
全
国
か
ら
訪
れ
た
方
は
三
千
人
余
り
に
及
び
、
祭
場
は
廻
廊
ま
で
埋
め

尽
く
さ
れ
ま
し
た
。
午
前
十
時
、
天
皇
陛
下
か
ら
の
幣
帛
を
納
め
た
辛
櫃
を
奉
じ
て
、
宮
司
以
下
祭

員
が
参
進
し
ま
し
た
。
祓
所
で
修
祓
を
行
い
、
畝
傍
山
東
北
陵
を
遙
拝
し
た
の
ち
内
拝
殿
へ
参
進
。

祭
典
に
て
、
神
饌
を
供
し
、
幣
帛
が
奉
ら
れ
ま
し
た
。

●
神
武
天
皇
二
千
六
百
年
式
年
祭
　
山
陵
の
儀

　

神
武
天
皇
の
崩
御
か
ら
二
千
六
百
年
の
御
式
年
に
あ
た
り
、
天
皇
皇
后
両
陛
下
に
お
か
せ
ら
れ
ま

し
て
は
、神
武
天
皇
建
国
の
地
で
あ
る
橿
原
市
に
行
幸
さ
れ
ま
し
た
。
平
成
二
十
八
年
四
月
三
日
午
前
、

モ
ー
ニ
ン
グ
姿
の
陛
下
と
グ
レ
ー
の
ロ
ン
グ
ド
レ
ス
に
身
を
包
ま
れ
た
皇
后
陛
下
は
畝
傍
山
東
北
陵

で
斎
行
さ
れ
た
神
武
天
皇
二
千
六
百
年
式
年
祭　

山
陵
の
儀
に
臨
ま
れ
ま
し
た
。
百
年
ご
と
に
斎
行

さ
れ
る
式
年
祭
は
大
正
五
年
以
来
と
な
り
ま
す
。
山
陵
の
儀
に
は
随
従
皇
族
と
し
て
秋
篠
宮
両
殿
下

が
同
行
さ
れ
ま
し
た
。

●
天
皇
皇
后
両
陛
下
御
参
拝

　

平
成
二
十
八
年
四
月
三
日
午
後
三
時
過
ぎ
、
小
雨
の
中
、
天
皇
皇
后
両
陛
下
は
橿
原
神
宮
に
着
御
。

橿
原
神
宮
責
任
役
員
や
総
代
を
は
じ
め
と
す
る
特
別
奉
迎
者
約
三
百
名
が
お
迎
え
す
る
中
、
宮
司
が

御
先
導
申
し
上
げ
、
外
拝
殿
か
ら
内
拝
殿
に
進
ま
れ
ま

し
た
。
天
皇
陛
下
に
は
幣
殿
前
で
侍
従
長
よ
り
玉
串
を

お
受
け
に
な
り
御
祈
念
拝
礼
あ
そ
ば
さ
れ
ま
し
た
。
続

い
て
皇
后
陛
下
も
同
じ
く
幣
殿
前
で
女
官
長
よ
り
玉
串

を
お
受
け
に
な
り
御
祈
念
拝
礼
あ
そ
ば
さ
れ
ま
し
た
。　

そ
の
後
、
崇
敬
会
館
宝
物
館
に
向
か
わ
れ
宮
司
の
案
内

の
も
と
、
明
治
天
皇
が
刀
匠
堀
井
胤
吉
に
作
ら
せ
て
、

橿
原
神
宮
に
奉
納
さ
れ
た
太
刀
や
昭
憲
皇
太
后
奉
納
の

「
白
銀
八
角
鏡
」
ま
た
「
神
武
天
皇
御
一
代
記
御
絵
巻
」

な
ど
の
宝
物
を
御
視
察
さ
れ
ま
し
た
。
天
皇
皇
后
両
陛

下
は
宮
司
の
説
明
に
う
な
ず
き
な
が
ら
時
折
、
質
問
さ

れ
る
な
ど
し
て
興
味
深
く
御
覧
に
な
ら
れ
ま
し
た
。

　

宮
内
庁
の
発
表
に
よ
り
ま
す
と
、
こ
の
御
参
拝
の
折
に
天

皇
皇
后
両
陛
下
よ
り
御
鏡
御
下
賜
の
思
し
召
し
が
あ
り
、
そ

の
後
準
備
が
進
め
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
す
。

　

平
成
二
十
八
年
は
二
月
の
「
紀
元
祭
」
と
三
月
の
「
本
殿

遷
座
祭　

遷
座
の
儀
」
並
び
に
「
奉
幣
の
儀
」
に
御
勅
使
を

御
差
遣
賜
り
、
さ
ら
に
は
、
神
武
天
皇
二
千
六
百
年
大
祭
に

は
御
幣
帛
料
を
賜
り
、
当
日
午
後
に
は
天
皇
皇
后
両
陛
下
の

御
参
拝
を
賜
っ
た
年
で
あ
り
ま
し
た
。

●
奉
納
奉
告
祭
に
つ
い
て

　

平
成
三
十
年
三
月
二
十
一
日　

臨
時
中
祭
と
し
て
「
御
鏡
奉
納
奉
告
祭
並
後
之
月
次
祭
併
春
季
皇

霊
祭
遙
拝
」
を
斎
行
致
し
ま
し
た
。
御
下
賜
戴
い
た
御
鏡
を
辛
櫃
に
納
め
、
外
拝
殿
正
中
石
畳
よ
り

参
進
。
献
饌
後
に
御
鏡
を
御
神
前
に
奉
献
し
祝
詞
を
奏
上
、
御
祭
神
に
御
鏡
御
下
賜
の
由
を
御
奉
告

申
し
上
げ
ま
し
た
。

●
一
般
公
開
に
つ
い
て

　

天
皇
皇
后
両
陛
下
よ
り
御
参
拝
を
賜
っ
た
日
に
合
わ
せ
、平
成
三
十
年
四
月
三
日
、宝
物
館
に
て
「
橿

原
の
杜
」
の
特
別
展
示
を
行
い
ま
し
た
。
当
日
斎
行
さ
れ
た

神
武
天
皇
祭
に
参
列
戴
い
た
崇
敬
者
や
一
般
参
拝
者
を
含
め

当
日
は
六
百
二
十
名
も
の
来
館
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
宝

物
館
が
開
館
し
て
以
来
最
大
の
来
館
者
数
に
な
り
ま
す
。
ま

た
御
鏡
御
下
賜
、
一
般
公
開
に
関
し
て
は
全
国
五
紙
を
始
め
、

多
く
の
メ
デ
ィ
ア
に
て
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と

か
ら
も
世
間
の
関
心
の
高
さ
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
出
来

き
ま
す
。
尚
、
今
後
の
御
鏡
公
開
に
つ
い
て
は
未
定
と
な
っ

て
お
り
ま
す
。（
平
成
三
十
年
七
月
現
在
）

宮司の先導により下御される天皇皇后両陛下

「橿原の杜」特別展示当日の様子

宝物館でご説明申し上げる宮司
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橿
原
神
宮
林
間
学
園
の
歩
み

三
喜
田　

百
合
子

は
じ
め
に

　

橿
原
神
宮
林
間
学
園
は
今
年
平
成
三
十
年
第
六
十
九
回
目
を
迎
え
る
。
毎
年
開
催
さ

れ
て
い
る
の
で
六
十
九
年
間
続
い
て
き
た
と
言
う
事
に
な
る
。

　

広
島
・
長
崎
に
原
子
爆
弾
が
投
下
さ
れ
終
戦
の
日
を
迎
え
た
の
が
昭
和
二
十
年
八
月

十
五
日
。
日
本
中
が
終
戦
の
痛
手
を
抱
え
将
来
の
見
え
な
い
混
沌
と
し
た
毎
日
を
送
っ

て
い
た
最さ
な
か中

に
あ
っ
た
。
こ
ん
な
中
、
終
戦
か
ら
わ
ず
か
四
年
の
昭
和
二
十
四
年
、
第

一
回
目
の
橿
原
神
宮
林
間
学
園
が
ス
タ
ー
ト
し
た
の
で
あ
る
。

　
『
戦
後
の
混
迷
の
世
相
に
あ
っ
て
せ
め
て
成
長
し
て
い
く
子
供
に
だ
け
で
も
幼
い
頃

の
楽
し
い
思
い
出
を
作
っ
て
や
り
た
い
』
と
い
う
考
え
の
も
と
で
…
。

　

当
時
の
時
代
背
景
を
思
い
起
こ
す
と
き　

何
と
い
う
英
断
で
あ
っ
た
の
か
と
改
め
て

思
っ
て
し
ま
う
。

　

こ
の
第
一
回
の
橿
原
神
宮
林
間
学
園
に
当
時
小
学
六
年
生
で
あ
っ
た
私
が
参
加
し
、

そ
の
後
も
大
学
時
代
に
は
児
童
の
ク
ラ
ス
担
任
を
、
又
音
楽
教
室
や
図
工
教
室
の
講
師

補
助
を
何
度
か
務
め
た
。
八
十
歳
に
な
っ
た
現
在
も
図
工
教
室
の
講
師
と
し
て
繋
が
ら

せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
ご
縁
に
感
謝
と
万
感
の
思
い
を
込
め
て
橿
原
神
宮
林
間
学
園
の

歩
み
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
と
思
う
。

第
一
回
目
の
橿
原
神
宮
林
間
学
園

第
一
回
要
項

夏
期
林
間
學
園
が
催
さ
れ
ま
す

　

夏
の
お
休
み
を
利
用
し
て
静
か
な
涼
し
い
そ
し
て
清
淨
な
場
所
で
、
皆
さ
ん

の
た
め
に
楽
し
い
林
間
學
園
を
開
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
將
来
の
日
本
を
建

設
す
る
重
い
責
任
を
負
っ
て
い
る
児
童
た
ち
に
是
非
必
要
な
教
養
は
英
語
の
會

話
で
あ
る
と
存
じ
ま
す
。
極
く
初
歩
か
ら
わ
か
り
易
く
、
し
か
も
面
白
い
本
當

の
實
力
の
つ
く
よ
う
に
、
こ
の
道
の
權
威
あ
る
講
師
の
先
生
か
ら
ご
指
導
を
受

け
る
こ
と
に
な
っ
て
居
ま
す
。
そ
の
外
、
趣
味
の
自
然
科
學
や
、
夏
休
み
の
宿

題
や
學
習
の
補
導
な
ど
も
行
は
れ
ま
す
し
、
童
話
や
遊
戯
や
音
楽
な
ど
も
、
毎

日
あ
っ
て
、
皆
さ
ん
の
心
を
ほ
ん
と
う
に
美
し
く
し
、
よ
ろ
こ
ば
せ
る
こ
と
ゝ

存
じ
ま
す
。

　

身
体
の
健
康
に
つ
い
て
は
特
に
注
意
し
て
、
か
し
は
ら
子
供
會
の
布
施
醫
博

が
健
康
診
断
や
保
健
衛
生
に
あ
た
っ
て
下
さ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
身
心

共
に
す
こ
や
か
で
研
究
心
や
學
習
力
の
強
い
良
い
子
に
育
て
、
し
か
も
一
生
忘

れ
る
事
の
出
来
な
い　

な
つ
か
し
い
楽
し
い
思
ひ
出
と
な
る
よ
う
計
画
を
す
ゝ

め
て
居
り
ま
す
。

　

諸
先
生
や
御
両
親
様
や
、
御
家
の
皆
々
様
の
御
聲
援
に
よ
り
ま
し
て
一
人
で

も
多
く
御
参
加
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
待
ち
い
た
し
て
居
り
ま
す
。

日
程　

８
月
８
日
（
月
曜
日
）
～
８
月
１
３
日
（
土
曜
日
）

６
日
間　

９
時
～
１
６
時
ま
で

英
會
話

女
高
師
教
官　
　

藤
本　

重
治　

先
生

女
高
師
教
官　
　

土
井　

俊
子　

先
生

畝
傍
山
登
山
指
導

近
畿
編
纂　
　
　

北
島　

享
一　

先
生

蝉
の
話

青
年
師
範
學
校　

瀨
川　

敏
夫　

先
生

植
物
の
話

橿
原
國
史
館　
　

小
島　

貞
三　

先
生

ホ
ー
ク
ダ
ン
ス

畝
傍
高
校
教
官　

大
川　

初
枝　

先
生

音
楽
指
導

音
楽
部　
　
　

先
生

學
習
指
導

６
年　

中
學
１
、２
年
程
度

會
費　

２
０
０
円
（
１
人
當
り
）

※
（
原
文
の
ま
ま
）
但
し
時
間
表
、
持
参
品
な
ど
一
部
省
略
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何
よ
り
驚
く
事
の
一
つ
は
、
こ
の
時
代
に
あ
っ
て
「
英
会
話
を
メ
イ
ン
に
取
り
入
れ

た
学
習
」
を
打
ち
出
し
て
い
る
事
で
あ
る
。
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
学
習
日
程
の
中
に

健
康
診
断
が
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
検
便
が
行
わ
れ
た
。
時
代
を
反
映
し
て
い
る
と
は

言
え
驚
く
事
の
も
う
一
つ
に
入
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
て
メ
イ
ン
の
英
会
話
の
学
習
で
あ
る
が
女
子
の
先
生
か
ら
は
「
キ
ラ
キ
ラ
星
」「
Ａ
Ｂ
Ｃ

の
歌
」「
こ
げ
こ
げ
ボ
ー
ド
」
等
の
簡
単
な
歌
を
英
語
で
教
え
て
い
た
だ
い
た
。
男
子
の
先

生
は
ア
メ
リ
カ
留
学
か
ら
帰
国
さ
れ
た
ば
か
り
と
か
で
、
日
本
語
の
発
音
が
少
し
耳
に
な
じ

ま
な
か
っ
た
記
憶
が
あ
る
。
主
に
簡
単
な
単
語
、
ド
ッ
グ
、
ス
ト
ー
ン
、
フ
ラ
ワ
ー
、
フ
レ

ン
ド
…
等
々
。
そ
れ
に
挨
拶
の
言
葉
を
教
わ
っ
た
。
必
死
で
大
き
な
口
を
開
け
て
真
似
て
声

を
出
し
て
い
た
事
が
思
い
出
さ
れ
る
。
午
後
は
楽
し
い
童
話
を
聞
い
た
り
、
初
め
て
顔
を
合

わ
せ
た
友
達
と
フ
ォ
ー
ク
ダ
ン
ス
を
し
た
り
、
幻
燈
や
紙
芝
居
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
り
し
た
。

　

畝
傍
山
に
も
登
っ
た
。
七
十
年
近
く
た
っ
た
今
で
も
山
頂
近
く
に
あ
っ
た
「
山
も
も
」

の
木
を
思
い
出
す
。

林
間
学
園
の
取
り
組
み

　

英
会
話
中
心
の
林
間
学
園
は
八
年
間
続
け
て
き
た
が
、
九
回
目
の
昭
和
三
十
三
年
か

ら
午
前
中
は
、
理
科
、
社
会
、
図
工
、
音
楽
の
教
科
別
の
学
習
。
午
後
は
合
同
学
習
と

し
現
在
に
至
っ
て
い
る
。（
写
真
九
頁
）

　

学
習
内
容
や
活
動
に
つ
い
て
は
、
少
子
化
、
塾
、
お
け
い
こ
事
、
ネ
ッ
ト
社
会
へ
の

流
れ
等
、
子
供
を
取
り
ま
く
環
境
の
変
化
を
考
え
な
が
ら
、
よ
り
良
い
方
向
を
探
り
改

善
を
加
え
て
い
る
。（
図
一
、二
参
照
）

林
間
学
園
の
一
日
の
流
れ

　

一
の
鳥
居
を
く
ぐ
り
玉
じ
ゃ
り
を
踏
み
し
め
、
県
内
各
地
（
中
に
は
祖
父
母
の
家
に

泊
ま
っ
て
県
外
か
ら
の
参
加
も
あ
る
）
か
ら
や
っ
て
来
た
子
ど
も
達
が
会
場
に
向
か
っ
て

元
気
よ
く
歩
い
て
く
る
。会
場
に
近
づ
く
と
爽
や
か
な
歌
が
木
々
の
間
か
ら
流
れ
て
い
る
。

♪
呼
ん
で
る
呼
ん
で
る　

わ
た
し
を
ぼ
く
を

急
い
で
行
こ
う
よ
玉
じ
ゃ
り
ふ
ん
で

サ
ク
サ
ク　

サ
ク
サ
ク　

林
間
学
園

お
は
よ
う　

お
は
よ
う　

よ
く
来
た
ね
♫

　

受
付
を
す
ま
せ
会
員
章
（
手
帳
）
に
出
席
印
を
も
ら
う
。
会
員
章
は
中
開
き
で
、
表

に
は
内
拝
殿
の
参
拝
風
景
（
林
間
学
園
生
）、
中
側
は
林
間
学
園
の
歌
の
歌
詞
と
楽
譜
。

裏
に
は
「
こ
こ
ろ
が
け
」
と
「
出
席
表
」
が
印
刷
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
会
員
章
の
色
に

こ
だ
わ
り
が
あ
る
。
青
・
緑
・
紺
・
深
緑
な
ど
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
で
年
々
変
わ
っ
て

い
る
が
、
五
十
回
六
十
回
な
ど
の
大
き
な
節
目
に
は
記
念
と
し
て
高
尚
な
紫
色
が
使
わ

れ
て
い
る
。
又
林
間
学
園
に
三
～
四
年
連
続
参
加
し
て
も
同
色
は
な
い
。

　

全
員
集
合
で
の
朝
の
会
は
遙
拝
か
ら
始
ま
る
。
心
を
一
つ
に
し
て
柏
手
を
打
つ
。
初

日
は
戸
惑
っ
て
い
た
子
ど
も
達
も
三
日
目
四
日
目
と
も
な
れ
ば
、
よ
く
揃
っ
て
気
持
ち

が
良
い
。
そ
れ
か
ら
各
教
室
へ
向
か
い
各
々
の
教
室
（
森
や
林
の
中
、
つ
ま
り
林
間
）
で

学
習
し
、午
後
は
合
同
学
習
。（
全
体
を
二
つ
に
分
け
て
別
々
の
活
動
を
す
る
事
も
あ
る
。）

　

一
日
の
終
わ
り
に
全
員
集
合
し
、
一
日
の
無
事
を
神
様
に
御
礼
の
遙
拝
を
し
て
帰
路

に
つ
く
。
林
間
で
初
め
て
出
会
っ
た
者
同
士
が
以
前
か
ら
友
達
で
あ
っ
た
様
に
話
し
た

り
戯
れ
て
い
る
姿
も
あ
り
、
微
笑
ま
し
い
。

♪
鳴
い
て
る
鳴
い
て
る　

小
鳥
と
と
も
に

今
日
の
お
け
い
こ　

も
う
お
し
ま
い
と

チ
リ
リ
ン　

チ
リ
リ
ン　

林
間
学
園

さ
よ
な
ら　

さ
よ
な
ら　

あ
し
た
も
ね
♫
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（図1）参加人数の移り変わり

開催回 開催年 ５年間の平均
参加人数 参加学年

1～5回 昭和24年～29年
（昭和25年は開催されず） ２４６名

小４・小５・小６ 
中１・中２6～10回 30年～34年 ３４８名

11～15回 35年～39年 ３４６名
16～20回 40年～44年 ４１２名
21～25回 45年～49年 ５１０名

小４・小５・小６
26～30回 50年～54年 ５３０名
31～35回 55年～59年 ４６２名
36～40回 60年～平成元年 ３０３名
41～45回 2年～６年 ２４７名
46～50回 7年～11年 ２４０名

小３・小４・小５・小６

51～55回 12年～16年 ２９７名
56～60回 17年～21年 ３４０名
61～65回 22年～26年 ２１７名
66～68回

3年間
27年～29年

3年間 ２０３名

参加人数  最小　昭和 24 年（第 1 回）45 名 
最大　昭和 50 年（第 26 回）712 名

（図2）学習や活動のあらまし（時代と共に変化がある）
教室名 午前 教科別 学習 午後 合同学習

理科教室
↓

科学クラブ
↓

科学教室

・蝶、蝉、蜂、蛾の生態や一生
・紀元前の生き物について
・水の色の変化の実験
・葉脈のラミネート加工
・地球の歴史
・進化の話、人間と動物の違い
・食塩の重さの実験

・フォークダンス
・オリンピックの話
・南極捕鯨の話
・童話、紙芝居
・腹話術、手品
・メリヤス工場見学
・農業試験場見学
・自衛隊飛行訓練見学
・スポーツゲーム
・水泳指導
・交通安全の話
・ライトプレーン製作
・歴史館見学
・畝傍登山
・星の話
・木琴演奏会
・プラモデル製作
・保健衛生の話
・台風の話
・映画鑑賞
・森のコンサート
・球技会
・オリエンテーリング
・雅楽
・植物観察
・橿原考古学博物館見学

社会教室
↓

郷土クラブ
↓

歴史教室

・古墳について
・火起こしの歴史
・江戸時代の家、町
・電車の歴史、切符の話
・日本の文字について
・勾玉作り
・橿原考古学博物館見学

図工教室
↓

図画クラブ
↓

図工教室

・指人形作り
・木切れ工作、粘土工作
・神宮境内の風景写生
・精密摸写
・仮面作り
・版画いろいろ
・うちわの絵付

音楽教室
↓

音楽クラブ
↓

音楽教室

・林間学園のうた
・合奏（レットイットゴーなど）
・合唱（少年時代など）
※曲は毎年変わっている

最終日、図工教室の作品、歴史教室の勾玉、科学教室の葉脈のしおりなどが展示される。音楽教室は最終日に発表演奏をする。
（どちらも保護者の参観可）



かしはら

9

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

三み

き

た
喜
田　

百ゆ

り

こ
合
子

●
昭
和
十
二
年（一九
三
七
）大
阪
府
に
生
ま
れ
る
。

疎
開
の
た
め
奈
良
県
に
転
居
。

●
奈
良
学
芸
大
学（
現
・
奈
良
教
育
大
学
）卒
業

後
小
学
校
教
諭
と
し
て
県
内
六
校
に
定
年
ま
で

勤
務
。

●
退
職
後
は
奈
良
県
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー

文
化
教
室
講
師
と
し
て
現
在
に
至
る
。

お
わ
り
に

　

最
近
い
ろ
い
ろ
な
行
事
で
の
マ
ナ
ー
の
悪
さ
が
原
因
で
楽
し
い
は
ず
の
イ
ベ
ン
ト
や

伝
統
を
守
っ
て
催
さ
れ
て
き
た
祭
り
が
中
止
さ
れ
た
り
見
直
さ
れ
て
行
く
傾
向
に
あ

る
。
又
「
い
じ
め
」
の
問
題
も
後
を
断
た
ず
く
り
返
し
、
く
り
返
し
起
こ
っ
て
い
る
。

　

今
年
度
か
ら
「
道
徳
」
が
教
科
化
さ
れ
従
来
の
学
校
全
体
で
行
う
道
徳
教
育
と
教
科

と
し
て
の
「
道
徳
科
」
と
で
は
道
徳
性
の
育
て
方
が
違
う
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

い
じ
め
の
問
題
等
へ
の
対
応
が
発
端
で
軽
視
さ
れ
が
ち
な
道
徳
の
時
間
の
改
善
な
ど

が
教
科
化
の
理
由
の
様
で
あ
る
が
、
ど
の
様
に
展
開
さ
れ
て
行
く
の
だ
ろ
う
か
。
教
師

が
一
方
的
に
教
え
込
む
の
で
は
な
く
、
児
童
生
徒
が
「
考
え
つ
く
限
り
の
可
能
な
あ
ら

ゆ
る
立
場
に
立
つ
事
。
あ
ら
ゆ
る
場
面
を
想
定
し
て
、
も
の
を
考
え
る
」。
つ
ま
り
自

己
を
見
つ
め
、
多
面
的
・
多
角
的
に
も
の
を
考
え
、
自
分
の
生
き
方
に
生
か
せ
る
力
を

つ
け
る
事
を
ね
ら
い
と
し
て
い
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

約
七
万
六
千
本
の
樹
木
が
植
え
ら
れ
、
甲
子
園
球
場
の
十
三
倍
は
あ
る
と
い
う
広
大

な
神
宮
の
森
の
中
。
神
宮
職
員
の
方
々
の
温
か
い
目
・
耳
・
手
・
足
そ
し
て
心
が
、
す

み
ず
み
に
行
き
届
い
て
い
る
会
場
。
こ
の
中
で
、
学
校
を
離
れ
、
今
ま
で
接
し
た
事
の

な
い
仲
間
と
し
ゃ
べ
り
合
い
、
笑
い
合
い
、
時
に
は
小
さ
な
ぶ
つ
か
り
合
い
も
し
な
が

ら
過
ご
し
た
五
日
間
。
ふ
だ
ん
出
来
な
い
様
々
な
学
習
に
目
を
輝
か
せ
て
取
り
組
ん
だ

五
日
間
。
元
気
い
っ
ぱ
い
の
若
い
大
学
生
の
学
級
担
任
、
中
に
は
白
い
お
ひ
げ
の
講
師

先
生
、
参
拝
に
来
ら
れ
て
見
学
さ
れ
る
方
…
。
い
ろ
い
ろ
な
人
と
の
ふ
れ
合
い
の
あ
っ

た
林
間
学
園
の
五
日
間
。

　

こ
ん
な
「
特
別
な
空
気
」
の
中
で
過
ご
し
た
五
日
間
の
貴
重
な
体
験
か
ら
得
た
事
は

子
ど
も
達
の
身
体
の
中
に
無
意
識
の
う
ち
に
「
見
え
な
い
力
」
と
な
っ
て
蓄
積
さ
れ
た

に
違
い
な
い
。

　

こ
の
力
が
道
徳
科
が
目
指
す
多
角
的
、
多
面
的
に
物
事
を
考
え
、
自
分
の
生
き
方
に

生
か
せ
る
力
に
な
る
事
と
信
じ

て
い
る
。

　

橿
原
神
宮
林
間
学
園
が
こ
れ

か
ら
先
も
時
代
の
流
れ
に
添
い

つ
つ
八
十
回
、
百
回
と
続
い
て

行
く
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。

昭和33年第9回林間学校合同学習の様子（筆者写真中央）
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かしはら

•	

和
魂
電
才
の
時
代
、
魂
を
育
み
・
鎮
め
る
「
道
徳
教
育
と
神
話
」

•
	

天
皇
皇
后
両
陛
下
よ
り
御
鏡
並
び
付
属
品
一
式
御
下
賜
の
報
告

•
	

橿
原
神
宮
林
間
学
園
の
歩
み

•
	

献
華
祭
の
ご
案
内

•
	

今
後
の
祭
典
・
行
事

献
華
祭

今
後
の
祭
典
・
行
事

十
月

三
日

秋
季
大
祭
／
献
華
祭

十
七
日

神か
ん
な
め嘗

奉
祝
祭
／
神
嘗
祭
遙
拝

中
旬

抜ぬ
い

穂ぼ

祭さ
い

二
十
五
日

軍
艦
瑞ず
い

鶴か
く

慰
霊
祭

十
一
月
三
日

明
治
祭
／
石
州
流
献
茶
式

二
十
三
日

新に
い
な
め
さ
い

嘗
祭

二
十
九
日

大
絵
馬
掛
け
替
え

三
十
日

大
絵
馬
奉
納
奉
告
清
祓

十
二
月
二
十
三
日

天
長
祭
／
神か
ん
み
そ
ご
り
ょ
う

御
衣
御
料
奉
納
奉
告
祭

二
十
八
日

煤
払
神
事

三
十
一
日

神
符
清
祓
／
歳
末
大
祓
／
除
夜
祭

一
月

一
日

初
太
鼓
／
歳
旦
祭

新
春
初
神
楽
祈
祷
（
期
間
中
）

二
日

長
山
稲
荷
社
歳
旦
祭

三
日

元
始
祭

五
日

書
き
初
め
大
会
〈
奈
良
地
区
大
会
〉

六
日

書
き
初
め
大
会
〈
大
阪
地
区
大
会
〉

七
日

昭
和
天
皇
祭
遙
拝

中
旬

古
神
札
焚
上
げ
奉
告
祭

二
十
日

神
武
講
社
新
穀
奉
献
感
謝
祭

二
月

二
日

長
山
稲
荷
社
神
符
遷
霊
祭

十
一
日

紀
元
祭

十
七
日

祈
年
祭

三
月

初
午
の
日

長
山
稲
荷
社
初
午
祭

春
分
の
日

春
季
皇
霊
祭
遙
拝

毎
月
一
日
・
十
一
日
・
二
十
一
日
は
月
次
祭
を
斎
行
。

※
御
参
列
を
御
希
望
の
方
は
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

　

橿
原
神
宮
で
は
本
年
か
ら
、
十
月
三
日
の
秋
季
大
祭
後
、
午
後
一
時
よ
り
「
献
華
祭
」
を
執

り
行
う
運
び
と
な
り
ま
し
た
。
祭
典
で
は
、
今
年
創
流
一
二
〇
〇
年
と
な
る
、
い
け
ば
な
嵯
峨

御
流
の
境
さ
か
い 

將し
ょ
う

甫ほ

氏
に
よ
る
献
花
が
行
わ
れ
ま
す
。
境
氏
に
は
橿
原
神
宮
「
澄
ち
ょ
う

心し
ん

会か
い

」（
茶
道
・

華
道
・
書
道
の
稽
古
教
室
名
）
に
て
職
員
へ
指
導
を
頂
く
ほ
か
、
重
要
文
化
財　

文
華
殿
の
特

別
公
開
時
に
は
大
作
の
挿
花
や
、
通
年
に
渡
る
橿
原
神
宮 

社
務
所
大
玄
関
で
の
作
品
展
示
な

ど
、
日
頃
か
ら
橿
原
神
宮
に
対
し
御
尽
力
を
頂
い
て
お
り
ま
す
。

　

内
拝
殿
で
は
、
定
め
ら
れ
た
型
の
美
し
さ
を
見
る｢

生せ
い
か花｣

の
献
花
を
頂
き
、
併
せ
て
北

側
の
廻
廊
で
は
い
け
ば
な
嵯
峨
御
流
境
社
中
の
方
々
に
よ
る
作
品
展
を
開
催
致
し
ま
す
。
な

お
、
橿
原
神
宮
で
は
今
後
毎
年
春
と
秋
に
献
華
祭
を
斎
行
致
し
ま
す
。（
春
の
献
花
祭
は
五
月

三
日
に
フ
ラ
ワ
ー
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
村
松
文
彦
氏
に
よ
り
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。）

「
献
華
祭
」

〈
日
時
〉 

十
月
三
日
（
水
）
午
後
一
時
（
秋
季
大
祭
直
会
終
了
後
） 

※
ど
な
た
様
も
御
参
列
い
た
だ
け
ま
す
。

〈
奉
仕
者
〉
境
さ
か
い 

將し
ょ
う

甫ほ

氏
（
華
道
嵯
峨
御
流 

正
教
授
）

【
同
時
開
催
】 

い
け
ば
な
嵯
峨
御
流
献
華
展

前
期
／
十
月
三
日(

水)

～
五
日
（
金
）

後
期
／
十
月
六
日(

土)

～
八
日
（
月
・
祝
）

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で　

外
拝
殿
北
側
の
廻
廊
に
て

境 將甫氏

社務所大玄関の「生花」




