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神
武
天
皇
祭

橿
原
神
宮
宮
司　

久
保
田
昌
孝

日
に
日
に
春
の
訪
れ
を
感
じ
る
候
と
な
り
ま
し
た
。

御
崇
敬
各
位
に
は
、
平
素
よ
り
橿
原
神
宮
に
対
し
ま
し

て
、
尊
い
お
心
を
寄
せ
て
戴
い
て
お
り
ま
す
こ
と
、
洵
に

有
難
く
深
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

扨
、
四
月
に
入
り
ま
す
と
二
日
御
鎮
座
記
念
祭
、
三

日
神
武
天
皇
祭
と
橿
原
神
宮
に
と
り
ま
し
て
重
要
な
祭

典
が
続
き
ま
す
。

御
鎮
座
記
念
祭
は
御
承
知
の
通
り
、
橿
原
神
宮
が
神

武
天
皇
御
即
位
の
聖
地
で
あ
り
、
政
を
行
わ
せ
ら
れ
た

橿
原
宮
址
に
明
治
天
皇
の
御
聖
慮
に
よ
り
、
明
治

二
十
三
年
四
月
二
日
に
創
建
さ
れ
た
日
を
記
念
す
る
祭

典
で
あ
り
、
神
武
天
皇
祭
は
神
武
天
皇
が
崩
御
さ
れ
た

日
に
行
わ
れ
る
祭
典
で
あ
り
ま
す
。
隣
接
す
る
畝
傍
山

東
北
陵
（
神
武
天
皇
陵
）
で
も
毎
年
勅
使
が
参
向
さ

れ
、
祭
典
が
行
わ
れ
ま
す
。

五
年
前
の
四
月
三
日
は
神
武
天
皇
二
千
六
百
年
の
御

式
年
に
あ
た
り
上
皇
上
皇
后
両
陛
下
（
当
時
天
皇
皇
后

両
陛
下
）
に
は
神
武
天
皇
陵
に
御
参
拝
さ
れ
陵
前
で
御

告
文
を
奏
上
さ
れ
御
拝
礼
、
午
後
か
ら
橿
原
神
宮
に
行

幸
啓
遊
ば
さ
れ
ま
し
た
こ
と
は
、
皆
様
の
御
記
憶
に
新

神武天皇祭での神職参進の様子。この時季深田池畔には桜が咲き誇る。
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し
い
こ
と
と
存
じ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
神
武
天
皇
祭
が
近
づ
く
と
、
近
隣
の
方
々
に
は

誰
彼
と
無
く
「
も
う
す
ぐ
神
武
さ
ん
で
す
な
ぁ
」
と
自

然
に
挨
拶
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

戦
前
に
お
い
て
四
月
三
日
の
神
武
天
皇
祭
は
、
国
民

の
休
日
で
あ
り
ま
し
た
。
明
治
六
年
十
月
十
四
日
の
太

政
官
布
告
第
三
百
四
十
四
号
「
年
中
祭
日
祝
日
ノ
休
暇

日
左
ノ
通
候
条
此
旨
布
告
候
事
」
と
し
て
八
つ
の
祝
祭

日
が
定
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
中
に
神
武
天
皇

祭
が
あ
り
、
勿
論
、
紀
元
節
も
含
ま
れ
て
い
て
、
何
れ

も
休
日
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

神
武
天
皇
祭
の
こ
の
日
は
地
元
で
は
古
く
よ
り
「
神

武
さ
ん
レ
ン
ゾ
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
橿
原
神
宮
・
神

武
天
皇
陵
に
詣
で
る
風
習
が
あ
り
ま
し
た
。
農
作
業
の

始
ま
る
前
の
春
の
日
が
な
一
日
、
親
類
縁
者
を
招
き
、

御
馳
走
を
振
る
舞
い
、
或
い
は
弁
当
を
持
っ
て
野
山
に

出
か
け
て
楽
し
く
過
ご
す
行
事
で
あ
り
ま
す
。
因
み
に

レ
ン
ゾ
は
連
座
の
文
字
を
充
て
る
よ
う
で
す
。
何
時
の

時
代
か
ら
か
、
地
元
の
方
々
は
神
武
天
皇
に
親
し
み
を

込
め
て
、
神
武
さ
ん
と
呼
ん
で
い
ま
す
の
で
、
神
武
レ
ン

ゾ
も
単
に
神
武
さ
ん
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

橿
原
神
宮
で
は
御
創
建
以
来
、
二
月
十
一
日
の
紀
元
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令
和
二
年
十
月
二
十
四
日
に
外
拝
殿
前
特
設
ス

テ
ー
ジ
に
て
陸
上
自
衛
隊
中
部
方
面
音
楽
隊
に
よ
る

医
療
従
事
者
の
方
々
へ
の
慰
問
演
奏
会
を
開
催
致
し

ま
し
た
。

陸
上
自
衛
隊
中
部
方
面
音
楽
隊
に
よ
る
演
奏
会
は

四
月
に
橿
原
神
宮
御
鎮
座
百
三
十
年
を
奉
祝
し
て
行

わ
れ
る
予
定
で
あ
り
ま
し
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
感
染
拡
大
に
よ
り
延
期
と
な
っ
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
、
医
療
従
事
者
の
方
々
を
は
じ
め
、

多
く
の
方
が
日
夜
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
闘
わ
れ

て
い
る
中
、
ひ
と
と
き
の
癒
や
し
の
時
間
に
な
れ
ば

と
い
う
思
い
か
ら
、
奈
良
県
防
衛
協
会
が
主
催
と
な

り
陸
上
自
衛
隊
中
部
方
面
音
楽
隊
並
び
に
自
衛
隊
奈

良
地
方
協
力
本
部
を
は
じ
め
多
く
の
方
々
の
御
協
力

を
得
て
実
現
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

当
日
は
、
奈
良
県
内
の
医
療
従
事
者
や
一
般
公
募

者
七
二
〇
名
が
招
待
さ
れ
ま
し
た
。
会
場
で
は
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
感
染
防
止
の
為
、
招
待
者

の
皆
様
に
は
検
温
、
消
毒
に
御
協
力
頂
く
と
共
に
、

招
待
席
は
十
分
な
距
離
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
澄
み

渡
る
夜
空
の
下
、
演
奏
会
で
は
、
音
楽
隊
長　

柴
田

三
等
陸
佐
指
揮
に
よ
り
天
皇
陛
下
御
即
位
奉
祝
曲

「
組
曲 

Ｒ
ａ
ｙ 

Ｏ
ｆ 

Ｗ
ａ
ｔ
ｅ
ｒ
」
な
ど
七
曲
が
演

奏
さ
れ
ま
し
た
。
演
目
の
中
で
は
鶫

つ
ぐ
み

三
等
陸
曹
が
歌

陸
上
自
衛
隊
中
部
方
面
音
楽
隊
に
よ
る

医
療
従
事
者
の
方
々
へ
の
慰
問
演
奏
会
を
開
催

鶫三等陸曹に花束を渡す当神宮巫女

陸上自衛隊中部方面音楽隊による慰問演奏会

祭
を
以
て
例
祭
日
と
定
め
て
お
り
ま
す
が
、
当
初
は
四

月
三
日
を
考
え
て
お
り
ま
し
た
。
明
治
二
十
三
年
三
月

十
九
日
付
け
で
、
奈
良
県
知
事
よ
り
内
務
大
臣
宛
に

「
橿
原
神
宮
御
例
祭
之
儀
ニ
付
上
申　

今
般
官
幣
大
社

ニ
列
セ
ラ
レ
候
橿
原
神
宮
祭
日
之
儀
ハ
四
月
三
日
神
武

天
皇
御
祭
日
ヲ
以
テ
自
今
御
例
祭
日
ト
御
確
定
相
成
度

此
段
上
申
候
也
」
と
申
し
述
べ
て
お
り
ま
す
。

春
四
月
は
気
候
も
温
暖
で
桜
も
咲
き
、
一
年
中
で
最

も
過
ご
し
や
す
い
時
季
で
も
あ
り
ま
す
の
で
、
二
月
の

紀
元
節
よ
り
も
神
武
天
皇
祭
の
日
を
選
ん
だ
も
の
と
推

測
致
し
ま
す
。
結
果
的
に
は
明
治
天
皇
の
御
治
定
に
よ

り
紀
元
節
を
例
祭
に
定
め
ら
れ
ま
し
た
が
、
橿
原
神
宮

で
は
例
祭
に
次
ぐ
春
の
大
祭
と
し
て
御
奉
仕
を
し
て
お

り
ま
す
。

又
、
宮
中
で
の
神
武
天
皇
祭
は
大
祭
と
し
て
行
わ

れ
、
御
歴
代
天
皇
・
皇
后
・
皇
族
の
御
霊
を
祀
る
皇
霊

殿
で
行
わ
れ
る
親
祭
で
あ
り
ま
す
。
天
皇
御
自
ら
御
奉

仕
さ
れ
、
御
告
文
を
奏
上
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ま

た
夜
に
は
皇
霊
殿
御
神
楽
が
行
わ
れ
、
御
神
楽
を
奉
奏

し
て
御
神
霊
を
お
慰
め
す
る
祭
典
が
行
わ
れ
ま
す
。

こ
の
様
に
神
武
天
皇
祭
は
単
に
橿
原
神
宮
で
齋
行
さ

れ
る
の
み
な
ら
ず
、
宮
中
に
お
い
て
は
天
皇
親
祭
で
行

わ
れ
、
御
陵
に
は
毎
年
の
祭
祀
に
勅
使
が
参
向
さ
れ
る

祭
典
で
あ
り
ま
す
。
皇
室
・
皇
族
の
神
武
天
皇
に
お
寄

せ
に
な
る
お
心
が
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
こ
と
と
存
じ

ま
す
。

声
を
披
露
す
る
場
面
も
あ
り
、
招
待
者
の
皆
様
は
そ

の
柔
ら
か
く
透
き
通
る
歌
声
に
聴
き
入
っ
て
お
ら
れ

ま
し
た
。

演
奏
終
了
後
、
陸
上
自
衛
隊
中
部
方
面
音
楽
隊
へ

の
御
礼
と
医
療
従
事
者
の
方
々
へ
の
こ
れ
ま
で
の
感

謝
と
、
今
後
の
活
躍
を
祈
念
し
防
衛
協
会
会
員
と
当

神
宮
の
巫
女
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
に
花
束
が
贈
呈
さ
れ
ま

し
た
。

そ
の
後
の
ア
ン
コ
ー
ル
で
は
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
が
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
と
の
願
い
を
込
め
て
「
東

京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
フ
ァ
ン
フ
ァ
ー
レ
と
東
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
マ
ー
チ
」
が
演
奏
さ
れ
、
招
待
席
か
ら
手
拍

子
が
起
こ
り
会
場
全
体
が
一
体
と
な
り
ま
し
た
。
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も
献
木
に
依
存
せ
ず
購
入

に
よ
っ
て
樹
木
を
賄
う
方

針
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め

申
込
期
限
の
昭
和
十
四
年

六
月
ま
で
に
は
献
木
申
込

数
は
わ
ず
か
に
２
７
９
２
本
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
年
の
十
一
月
十
一
日
に
橿
原
神
宮
本

殿
遷
座
祭
が
荘
厳
に
執
行
さ
れ
て
以
来
、
全
国
か
ら
参
拝

者
が
急
に
激
増
し
、
紀
元
二
千
六
百
年
と
関
係
し
て
橿
原

神
宮
に
対
す
る
国
民
の
崇
敬
奉
賽
の
念
は
に
わ
か
に
高
調

し
て
い
く
。
こ
れ
と
共
に
献
木
の
申
し
込
み
が
次
第
に
増

加
し
、
十
四
年
十
二
月
に
於
い
て
は
そ
の
数
９
８
８
４
本

に
達
す
る
。
更
に
明
け
て
紀
元
二
千
六
百
年
の
佳
年
は
新

年
よ
り
引
き
続
い
て
参
拝
者
は
ま
す
ま
す
増
加
し
、
最
終

的
に
は
予
定
を
遙
か
に
超
過
し
、
受
け
入
れ
た
献
木
は

２
万
３
０
２
８
本
に
達
し
た
の
で
あ
る
（
写
真
②
）。
献
木

に
つ
い
て
は
全
て
を
受
け
入
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と

し
て
い
る
。
橿
原
の
郷
土
木
と
し
て
相
応
し
い
樹
種
を
予

め
指
定
し
、
不
適
当
と
認
め
る
も
の
は
都
度
理
由
を
述
べ

て
断
っ
て
い
る
の
だ
。
ま
た
、
献
木
を
申
し
込
む
に
当
た

り
、
一
定
の
区
域
を
自
分
の
献
木
の
み
で
植
栽
し
た
い
と

い
う
申
し
出
も
全
て
断
っ
て
い
る
。
田
阪
は
「
あ
ら
ゆ
る

個
々
の
献
木
が
渾
然
と
し
て
打
っ
て
一
丸
と
な
っ
て
神
の

森
を
構
成
す
る
。
や
が
て
は
自
分
の
献
木
が
ど
こ
に
あ
る

か
ど
れ
で
あ
る
か
分
か
ら
な
く
な
っ
て
こ
そ
、
森
全
体
に

対
し
て
自
分
の
献
木
を
感
じ
て
く
る
。
」
と
考
え
て
い
た

か
ら
だ
。
そ
れ
故
に
献
木
に
は
当
初
献
木
者
の
名
札
を
付

け
て
い
た
が
朽
ち
て
落
ち
た
ら
再
び
付
け
な
か
っ
た
と
し

て
い
る
。

三
、
植
栽
季
節
に
つ
い
て

樹
木
の
植
栽
に
は
各
々
の
種
類
に
よ
っ
て
植
栽
に
適
し

た
季
節
が
あ
る
が
、
本
事
業
に
於
い
て
は
各
樹
種
に
渡

り
そ
の
適
当
な
植
栽
季
節
に
関
わ
ら
ず
施
工
し
、
一
年
を

通
じ
て
植
栽
を
敢
行
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
施
工
区
域

の
広
さ
に
対
し
て
、
施
工
期
間
が
短
い
こ
と
に
あ
っ
た
。

紀
元
二
千
六
百
年
に
間
に
合
わ
せ
る
た
め
、
造
苑
植
栽

の
常
道
に
従
っ
て
数
々
の
樹
木
を
最
も
適
当
な
季
節
に

悠
々
と
植
栽
施
工
を
す
る
余
裕
は
絶
対
に
無
か
っ
た
の

だ
。
だ
か
ら
こ
そ
夏
季
炎
天
下
に
お
い
て
す
ら
植
栽
を
強

行
し
、
冬
季
厳
寒
中
に
積
雪
を
か
き
分
け
て
ま
で
植
栽

を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
特
に
適
当
季
節
外
で

あ
る
厳
冬
に
カ
シ
類
を
植
栽
す
る
こ
と
は
最
も
冒
険
で

あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
寒
気
の
被
害
は
夜
分
に
お
け
る
根

元
の
凍
結
が
原
因
で
あ
る
事
が
最
も
多
い
の
で
、
樹
木
の

大
小
数
量
に
従
っ
て
必
要
な
人
数
を
揃
え
て
即
刻
に
そ

の
日
の
う
ち
に
移
植
を
完
了
し
、
直
ち
に
幹
巻
き
を
施

す
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
栽
植
さ

れ
た
樹
木
の
枯
損
率
は
予
想
を
遙
か
に
下
回
り
、
一
割
以

下
で
あ
っ
た
。
田
阪
自
身
随
分
無
理
な
施
工
法
と
は
思
っ

た
そ
う
だ
が
、
「
や
っ
て
み
た
と
こ
ろ
に
於
い
て
は
予
想

以
上
の
成
績
を
上
げ
る
こ
と
が
出
来
、
私
自
身
に
と
っ
て

も
我
々
同
士
の
工
事
関
係
者
に
と
り
て
も
実
に
良
き
経

験
で
あ
っ
た
」
と
振
り
返
っ
て
い
る
。

表
参
道
に
つ
い
て

次
に
参
拝
者
が
最
も
神
社
の
杜
を
身
近
に
感
じ
る
参
道
を

見
る
こ
と
に
す
る
。
言
わ
ず
も
が
な
参
道
は
境
外
よ
り
境
内

に
入
り
大
前
に
参
進
到
達
す
る
道
程
で
あ
る
が
、
そ
の
意
義

は
極
め
て
大
き
く
一
歩
一
歩
進
む
に
つ
れ
て
心
が
落
ち
着
き
、

御
神
前
に
て
参
拝
す
る
気
持
ち
が
強
く
な
っ
て
い
く
。
い
わ

ば
参
道
を
参
進
す
る
こ
と
で
自
然
と
禊
ぎ
祓
え
が
行
わ
れ
て

い
く
。
こ
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
た
め
、
参
道
の
構
造
様

式
や
参
道
沿
い
に
お
け
る
林
苑
の
整
備
が
行
わ
れ
た
。

橿
原
神
宮
の
表
参
道
は
社
殿
に
対
し
て
西
に
直
線
的
に

延
び
て
お
り
、
森
に
突
き
当
た
る
と
こ
ろ
で
直
角
に
右
折

し
、
南
神
門
に
入
る
こ
と
で
始
め
て
畝
傍
山
を
背
景
と
し

た
外
拝
殿
側
面
が
現
れ
る
。
参
進
す
る
に
つ
れ
景
色
が
一

転
し
、
次
第
に
神
前
に
近
づ
く
気
分
を
高
調
さ
せ
る
よ
う

考
え
尽
く
さ
れ
て
造
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
表
参
道
の
原
型

は
大
正
四
年
四
月
三
日
の
神
武
天
皇
二
千
五
百
年
祭
齋
行

前
後
の
大
正
三
年
か
ら
同
六
年
の
間
に
行
わ
れ
た
境
域
拡

張
事
業
に
お
い
て
出
来
た
も
の
で
あ
る
（
写
真
③
）。
こ

の
事
業
の
林
苑
工
事
の
計
画
並
び
に
監
督
に
当
た
っ
た
の

が
折お

り

下し
も

吉よ
し

延の
ぶ
で
あ
る
。
当
時
折
下
は
奈
良
女
子
高
等
師
範

学
校
（
現 

奈
良
女
子
大
学
）
で
講
師
と
し
て
園
芸
学
を
担

当
し
て
お
り
、
奈
良
か
ら
畝
傍
に
通
い
な
が
ら
現
場
の
指

揮
を
執
っ
て
い
た
。
本
事
業
の
大
半
が
完
成
し
た
後
、
明

治
神
宮
造
営
局
技
師
に
任
命
さ
れ
明
治
神
宮
の
内
外
苑
の

設
計
施
工
に
従
事
し
て
い
る
。

紀
元
二
千
六
百
年
奉
祝
事
業
に
お
い
て
は
参
道
を
新
た

に
変
更
設
定
す
る
必
要
は
な
い
と
さ
れ
、
在
来
線
に
準
拠

し
て
こ
れ
を
拡
張
延

長
す
る
方
針
が
と
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
拡

張
さ
れ
た
参
道
に
は

常
緑
広
葉
樹
で
あ
る

カ
シ
類
を
用
い
て
参

写真③ 大正４年頃の境内図

写真② 植栽された樹木
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京
都
連
歌
の
会
宗
匠
・
南
宗
寺
連
歌
会
宗
匠

鶴
﨑　

裕
雄

一
昨
年(

令
和
元
年)

夏
、
駒
澤
大
学
副
学
長
の
久
保
田
昌

希
氏
か
ら
橿
原
神
宮
で
連
歌
を
し
て
は
と
い
う
お
話
が
あ
っ

た
。
久
保
田
昌
希
氏
の
弟
様
が
橿
原
神
宮
の
宮
司
久
保
田
昌

孝
氏
で
あ
る
。
早
速
、
大
阪
堺
南
宗
寺
連
歌
会
の
竹
内
魁
成

氏
・
高
村
和
義
氏
と
橿
原
神
宮
に
お
伺
い
し
、
そ
の
席
上
、

京
都
連
歌
の
会
の
連
衆
と
橿
原
神
宮
で
法
楽
の
花
の
下
連

歌
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。
花
の
下
連
歌
は
桜
の
咲
く
時
、

連
歌
を
詠
ん
で
神
仏
に
奉
納
す
る
の
で
あ
る
。

初
め
て
の
橿
原
神
宮
の
花
の
下
連
歌
は
昨
年
四
月
四
日

に
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
が
、
コ
ロ
ナ
禍
で
中
止

と
な
り
、
連
歌
は
電
話
や
メ
ー
ル
で
行
わ
れ
た
。
連
歌
が

行
わ
れ
る
時
、
取
り
纏
め
は
執し
ゅ
ひ
つ筆

が
行
う
が
、
一
座
に
集

ま
る
の
で
は
な
く
、
手
紙
や
電
話
・
メ
ー
ル
な
ど
で
行
う

連
歌
は
執
筆
役
の
負
担
が
大
き
い
。
今
回
も
執
筆
の
大
村

敦
子
さ
ん
に
は
大
変
な
ご
負
担
を
お
か
け
し
た
。

連
歌
は
和
歌
の
五･
七･

五･

七･

七
の
上
句
五･

七･

五

と
、
下
句
七･

七
を
交
互
に
読
み
続
け
る
言
葉
遊
び
で
あ

る
。
前
に
詠
ま
れ
た
前
句
か
ら
連
想
し
て
次
の
付
句
を
詠

む
。
さ
ら
に
次
の
句
を
詠
む
と
い
う
よ
う
に
次
々
と
続
け

る
。
本
来
は
百
韻
と
い
っ
て
百
句
続
け
る
の
だ
が
、
現
在

は
四
十
四
句
か
ら
成
る
「
世よ

吉よ
し

」
で
巻
く
こ
と
が
多
い
。

今
回
の
橿
原
神
宮
の
花
の
下
連
歌
は
、
宮
司
昌
孝
氏
の

発
句
「
花
や
け
ふ
畝
傍
に
か
か
る
玉た
ま
だ
す
き襷」

に
始
ま
っ
た
。

「
玉
襷
」
は
「
畝
傍
」
の
枕
詞
で
あ
る
。
橿
原
神
宮
で
の

連
歌
奉
納
へ
の
熱
い
思
い
が
伺
わ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

宗
匠
の
私
、
鶴
﨑
は
「
霞
た
な
び
く
三
つ
の
山
々
」
と
大

和
三
山
に
か
か
る
春
霞
を
付
け
た
。
第
三
の
光
田
和
伸
氏

は
「
鳶
と
び
か
ら
す烏

囀さ
へ
づら

で
ゆ
く
床
し
く
て
」
と
神
武
天
皇
東
征
の

八や
た
が
ら
す

咫
烏
と
金き
ん
し鵄

を
詠
ん
だ
。
こ
の
後
、
四
句
目
丸
山
景
子

さ
ん
は
浦
の
出
船
を
詠
み
、
場
面
の
転
換
を
図
っ
た
。
連

歌
は
こ
の
よ
う
に
前
句
の
内
容
を
考
慮
し
た
り
、
場
面
の

転
換
を
図
っ
て
詠
み
続
け
ら
れ
る
。

連
歌
で
は
最
後
の
挙あ
げ
く句
の
前
に
は
花
が
詠
ま
れ
る
。
竹

内
氏
は
「
国
の
親
の
み
さ
さ
ぎ
に
花
み
ち
満
つ
る
」
と
神

武
天
皇
の
畝
傍
陵
の
満
開
の
花
を
詠
み
、
大
村
さ
ん
は

「
光
ひ
さ
し
き
う
ら
ら
か
の
杜
」
と
う
ら
ら
か
な
春
の
日

差
し
を
詠
ん
で
花
の
下
連
歌
は
め
で
た
く
終
わ
っ
た
。

令
和
二
年
十
月
十
三
日
、
京
都
連
歌
の
会
と
南
宗
寺
連

歌
会
の
有
志
と
で
橿
原
神
宮
に
お
参
り
し
て
玉
串
を
捧

げ
、
連
歌
を
読
み
上
げ
奉
納
を
終
え
た
。
宮
司
昌
孝
氏
か

ら
花
の
下
連
歌
の
奉
納
を
続
け
た
い
と
い
う
ご
鄭
重
な
お

手
紙
を
頂
戴
し
た
。

第
一
回
　
橿
原
神
宮
連
歌
奉
納

奉納後、外
げいんのゆにわ

院斎庭にて（右より3人目が筆者）

奉納された連歌。宮司の発句より始まる。

　

帝
塚
山
学
院
大
学
名
誉
教

授
。
文
学
博
士
。
大
阪
杭
全
神

社
・
京
都
連
歌
の
会
・
堺
南
宗

寺
ほ
か
連
歌
会
連
衆
。
全
国
の

連
歌
会
に
出
席
し
て
交
流
を
深

め
て
い
る
。
駒
澤
大
学
の
久
保

田
昌
希
氏
と
は
四
十
年
来
の
歴

史
学
会
の
研
究
仲
間
。

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

鶴
﨑 

裕
雄
（
つ
る
さ
き 

ひ
ろ
お
）
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し
、
植
生
が
変
化
せ
ず
に
世
代
交
代
を
す
る
こ
と
を
目
指

し
造
営
さ
れ
た
。
こ
の
林
苑
造
営
の
経
験
は
神
社
一
般
の

あ
る
べ
き
基
準
と
な
り
、
森
の
自
然
性
と
神
社
の
神
聖
性

が
結
び
つ
い
て
い
く
。
田
阪
が
勤
務
し
て
い
た
神
社
局
に

お
い
て
も
こ
の
流
れ
を
く
む
こ
と
で
、
「
神
社
に
は
殿
舎

建
築
が
備
わ
れ
ば
足
り
る
。
樹
木
、
森
林
は
其
の
後
な
る

べ
き
も
の
」
か
ら
「
森
な
く
し
て
神
社
な
し
、
森
あ
り
て

こ
そ
神
社
完
し
」
と
い
う
考
え
が
職
員
に
共
有
さ
れ
て

い
っ
た
の
だ
っ
た
。

さ
て
、
当
時
の
橿
原
神
宮
に
お
い
て
松
ば
か
り
が
主
木

と
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
こ
の
土
地
に
は
松
が
最
も

適
当
す
る
の
で
あ
っ
て
、
他
の
広
葉
樹
は
生
育
し
な
い
と

さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
田
阪
は
本
事
業
の
計
画
を

立
て
る
に
当
た
り
予
め
畝
傍
周
辺
の
調
査
を
行
っ
て
い

る
。
そ
の
結
果
、
橿
原
神
宮
と
御
陵
と
の
間
付
近
に
位
置

す
る
大
久
保
神
社
の
境
内
は
全
林
殆
ど
カ
シ
類
で
あ
る
こ

と
、
境
内
に
隣
接
す
る
久
米
寺
の
南
半
分
が
ア
ラ
カ
シ
の

純
林
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
一
見
松
山
の
様
で
あ
っ
た

畝
傍
山
も
北
面
六
・
七
合
目
以
上
に
は
カ
シ
類
な
ど
の
常

緑
広
葉
樹
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
を
突
き
止
め
た
。
こ
の

こ
と
か
ら
神
武
天
皇
の
御
代
に
は
こ
の
地
帯
一
帯
は
カ
シ

が
生
い
茂
っ
て
お
り
、
現
在
こ
の
付
近
に
カ
シ
類
が
生
育

し
な
い
の
で
は
な
く
、
後
世
の
開
墾
の
結
果
と
し
て
松
林

と
な
っ
た
と
推
測
す
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
本
事
業
に
お

い
て
は
往
古
の
姿
に
還
元
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
カ
シ

類
を
多
く
植
生
し
、
境
内
林
苑
を
自
然
林
態
に
誘
導
し
保

続
性
を
有
す
る
常
緑
針
葉
樹
と
常
緑
広
葉
樹
の
混
合
林
を

理
想
と
し
た
。
本
事
業
で
は
境
域
の
在
来
木
を
移
植
し
な

が
ら
、
あ
る
い
は
活
か
し
な
が
ら
ア
ラ
カ
シ
、
シ
ラ
カ
シ

ま
た
、
シ
イ
、
ク
ス
な
ど
常
緑
広
葉
樹
を
新
た
に
植
生

し
、
全
体
で
7
万
6
1
1
8
本
、
1
0
7
種
類
を
も
っ
て

神
宮
の
杜
が
形
成
さ
れ
た
。

事
業
の
様
子

昭
和
十
三
年
四
月
に
始
ま
っ
た
一
大
事
業
は
昭
和
十
五

年
の
紀
元
二
千
六
百
年
と
い
う
の
っ
ぴ
き
な
ら
な
い
期
限

付
き
で
あ
っ
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。
こ
の
短
い
施
工
期

間
の
中
で
完
成
を
目
指
し
た
た
め
、
拡
張
予
定
地
に
あ
る

民
家
の
買
収
移
転
、
大
阪
電
気
軌
道
の
撤
去
と
新
軌
道
の

敷
設
、
県
道
の
取
り
付
け
な
ど
と
平
行
し
て
苑
地
の
施
工

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
田
阪
自
身
「
腹
を
切

る
覚
悟
で
」
「
戦
場
に
於
け
る
が
如
き
気
持
ち
で
突
貫
工

事
を
試
み
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」
と
当
時
の
覚
悟
を
邂
逅
し

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
厳
し
い
条
件
下
に
お
い
て
も
一
大

事
業
を
為
し
得
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
全
国
で
組
織
さ
れ

た
建
国
勤
労
奉
仕
隊
の
力
が
大
き
い
。
作
業
日
数
に
し
て

延
べ
5
0
0
日
余
り
、
7
2
0
0
団
体
、
延
べ
1
2
1
万

4
0
0
0
人
余
り
が
事
業
に
参
加
し
た
の
だ
。
こ
こ
か
ら

は
事
業
内
容
の
一
部
を
み
る
。

植
栽
準
備

一
、
灌か
ん

水す
い

に
つ
い
て

田
阪
は
草
木
に
水
を
注
ぐ
『
灌
水
』
が
支
障
な
く
十

分
に
出
来
る
こ
と
こ
そ
が
植
栽
樹
木
が
根
付
い
て
成
長

す
る
こ
と
に
最
も
重
要
な
こ
と
だ
と
考
え
て
い
た
。
供
給

さ
れ
る
樹
木
が
健
康
で
あ
る
以
上
は
、
枯
損
の
大
部
分

は
灌
水
不
足
が
原
因
で
あ
り
、
灌
水
さ
え
適
度
で
あ
る

な
ら
ば
夏
期
の
炎
天
下
に
お
い
て
で
さ
え
、
植
樹
を
す
る

こ
と
自
体
は
大
き
な
問
題
と
な
り
え
な
い
と
し
て
い
る
。

計
画
当
初
よ
り
本
事
業
の
遂
行
に
は
夏
期
炎
天
下
の
植

栽
を
覚
悟
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
施
工
区
域
内
の
水
流
と

し
て
は
宮
川
と
桜
川
と
が
あ
る
の
み
で
、
宮
川
は
元
々
灌か

ん

漑が
い

用
深
田
池
よ
り
流
出
す
る
用
水
路
で
あ
っ
て
こ
れ
を

植
樹
灌
水
に
横
か
ら
利
用
す
る
こ
と
は
下
流
域
の
農
民

か
ら
苦
情
を
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
は
必
然
で
あ
っ
た
。
桜

川
も
同
様
で
あ
り
、
川
の
水
流
を
水
田
休
閑
期
に
利
用

す
る
に
し
て
も
広
い
境
域
の
内
の
ご
く
僅
か
し
か
供
給
で

き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
昭
和
十
三
年
初
夏
、
植
栽
を
す

る
に
当
た
り
ま
ず
井
戸
の
掘
削
を
行
っ
た
。
翌
年
の
昭

和
十
四
年
夏
に
入
る
と
、
施
工
区
域
内
の
民
家
の
移
転

が
実
行
に
移
り
始
め
る
。
そ
の
後
は
住
宅
地
跡
の
井
戸

を
利
用
す
る
こ
と
が
出
来
、
井
戸
水
の
利
用
が
更
に
豊

富
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。

二
、
献
木
に
つ
い
て

献
木
は
紀
元
二
千
六
百
年
奉
祝
会
が
主
体
と
な
っ
て
昭

和
十
三
年
七
月
よ
り
始
ま
っ
た
。
当
時
は
支
那
事
変
勃
発

間
も
な
い
時
で
世
を
挙
げ
て
軍
事
援
護
に
奔
走
し
て
い
る

折
で
あ
り
、
ま
た
各
府
県
に
於
い
て
は
大
な
り
小
な
り
の

奉
祝
事
業
が
計
画
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
と
平
行
し
て
献

木
の
募
集
を
行
っ
た
。
そ
の
た
め
か
、
直
接
橿
原
神
宮
並

び
に
畝
傍
山
東
北
陵
に
近
接
し
て
い
る
関
西
数
府
県
の
他

に
は
一
般
に
本
事
業
に
対
す
る
関
心
は
少
な
か
っ
た
。
そ
も

そ
も
ほ
ぼ
同
様
の
手
法
を
用
い
て
造
営
さ
れ
た
明
治
神
宮

内
苑
に
お
い
て
は
竣
成
ま
で
七
年
、
外
苑
は
十
年
を
要
し

て
い
る
。
橿
原
神
宮
の
場
合
は
施
工
期
間
が
短
い
こ
と
を

理
由
と
し
て
、
当
初
よ
り
施
工
者
で
あ
る
内
務
省
神
社
局
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教
化
渉
外
課

橿
原
神
宮
の
神
域
は
約
5
3
万
㎡
と
広
大
で
、
こ
の
神

域
の
大
半
は
『
橿
原
』
の
地
名
に
相
応
し
く
、
カ
シ
を
主

木
と
し
た
木
々
に
覆
わ
れ
て
い
る
。

　
　

遠
つ
世
の
　
風
ひ
そ
か
に
も
聴
く
ご
と
く
　 

 

樫
の
葉
そ
よ
ぐ
　
参
道
を
行
く

平
成
二
十
八
年　

神
武
天
皇
二
千
六
百
年
祭
に
あ
た
り

美
智
子
上
皇
后
陛
下
（
当
時
皇
后
陛
下
）
が
橿
原
神
宮
に

参
拝
さ
れ
た
こ
と
を
お
詠
み
に
な
ら
れ
た
御
歌
で
あ
る
。

今
回
は
『
樫
の
葉
そ
よ
ぐ
参
道
』
の
杜
は
ど
の
よ
う
な

経
緯
で
造
営
さ
れ
た
の
か
を
紹
介
し
た
い
。

橿
原
神
宮
は
明
治
二
十
三
年
四
月
二
日
に
創
建
さ
れ

た
。
創
建
時
の
境
域
は
2
万
1
5
9
坪
で
あ
り
、
大
正
時

代
に
は
拡
張
工
事
が
行
わ
れ
、
敷
地
が
3
万
2
0
0
0
余

坪
と
な
っ
た
。
そ
し
て
神
武
天
皇
即
位
紀
元
二
千
六
百
年

と
い
う
記
念
す
べ
き
年
で
あ
る
昭
和
十
五
年
に
向
け
て
再

び
拡
張
工
事
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
年
を
奉
祝

す
る
た
め
政
府
は
昭
和
十
年
に
『
紀
元
二
千
六
百
年
祝
典

準
備
委
員
会
』
を
発
足
さ
せ
、
国
を
挙
げ
て
記
念
事
業
を

推
進
し
た
。
そ
の
中
で
も
橿
原
神
宮
並
び
に
畝
傍
山
東
北

陵
を
中
心
と
し
た
記
念
事
業
は
紀
元
二
千
六
百
年
の
核
と

位
置
づ
け
ら
れ
る
。
神
宮
の
杜
の
整
備
が
決
定
さ
れ
た
の

は
昭
和
十
三
年
四
月
で
あ
り
、
記
念
の
年
で
あ
る
昭
和

十
五
年
ま
で
の
二
年
半
と
い
う
僅
か
な
期
間
に
広
大
な
敷

地
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
の
だ
。

こ
の
記
念
事
業
に
お
い
て
林
苑
整
備
の
指
揮
を
執
っ
た
の

が
田た

阪さ
か

美よ
し

徳の
り

で
あ
る
。
田
阪
は
明
治
二
十
八
年
に
広
島
県

三
原
市
で
生
を
亨
け
、
大
正
九
年
に
東
京
帝
国
大
学
農
学

部
農
学
科
を
卒
業
し
、
明
治
神
宮
造
営
局
に
入
局
す
る
。

造
営
局
廃
止
後
は
明
治
神
宮
外
苑
管
理
所
技
師
と
し
て
外

苑
の
管
理
運
営
に
当
た
り
、
昭
和
十
一
年
か
ら
は
内
務
技
師

と
し
て
神
社
局
に
勤
務
し
、
橿
原
神
宮
を
は
じ
め
と
す
る

全
国
の
官
国
幣
社
の
林
苑
整
備
に
携
わ
っ
た
。
戦
後
は
公

園
緑
地
の
秩
序
回
復
に
尽
力
し
、
再
び
明
治
神
宮
の
技
師

と
な
る
。
ま
た
、
伊
勢
湾
台
風
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
伊

勢
の
神
宮
の
災
害
普
及
事
務
を
嘱
託
さ
れ
、
最
晩
年
は
大

阪
万
博
日
本
庭
園
の
指
導
的
立
場
に
あ
っ
た
人
物
で
あ

る
。
田
阪
は
橿
原
神
宮
拡
張
整
備
事
業
に
つ
い
て
「
こ
の
工

事
実
施
の
一
端
を
担
当
す
る
光
栄
に
浴
し
た
私
と
し
て
稍
々

細
目
に
渡
っ
て
施
工
内
容
を
述
べ
る
こ
と
は
責
務
の
よ
う
に

考
え
ら
れ
る
」
と
し
て
詳
細
な
記
録
を
残
し
て
い
る
。
今
回

は
田
阪
が
残
し
た
記
録
な
ど
を
少
し
だ
け
紐
解
き
橿
原
神

宮
鎮
守
の
杜
の
歴
史
に
触
れ
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

田
阪
の
鎮
守
の
杜
に
つ
い
て
の
考
え

田
阪
は
当
初
の
橿
原
の
杜
の
印
象
に
つ
い
て
「
従
来
の

境
域
並
に
外
苑
と
し
て
連
な
っ
て
居
た
旧
畝
傍
公
園
の
樹

木
は
大
半
が
ク
ロ
マ
ツ
、
ア
カ
マ
ツ
を
以
て
充
た
さ
れ
、

何
れ
を
見
て
も
松
ば
か
り

の
観
あ
り
、
背
景
を
為
す

畝
傍
山
ま
た
然
り
で
、
橿

原
で
は
な
く
松
原
で
あ

る
」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
の

常
緑
針
葉
樹
マ
ツ
に
よ
る

景
観
の
根
本
的
な
変
更
を

推
進
す
る
（
写
真
①
）。

な
ぜ
、
景
観
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
田
阪
は
鎮
守
の
杜
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
考

え
て
い
た
。
「
元
来
神
社
境
内
の
樹
林
は
そ
の
郷
土
木
を

以
て
構
成
す
る
こ
と
を
本
義
と
す
る
。
郷
土
木
と
は
そ
の

土
地
に
自
然
に
育
成
為
し
て
居
る
樹
木
、
そ
の
土
地
に
育

成
為
し
得
る
樹
木
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
種
が
落
ち
て
実

生
へ
そ
の
土
地
の
自
然
林
の
一
員
と
し
て
育
成
為
し
得
る

樹
木
を
云
う
の
で
あ
る
。
」
ま
た
、
「
神
社
の
境
内
は
そ

の
土
地
そ
の
も
の
が
神
な
が
ら
で
あ
っ
て
、
古
来
の
自
然

態
を
そ
の
ま
ま
保
続
す
る
こ
と
に
尊
さ
が
存
す
る
も
の
で

あ
る
」
と
。

田
阪
の
こ
の
考
え
方
の
基
盤
は
明
治
神
宮
林
苑
計
画
に

よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
明
治
末
期
か
ら
大
正
初

期
に
か
け
て
は
、
神
社
の
杜
に
お
い
て
相
応
し
い
の
は
人

の
手
を
加
え
て
管
理
さ
れ
る
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
な
ど
の
常
緑

針
葉
樹
で
あ
り
、
自
然
林
で
多
く
見
ら
れ
る
常
緑
広
葉
樹

は
人
工
林
で
あ
る
常
緑
針
葉
樹
に
は
遠
く
及
ば
な
い
と
考

え
ら
れ
て
い
た
。
そ
も
そ
も
社
寺
の
景
観
的
価
値
と
し
て

重
要
視
さ
れ
て
い
た
の
は
社
寺
の
施
設
と
い
っ
た
人
工
的

要
素
で
あ
っ
て
、
森
林
は
神
社
の
荘
厳
さ
を
遺
憾
な
く
発

揮
さ
せ
る
こ
と
が
一
つ
の
目
的
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

た
。
森
林
自
体
の
価
値
は
あ
ま
り
議
論
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
の
だ
。
し
か
し
、
工
業
化
に
よ
り
大
気
汚
染
の
進
む
東

京
都
都
心
に
永
久
性
を
も
つ
林
苑
を
造
る
過
程
の
な
か

で
、
森
林
自
体
が
持
つ
「
自
然
」
性
に
価
値
が
見
い
だ
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
。
明
治
神
宮
の
杜
は
煙
害
に
弱
い
常
緑

針
葉
樹
で
は
な
く
、
抵
抗
力
の
あ
る
常
緑
広
葉
樹
を
中
心

と
す
る
こ
と
で
、
土
地
本
来
の
原
始
の
自
然
林
態
を
復
旧
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伊
予
、
阿
波
国
の
風
土
記
に
は
、
天
香
山
は
天
上
界
に
あ
っ
た
も
の
が
、
地
上
に
二

つ
に
別
れ
て
天あ

も降
り
付
い
た
と
あ
り
、
愛
媛
県
松
山
市
に
天
山
の
頂
に
天
香
山
神
社
と

同
じ
占
い
の
神
を
祀
る
天
山
神
社
が
鎮
座
し
ま
す
。
天
香
山
に
か
か
る
枕
詞
は
「
天あ

も降

り
つ
く
」
と
な
っ
て
お
り
ま
す

紀
元
二
千
六
百
年
奉
祝
祭
と
香
久
山
村

明
治
二
十
三
年
、
我
が
国
の
基も
と
いで
あ
り
ま
す
大
和
朝
廷
発
祥
の
地
、
天
香
山
を
見
は

る
か
す
橿
原
の
畝
傍
山
の
麓
辺
に
、
第
一
代
天
皇
で
あ
る
神
武
天
皇
を
祀
る
橿
原
神
宮

が
創
建
さ
れ
、
そ
の
後
、
神
武
天
皇
が
ご
即
位
さ
れ
て
よ
り
二
千
六
百
年
が
経
過
し
た

と
さ
れ
る
佳
節
で
あ
っ
た
昭
和
十
五
年
二
月
十
一
日
に
、
国
家
行
事
と
し
て
神
武
天
皇

紀
元
二
千
六
百
年
奉
祝
祭
が
挙
行
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
当
時
の
世
情
は
、
そ
の
後
わ
ず

か
数
年
後
に
終
戦
を
迎
え
る
と
は
思
え
ぬ
よ
う
な
状
況
が
あ
り
、
ま
さ
に
国
の
隆
昌

と
、
そ
し
て
武
運
長
久
の
願
い
を
込
め
て
、
全
国
民
総
出
に
て
こ
の
佳
節
を
お
祝
い
し

よ
う
と
の
機
運
が
当
時
み
な
ぎ
っ
て
い
た
の
で
す
。

そ
の
よ
う
な
中
、
橿
原
神
宮
近
く
の
天
香
山
を
擁
す
る
香
久
山
村
（
現
在
の
橿
原
市
南

東
部
香
久
山
地
区
と
桜
井
市
の
一
部
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
た
）
で
は
、
当
時
の
村
長

で
あ
っ
た
竹
上
正
吉
氏
と
村
内
各
町
の
氏
子
を
中
心
と
し
て
、
奈
良
女
子
高
等
師
範
学
校

教
授
の
佐
藤
小
吉
氏
、
京
都
の
公
家
で
、
神
祇
官
の
卜う
ら
ご
と事
を
伝
承
さ
れ
た
猪
熊
家
の
猪
熊

兼
繁
氏
と
、
「
大
和
志
」
の
発
刊
者
で
あ
っ
た
田
村
吉
永
氏
ら
が
協
力
さ
れ
、
古
事
記
、

日
本
書
紀
に
あ
る
神
武
天
皇
の
ご
即
位
に
関
し
て
の
埴
に
ま

つ
わ
る
こ
と
に
着
目
、
こ
の
佳
節
に
神
話
に
の
っ
と
り
、
神
事

を
行
い
埴
を
採
り
、
祭
器
を
あ
つ
ら
え
、
昭
和
十
五
年
二
月

十
一
日
の
橿
原
神
宮
紀
元
二
千
六
百
年
祭
と
、
そ
の
前
年
の

秋
、
昭
和
十
四
年
十
一
月
十
一
日
の
遷
座
祭
に
お
使
い
頂
け
る

よ
う
、
こ
の
機
会
に
奉
製
、
奉
納
申
し
上
げ
る
べ
く
計
画
が

立
ち
上
が
り
、
顕
彰
会
が
昭
和
十
一
年
十
一
月
に
組
織
さ
れ
、

昭
和
十
四
年
に
こ
れ
を
実
現
さ
れ
ま
し
た
。

 

天
香
山
神
社
宮
司  

造
田　

哲
也

神
武
天
皇
と
天
香
久
山

橿
原
神
宮
の
御
祭
神
、
神
武
天
皇
は
九
州
の
日
向
の
国
を
出
立
、
大
和
の
国
へ
向
け

て
船
で
東
進
さ
れ
、
熊
野
よ
り
紀
伊
半
島
へ
ご
上
陸
後
、
橿
原
の
地
へ
進
ま
れ
る
に
際

し
て
、
大
和
三
山
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
天あ
ま
の
か
ぐ
や
ま

香
久
山
の
埴は
に

が
大
変
重
要
な
関
わ
り
を
担
う

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

神
武
天
皇
は
夢
の
中
で
天
津
神
よ
り
「
天あ
ま
の
か
ぐ
や
ま

香
山
の
土
で
天あ
め
の
ひ
ら
か

平
瓮
と
厳い
つ
べ瓮

を
造
り
、
天

神
地
祇
を
祀
り
祈
れ
ば
敵
は
自
ら
従
う
で
あ
ろ
う
」
と
の
お
告
げ
を
受
け
ま
す
。
神
武

天
皇
は
武
将
の
椎し
い
ね
つ
ひ
こ

根
津
彦
と
弟お
と
う
か
し猾の
二
人
に
命
じ
、
粗
末
な
服
と
蓑
笠
を
着
せ
、
お
じ

い
さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
の
姿
に
変
装
さ
せ
、
敵
地
を
か
い
く
ぐ
り
天
香
山
に
潜
入
し
、

埴
を
採
ら
し
め
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
祭
器
で

あ
る
天あ
め
の
ひ
ら
か

平
瓮
と
厳い
つ
べ瓮
を
作
り
、
八
百
万
の
神
を
お
祀
り
さ
れ
、
橿
原
の
地
に
大
和
朝
廷

を
開
い
て
第
一
代
天
皇
と
し
て
ご
即
位
さ
れ
ま
し
た
。

天
香
久
山
は
古
事
記
、
日
本
書
紀
、
万
葉
集
な
ど
の
我
が
国
の
古
典
に
お
い
て
、
日

本
の
国
、
大
和
朝
廷
の
発
祥
に
関
わ
る
神
聖
な
る
場
所
と
し
て
承
継
さ
れ
て
ま
い
り
ま

し
た
。
古
典
に
お
い
て
天
香
久
山
は
「
天あ
ま
の
か
ぐ
や
ま

香
山
」
と
書
き
記
さ
れ
ま
す
。
天
照
大
神
の

天
岩
戸
隠
れ
に
お
い
て
も
天
香
山
に
関
わ
る
こ
と
が
多
く
記
さ
れ
、
万
葉
集
で
は
歴
代

天
皇
の
和
歌
な
ど
数
多
く
詠
わ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
書
紀
の
崇
神
天
皇
の
段
に
、
武
た
け
は
に
や
す
ひ
こ
の
み
こ
と

埴
安
彦
命
の
謀
反
の
こ
と
が
記
さ
れ
、
そ
の
妻

の
吾あ
た
ひ
め

田
媛
が
ひ
そ
か
に
天
香
山
に
上
り
そ
の
土
を
取
り
、
自
身
の
裳も
す
そ裾
の
端
に
包
み
隠

し
、
「
こ
の
土
は
倭
国
の
物も
の
し
ろ実

な
り
」
と
唱
え
戦
勝
の
祈
願
を
し
た
と
あ
り
ま
す
。
天

香
山
の
埴
は
物
実
と
認
識
さ
れ
、
国
そ
の
も
の
を
体
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
量
の

多
少
に
か
か
わ
ら
ず
、
天
香
山
の
埴
は
国
を
統
率
す
る
権
威
と
権
力
を
得
る
に
必
要
な

も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

橿
原
神
宮
紀
元
祭
へ
の
祭
器
奉
納
に
つ
い
て

|
天
香
山
埴
焼
奉
製
会
の
発
足
|

写真①　天香山神社
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頂
き
、
蓑
笠
を
着
用
し
た
氏
子
四
名

の
う
ち
南
浦
町
の
二
名
が
白
埴
の
ご

神
地
、
下
八
釣
町
の
二
名
が
赤
埴
の

ご
神
地
へ
赴
き
、
地
元
に
伝
わ
る

御ゴ
ー
タ
ク

田
供
の
歌
に
合
わ
せ
て
そ
れ
ぞ
れ

の
埴
を
採
取
し
ま
し
た
。
こ
の
と
き

に
使
用
さ
れ
た
鋤す
き

、
鍬く
わ

は
特
別
に
白

樫
と
赤
樫
の
木
で
作
成
さ
れ
、
白
埴

に
は
白
樫
製
が
、
赤
埴
に
は
赤
樫
製
｛
写
真
⑥
｝
が
用
い
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
埴
を
用
い
た
祭
器
の
焼
成
を
、
奈
良
の
代
表
的
な
陶
芸
で
あ
る
赤
膚
焼
の
松
田

正
柏
氏
に
依
頼
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
窯
元
に
斎
場
を
舗
設
、
昭
和
十
四
年
十
月
七
日
に

畝
尾
坐
健
土
安
神
社
の
ご
祭
神
を
迎
え
た
火
入
式
の
神
事
が
行
わ
れ
、
往
馬
大
社
の

火ひ
き
り
ぐ

鑽
具
に
て
御
神
火
が
鑽き

り
出
さ
れ
、
鷲
尾
東
大
寺
管
長
、
奈
良
県
知
事
代
理
な
ど
が

参
列
さ
れ
ま
し
た
。
「
大
和
志
」
に
こ
れ
ら
三
つ
の
神
事
の
詳
細
が
記
録
さ
れ
て
お
り

ま
す
。

天
香
山
埴
焼
奉
製
会
の
発
足
と
平
瓮
の
奉
納

こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
こ
の
神
事
を
再
び
執
り
行
い
平ひ
ら
か瓮
を
焼
成
す
る
こ
と
が

で
き
れ
ば
と
願
い
、
か
ね
て
よ
り
南
浦
町
と
下
八
釣
町
の
氏
子
総
代
を
始
め
地
元
の
皆

様
、
天
香
山
下
八
釣
農
園
を
営
む
山
尾
吉
史
氏
と
、
焼
き
物
に
詳
し
い
造
形
作
家
の
垰

田
正
二
氏
へ
ご
相
談
申
し
上
げ
て
お
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
令
和
の
御
大
礼
が
挙
行
せ
ら

れ
る
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
を
祝
し
「
天
香
山
埴
焼
奉
製
会
」
が
組
織
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
、
埴
採
神
事
の
再
興
と
平
瓮
の
焼
成
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
令
和
の
御
代
替
わ
り

に
、
そ
の
機
運
が
訪
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

久
保
田
宮
司
様
に
は
、
大
嘗
祭
斎
田
点
定
の
儀
に
際
し
て
の
波
波
迦
木
の
献
進
に
つ

い
て
お
会
い
す
る
機
会
も
多
く
頂
い
て
お
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
有
難
く
も
埴
採
神
事
再

興
の
こ
と
を
お
取
り
上
げ
く
だ
さ
り
、
二
月
十
一
日
の
橿
原
神
宮
紀
元
祭
の
祭
典
に
お

南
浦
町
鎮
座
の
卜ぼ
く
せ
ん占

の
神
を
祀
る
天
香
山
神
社
｛
写
真
①
｝
に
お
い
て
、
埴
採
り
の
日

程
、
場
所
、
火
入
の
日
程
を
決
め
る
た
め
の
太
ふ
と
ま
に
ぼ
く
じ
ょ
う

占
卜
定
神
事
｛
写
真
②
｝
が
昭
和
十
四
年

五
月
十
三
日
に
斎
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
火
に
関
わ
り
の
あ
る
往
馬
大
社
様
よ
り
、
古

代
の
方
法
で
火
を
起
こ
す
火ひ
き
り
ぎ
ね

鑽
杵 

火ひ
き
り
う
す

鑽
臼
を
進
納
の
う
え
、
同
社
氏
子
総
代
と
と
も
に

神
事
に
も
ご
奉
仕
い
た
だ
き
、
神
話
の
通
り
に
御
神
火
を
起
こ
し
、
雄
鹿
の
肩
甲
骨
｛
写

真
③
｝
を
天
香
山
の
波は

は

か
波
迦
の
木
で
焼
く
太ふ
と
ま
に占
の
神
事
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

橿
原
神
宮
様
に
は
、
令
和
の
御
大
礼
の
大
嘗
祭
斎
田
点
定
の
儀
に
際
し
ま
し
て
宮
内

庁
よ
り
皇
居
宮
中
三
殿
へ
の
波
波
迦
木
の
献
進
の
ご
下
命
が
あ
り
、
往
馬
大
社
と
天
香

山
神
社
が
平
成
の
御
大
礼
に
同
じ
く
、
そ
の
御
用
を
承
り
ま
し
た
こ
と
か
ら
、
両
神
社

の
波
波
迦
木
の
献
進
に
お
き
ま
し
て
、
令
和
元
年
三
月
十
八
日
に
、
橿
原
神
宮
久
保
田

宮
司
様
と
往
馬
大
社
谷
野
宮
司
様
と
参
内
致
し
ま
し
た
ご
縁
を
頂
い
て
お
り
ま
す
。

そ
し
て
太
ふ
と
ま
に
ぼ
く
じ
ょ
う

占
卜
定
神
事
の
結
果
に
従
い
、
昭
和
十
四
年
九
月
十
日
に
埴
採
神
事
を
赤

埴
山
頂
上
に
て
行
う
た
め
に
斎
場
を
造
成
、
斎
場
へ
の
道
路
も
舗
設
さ
れ
、
土
の
神
を
祀

る
下
八
釣
町
鎮
座
の
畝う
ね
お
に
ま
す
た
け
は
に
や
す

尾
坐
健
土
安
神
社
｛
写
真
④
｝
の
ご
祭
神
を
祀
り
祭
典
を
行
う

こ
と
が
決
定
さ
れ
、
当
時
、
京
都
ご
在
住
で
あ
っ
た
皇
族
の
久
邇
宮
多
嘉
王
妃
静
子
殿
下

の
ご
台
臨
を
仰
ぐ
こ
と
と
な
り
、
埴は
に
と
り
の
お
さ

採
長
に
は
神
話
通
り
に
武
将
が
こ
れ
に
当
た
る
べ
き

と
の
こ
と
か
ら
、
当
時
の
内
閣
参
議
の
松
井
石
根
陸
軍
大
将
が
任
命
さ
れ
ま
し
た
。

往
古
の
昔
よ
り
埴
の
採
取
地
は
白
埴
、
赤
埴
｛
写
真
⑤
｝
の
二
箇
所
が
公
に
は
さ
れ

ず
に
伝
承
さ
れ
て
参
り
ま
し
た
。
殿
下
ご
台
臨
の
も
と
奈
良
県
知
事
代
理
な
ど
ご
参
列

写真②　昭和14年 太占卜定神事

写真④　畝尾坐健土安神社

写真③　 昭和14年の太占卜定神事
で用いた鹿の肩骨

写真⑥　 当時作成された鋤（白樫）と
鍬（赤樫）

写真⑤　埴土
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い
て
こ
の
平
瓮
を
祭
器
と
し
て
大
前
に
ご
献
上
頂
く
こ
と
と
な
り
、
恐
れ
な
が
ら
今

後
、
毎
年
橿
原
神
宮
へ
ご
奉
納
申
し
上
げ
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
。
令
和
元
年
最
初
の

天
香
山
埴
焼
の
神
事
を
了
え
、
野
焼
き
｛
写
真
⑦
｝
に
て
焼
成
さ
れ
た
平ひ
ら
か瓮

｛
写
真

⑧
｝
を
南
浦
町
、
下
八
釣
町
両
神
社
氏
子
総
代
、
山
尾
実
行
委
員
長
と
と
も
に
令
和
二

年
二
月
三
日
に
橿
原
神
宮
へ
参
拝
、
奉
納
奉
告
祭
を
ご
斎
行
頂
き
神
武
天
皇
様
へ
ご
奉

納
申
し
上
げ
る
こ
と
が
叶
い
ま
し
た
。
ま
た
、
天
香
山
神
社
と
畝
尾
坐
健
土
安
神
社
の

天
香
山
埴
焼
奉
製
会
の
各
神
事
｛
写
真
⑨
⑩
｝
に
、
橿
原
神
宮
様
よ
り
久
保
田
宮
司
様

の
ご
代
理
と
し
て
禰
宜
の
上
田
宗
弘
様
、
権
禰
宜
の
長
倉
健
一
様
に
ご
参
拝
を
賜
り
、

ご
拝
礼
頂
き
ま
し
た
こ
と
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。

天
香
山
の
埴
の
顕
彰

昭
和
十
四
年
に
斎
行
さ
れ
た
天
香
山
の
埴
の
神
事
を
顕
彰
す
る
た
め
、
久
邇
宮
多

嘉
王
妃
静
子
殿
下
の
ご
台
臨
を
仰
ぎ
埴
採
神
事
が
斎
行
な
さ
れ
た
赤
埴
山
の
頂
上

に
、
紀
元
二
千
六
百
年
奈
良
県
奉
祝
会
に
よ
っ
て
「
天
香
山
埴
安
伝
承
地
」
と
彫
刻

さ
れ
た
石
柱
｛
写
真
⑪
｝
が
昭
和
十
五
年
十
一
月
に
建
立
、
合
わ
せ
伝
承
地
へ
の
道

標
の
石
柱
も
数
本
建
立
さ
れ
、
現
在
も
赤
埴
山
の
頂
上
と
そ
の
周
囲
に
見
る
事
が
で

き
ま
す
。
ま
た
白
埴
、
赤
埴
の
御
神
地
を
顕
彰
し
て
建
て
ら
れ
た
顕
彰
碑
も
二
基

｛
写
真
⑫
⑬
｝
あ
り
ま
し
た
が
、
時
代
の
流
れ
と
と
も
に
損
傷
も
進
み
、
場
所
も
移

設
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
存
在
が
不
明
瞭
な
状
況
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
度
、
各

神
社
境
内
へ
の
移
設
、
整
備
を
進
め
令

和
二
年
八
月
に
竣
工
致
し
ま
し
た
。
ひ

と
え
に
皆
様
の
ご
支
援
ご
協
力
の
賜
物

と
心
よ
り
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

神
武
天
皇
様
と
天
香
久
山
の
我
が
国
発

祥
に
関
わ
る
深
い
縁え
に
しを

、
そ
し
て
今
に
伝

わ
る
伝
承
の
地
を
顕
彰
申
し
上
げ
、
こ
れ

よ
り
先
の
世
へ
継
承
す
る
こ
と
が
叶
え
ば

幸
甚
に
存
じ
ま
す
。

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

造
田　

哲
也（
そ
う
だ 

て
つ
や
）

平
成
二
年
皇
學
館
大
学
文
学
部
神
道
学
科
卒
業

平
成
二
十
五
年
天
香
山
神
社
宮
司
就
任

令
和
元
年
天
香
山
埴
焼
奉
製
会
会
長
就
任

橿
原
市
香
久
山
地
区
の
神
社
十
二
社
（
天
香
山
神
社
他
、
畝
尾
坐
健
土
安

神
社
・
畝
尾
都
多
本
神
社
・
天
岩
戸
神
社
・
國
常
立
神
社
・
御
厨
子
神
社
・

三
柱
神
社
他
五
社
）
の
宮
司
を
兼
務

写真⑦　令和元年 火入神事

写真⑨　令和二年 卜定神事

写真⑧　焼成後奉納された平瓮

写真⑩　令和二年 埴採神事

写真⑫　 白埴聖地顕彰碑
天香山神社境内

写真⑪　赤埴山頂の顕彰碑写真⑬　 赤埴聖地顕彰碑
畝尾坐健土安神社境内
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教
化
渉
外
課

橿
原
神
宮
の
神
域
は
約
5
3
万
㎡
と
広
大
で
、
こ
の
神

域
の
大
半
は
『
橿
原
』
の
地
名
に
相
応
し
く
、
カ
シ
を
主

木
と
し
た
木
々
に
覆
わ
れ
て
い
る
。

　
　

遠
つ
世
の
　
風
ひ
そ
か
に
も
聴
く
ご
と
く
　 

 

樫
の
葉
そ
よ
ぐ
　
参
道
を
行
く

平
成
二
十
八
年　

神
武
天
皇
二
千
六
百
年
祭
に
あ
た
り

美
智
子
上
皇
后
陛
下
（
当
時
皇
后
陛
下
）
が
橿
原
神
宮
に

参
拝
さ
れ
た
こ
と
を
お
詠
み
に
な
ら
れ
た
御
歌
で
あ
る
。

今
回
は
『
樫
の
葉
そ
よ
ぐ
参
道
』
の
杜
は
ど
の
よ
う
な

経
緯
で
造
営
さ
れ
た
の
か
を
紹
介
し
た
い
。

橿
原
神
宮
は
明
治
二
十
三
年
四
月
二
日
に
創
建
さ
れ

た
。
創
建
時
の
境
域
は
2
万
1
5
9
坪
で
あ
り
、
大
正
時

代
に
は
拡
張
工
事
が
行
わ
れ
、
敷
地
が
3
万
2
0
0
0
余

坪
と
な
っ
た
。
そ
し
て
神
武
天
皇
即
位
紀
元
二
千
六
百
年

と
い
う
記
念
す
べ
き
年
で
あ
る
昭
和
十
五
年
に
向
け
て
再

び
拡
張
工
事
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
年
を
奉
祝

す
る
た
め
政
府
は
昭
和
十
年
に
『
紀
元
二
千
六
百
年
祝
典

準
備
委
員
会
』
を
発
足
さ
せ
、
国
を
挙
げ
て
記
念
事
業
を

推
進
し
た
。
そ
の
中
で
も
橿
原
神
宮
並
び
に
畝
傍
山
東
北

陵
を
中
心
と
し
た
記
念
事
業
は
紀
元
二
千
六
百
年
の
核
と

位
置
づ
け
ら
れ
る
。
神
宮
の
杜
の
整
備
が
決
定
さ
れ
た
の

は
昭
和
十
三
年
四
月
で
あ
り
、
記
念
の
年
で
あ
る
昭
和

十
五
年
ま
で
の
二
年
半
と
い
う
僅
か
な
期
間
に
広
大
な
敷

地
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
の
だ
。

こ
の
記
念
事
業
に
お
い
て
林
苑
整
備
の
指
揮
を
執
っ
た
の

が
田た

阪さ
か

美よ
し

徳の
り
で
あ
る
。
田
阪
は
明
治
二
十
八
年
に
広
島
県

三
原
市
で
生
を
亨
け
、
大
正
九
年
に
東
京
帝
国
大
学
農
学

部
農
学
科
を
卒
業
し
、
明
治
神
宮
造
営
局
に
入
局
す
る
。

造
営
局
廃
止
後
は
明
治
神
宮
外
苑
管
理
所
技
師
と
し
て
外

苑
の
管
理
運
営
に
当
た
り
、
昭
和
十
一
年
か
ら
は
内
務
技
師

と
し
て
神
社
局
に
勤
務
し
、
橿
原
神
宮
を
は
じ
め
と
す
る

全
国
の
官
国
幣
社
の
林
苑
整
備
に
携
わ
っ
た
。
戦
後
は
公

園
緑
地
の
秩
序
回
復
に
尽
力
し
、
再
び
明
治
神
宮
の
技
師

と
な
る
。
ま
た
、
伊
勢
湾
台
風
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
伊

勢
の
神
宮
の
災
害
普
及
事
務
を
嘱
託
さ
れ
、
最
晩
年
は
大

阪
万
博
日
本
庭
園
の
指
導
的
立
場
に
あ
っ
た
人
物
で
あ

る
。
田
阪
は
橿
原
神
宮
拡
張
整
備
事
業
に
つ
い
て
「
こ
の
工

事
実
施
の
一
端
を
担
当
す
る
光
栄
に
浴
し
た
私
と
し
て
稍
々

細
目
に
渡
っ
て
施
工
内
容
を
述
べ
る
こ
と
は
責
務
の
よ
う
に

考
え
ら
れ
る
」
と
し
て
詳
細
な
記
録
を
残
し
て
い
る
。
今
回

は
田
阪
が
残
し
た
記
録
な
ど
を
少
し
だ
け
紐
解
き
橿
原
神

宮
鎮
守
の
杜
の
歴
史
に
触
れ
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

田
阪
の
鎮
守
の
杜
に
つ
い
て
の
考
え

田
阪
は
当
初
の
橿
原
の
杜
の
印
象
に
つ
い
て
「
従
来
の

境
域
並
に
外
苑
と
し
て
連
な
っ
て
居
た
旧
畝
傍
公
園
の
樹

木
は
大
半
が
ク
ロ
マ
ツ
、
ア
カ
マ
ツ
を
以
て
充
た
さ
れ
、

何
れ
を
見
て
も
松
ば
か
り

の
観
あ
り
、
背
景
を
為
す

畝
傍
山
ま
た
然
り
で
、
橿

原
で
は
な
く
松
原
で
あ

る
」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
の

常
緑
針
葉
樹
マ
ツ
に
よ
る

景
観
の
根
本
的
な
変
更
を

推
進
す
る
（
写
真
①
）。

な
ぜ
、
景
観
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
田
阪
は
鎮
守
の
杜
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
考

え
て
い
た
。
「
元
来
神
社
境
内
の
樹
林
は
そ
の
郷
土
木
を

以
て
構
成
す
る
こ
と
を
本
義
と
す
る
。
郷
土
木
と
は
そ
の

土
地
に
自
然
に
育
成
為
し
て
居
る
樹
木
、
そ
の
土
地
に
育

成
為
し
得
る
樹
木
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
種
が
落
ち
て
実

生
へ
そ
の
土
地
の
自
然
林
の
一
員
と
し
て
育
成
為
し
得
る

樹
木
を
云
う
の
で
あ
る
。
」
ま
た
、
「
神
社
の
境
内
は
そ

の
土
地
そ
の
も
の
が
神
な
が
ら
で
あ
っ
て
、
古
来
の
自
然

態
を
そ
の
ま
ま
保
続
す
る
こ
と
に
尊
さ
が
存
す
る
も
の
で

あ
る
」
と
。

田
阪
の
こ
の
考
え
方
の
基
盤
は
明
治
神
宮
林
苑
計
画
に

よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
明
治
末
期
か
ら
大
正
初

期
に
か
け
て
は
、
神
社
の
杜
に
お
い
て
相
応
し
い
の
は
人

の
手
を
加
え
て
管
理
さ
れ
る
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
な
ど
の
常
緑

針
葉
樹
で
あ
り
、
自
然
林
で
多
く
見
ら
れ
る
常
緑
広
葉
樹

は
人
工
林
で
あ
る
常
緑
針
葉
樹
に
は
遠
く
及
ば
な
い
と
考

え
ら
れ
て
い
た
。
そ
も
そ
も
社
寺
の
景
観
的
価
値
と
し
て

重
要
視
さ
れ
て
い
た
の
は
社
寺
の
施
設
と
い
っ
た
人
工
的

要
素
で
あ
っ
て
、
森
林
は
神
社
の
荘
厳
さ
を
遺
憾
な
く
発

揮
さ
せ
る
こ
と
が
一
つ
の
目
的
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

た
。
森
林
自
体
の
価
値
は
あ
ま
り
議
論
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
の
だ
。
し
か
し
、
工
業
化
に
よ
り
大
気
汚
染
の
進
む
東

京
都
都
心
に
永
久
性
を
も
つ
林
苑
を
造
る
過
程
の
な
か

で
、
森
林
自
体
が
持
つ
「
自
然
」
性
に
価
値
が
見
い
だ
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
。
明
治
神
宮
の
杜
は
煙
害
に
弱
い
常
緑

針
葉
樹
で
は
な
く
、
抵
抗
力
の
あ
る
常
緑
広
葉
樹
を
中
心

と
す
る
こ
と
で
、
土
地
本
来
の
原
始
の
自
然
林
態
を
復
旧

写真①  田阪が「松原」と称した当時
の参道風景

橿
原
神
宮
の
杜も
り
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し
、
植
生
が
変
化
せ
ず
に
世
代
交
代
を
す
る
こ
と
を
目
指

し
造
営
さ
れ
た
。
こ
の
林
苑
造
営
の
経
験
は
神
社
一
般
の

あ
る
べ
き
基
準
と
な
り
、
森
の
自
然
性
と
神
社
の
神
聖
性

が
結
び
つ
い
て
い
く
。
田
阪
が
勤
務
し
て
い
た
神
社
局
に

お
い
て
も
こ
の
流
れ
を
く
む
こ
と
で
、
「
神
社
に
は
殿
舎

建
築
が
備
わ
れ
ば
足
り
る
。
樹
木
、
森
林
は
其
の
後
な
る

べ
き
も
の
」
か
ら
「
森
な
く
し
て
神
社
な
し
、
森
あ
り
て

こ
そ
神
社
完
し
」
と
い
う
考
え
が
職
員
に
共
有
さ
れ
て

い
っ
た
の
だ
っ
た
。

さ
て
、
当
時
の
橿
原
神
宮
に
お
い
て
松
ば
か
り
が
主
木

と
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
こ
の
土
地
に
は
松
が
最
も

適
当
す
る
の
で
あ
っ
て
、
他
の
広
葉
樹
は
生
育
し
な
い
と

さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
田
阪
は
本
事
業
の
計
画
を

立
て
る
に
当
た
り
予
め
畝
傍
周
辺
の
調
査
を
行
っ
て
い

る
。
そ
の
結
果
、
橿
原
神
宮
と
御
陵
と
の
間
付
近
に
位
置

す
る
大
久
保
神
社
の
境
内
は
全
林
殆
ど
カ
シ
類
で
あ
る
こ

と
、
境
内
に
隣
接
す
る
久
米
寺
の
南
半
分
が
ア
ラ
カ
シ
の

純
林
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
一
見
松
山
の
様
で
あ
っ
た

畝
傍
山
も
北
面
六
・
七
合
目
以
上
に
は
カ
シ
類
な
ど
の
常

緑
広
葉
樹
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
を
突
き
止
め
た
。
こ
の

こ
と
か
ら
神
武
天
皇
の
御
代
に
は
こ
の
地
帯
一
帯
は
カ
シ

が
生
い
茂
っ
て
お
り
、
現
在
こ
の
付
近
に
カ
シ
類
が
生
育

し
な
い
の
で
は
な
く
、
後
世
の
開
墾
の
結
果
と
し
て
松
林

と
な
っ
た
と
推
測
す
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
本
事
業
に
お

い
て
は
往
古
の
姿
に
還
元
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
カ
シ

類
を
多
く
植
生
し
、
境
内
林
苑
を
自
然
林
態
に
誘
導
し
保

続
性
を
有
す
る
常
緑
針
葉
樹
と
常
緑
広
葉
樹
の
混
合
林
を

理
想
と
し
た
。
本
事
業
で
は
境
域
の
在
来
木
を
移
植
し
な

が
ら
、
あ
る
い
は
活
か
し
な
が
ら
ア
ラ
カ
シ
、
シ
ラ
カ
シ

ま
た
、
シ
イ
、
ク
ス
な
ど
常
緑
広
葉
樹
を
新
た
に
植
生

し
、
全
体
で
7
万
6
1
1
8
本
、
1
0
7
種
類
を
も
っ
て

神
宮
の
杜
が
形
成
さ
れ
た
。

事
業
の
様
子

昭
和
十
三
年
四
月
に
始
ま
っ
た
一
大
事
業
は
昭
和
十
五

年
の
紀
元
二
千
六
百
年
と
い
う
の
っ
ぴ
き
な
ら
な
い
期
限

付
き
で
あ
っ
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。
こ
の
短
い
施
工
期

間
の
中
で
完
成
を
目
指
し
た
た
め
、
拡
張
予
定
地
に
あ
る

民
家
の
買
収
移
転
、
大
阪
電
気
軌
道
の
撤
去
と
新
軌
道
の

敷
設
、
県
道
の
取
り
付
け
な
ど
と
平
行
し
て
苑
地
の
施
工

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
田
阪
自
身
「
腹
を
切

る
覚
悟
で
」
「
戦
場
に
於
け
る
が
如
き
気
持
ち
で
突
貫
工

事
を
試
み
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」
と
当
時
の
覚
悟
を
邂
逅
し

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
厳
し
い
条
件
下
に
お
い
て
も
一
大

事
業
を
為
し
得
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
全
国
で
組
織
さ
れ

た
建
国
勤
労
奉
仕
隊
の
力
が
大
き
い
。
作
業
日
数
に
し
て

延
べ
5
0
0
日
余
り
、
7
2
0
0
団
体
、
延
べ
1
2
1
万

4
0
0
0
人
余
り
が
事
業
に
参
加
し
た
の
だ
。
こ
こ
か
ら

は
事
業
内
容
の
一
部
を
み
る
。

植
栽
準
備

一
、
灌か
ん

水す
い

に
つ
い
て

田
阪
は
草
木
に
水
を
注
ぐ
『
灌
水
』
が
支
障
な
く
十

分
に
出
来
る
こ
と
こ
そ
が
植
栽
樹
木
が
根
付
い
て
成
長

す
る
こ
と
に
最
も
重
要
な
こ
と
だ
と
考
え
て
い
た
。
供
給

さ
れ
る
樹
木
が
健
康
で
あ
る
以
上
は
、
枯
損
の
大
部
分

は
灌
水
不
足
が
原
因
で
あ
り
、
灌
水
さ
え
適
度
で
あ
る

な
ら
ば
夏
期
の
炎
天
下
に
お
い
て
で
さ
え
、
植
樹
を
す
る

こ
と
自
体
は
大
き
な
問
題
と
な
り
え
な
い
と
し
て
い
る
。

計
画
当
初
よ
り
本
事
業
の
遂
行
に
は
夏
期
炎
天
下
の
植

栽
を
覚
悟
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
施
工
区
域
内
の
水
流
と

し
て
は
宮
川
と
桜
川
と
が
あ
る
の
み
で
、
宮
川
は
元
々
灌か

ん

漑が
い

用
深
田
池
よ
り
流
出
す
る
用
水
路
で
あ
っ
て
こ
れ
を

植
樹
灌
水
に
横
か
ら
利
用
す
る
こ
と
は
下
流
域
の
農
民

か
ら
苦
情
を
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
は
必
然
で
あ
っ
た
。
桜

川
も
同
様
で
あ
り
、
川
の
水
流
を
水
田
休
閑
期
に
利
用

す
る
に
し
て
も
広
い
境
域
の
内
の
ご
く
僅
か
し
か
供
給
で

き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
昭
和
十
三
年
初
夏
、
植
栽
を
す

る
に
当
た
り
ま
ず
井
戸
の
掘
削
を
行
っ
た
。
翌
年
の
昭

和
十
四
年
夏
に
入
る
と
、
施
工
区
域
内
の
民
家
の
移
転

が
実
行
に
移
り
始
め
る
。
そ
の
後
は
住
宅
地
跡
の
井
戸

を
利
用
す
る
こ
と
が
出
来
、
井
戸
水
の
利
用
が
更
に
豊

富
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。

二
、
献
木
に
つ
い
て

献
木
は
紀
元
二
千
六
百
年
奉
祝
会
が
主
体
と
な
っ
て
昭

和
十
三
年
七
月
よ
り
始
ま
っ
た
。
当
時
は
支
那
事
変
勃
発

間
も
な
い
時
で
世
を
挙
げ
て
軍
事
援
護
に
奔
走
し
て
い
る

折
で
あ
り
、
ま
た
各
府
県
に
於
い
て
は
大
な
り
小
な
り
の

奉
祝
事
業
が
計
画
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
と
平
行
し
て
献

木
の
募
集
を
行
っ
た
。
そ
の
た
め
か
、
直
接
橿
原
神
宮
並

び
に
畝
傍
山
東
北
陵
に
近
接
し
て
い
る
関
西
数
府
県
の
他

に
は
一
般
に
本
事
業
に
対
す
る
関
心
は
少
な
か
っ
た
。
そ
も

そ
も
ほ
ぼ
同
様
の
手
法
を
用
い
て
造
営
さ
れ
た
明
治
神
宮

内
苑
に
お
い
て
は
竣
成
ま
で
七
年
、
外
苑
は
十
年
を
要
し

て
い
る
。
橿
原
神
宮
の
場
合
は
施
工
期
間
が
短
い
こ
と
を

理
由
と
し
て
、
当
初
よ
り
施
工
者
で
あ
る
内
務
省
神
社
局
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令
和
二
年
十
月
二
十
四
日
に
外
拝
殿
前
特
設
ス

テ
ー
ジ
に
て
陸
上
自
衛
隊
中
部
方
面
音
楽
隊
に
よ
る

医
療
従
事
者
の
方
々
へ
の
慰
問
演
奏
会
を
開
催
致
し

ま
し
た
。

陸
上
自
衛
隊
中
部
方
面
音
楽
隊
に
よ
る
演
奏
会
は

四
月
に
橿
原
神
宮
御
鎮
座
百
三
十
年
を
奉
祝
し
て
行

わ
れ
る
予
定
で
あ
り
ま
し
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
感
染
拡
大
に
よ
り
延
期
と
な
っ
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
、
医
療
従
事
者
の
方
々
を
は
じ
め
、

多
く
の
方
が
日
夜
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
闘
わ
れ

て
い
る
中
、
ひ
と
と
き
の
癒
や
し
の
時
間
に
な
れ
ば

と
い
う
思
い
か
ら
、
奈
良
県
防
衛
協
会
が
主
催
と
な

り
陸
上
自
衛
隊
中
部
方
面
音
楽
隊
並
び
に
自
衛
隊
奈

良
地
方
協
力
本
部
を
は
じ
め
多
く
の
方
々
の
御
協
力

を
得
て
実
現
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

当
日
は
、
奈
良
県
内
の
医
療
従
事
者
や
一
般
公
募

者
七
二
〇
名
が
招
待
さ
れ
ま
し
た
。
会
場
で
は
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
感
染
防
止
の
為
、
招
待
者

の
皆
様
に
は
検
温
、
消
毒
に
御
協
力
頂
く
と
共
に
、

招
待
席
は
十
分
な
距
離
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
澄
み

渡
る
夜
空
の
下
、
演
奏
会
で
は
、
音
楽
隊
長　

柴
田

三
等
陸
佐
指
揮
に
よ
り
天
皇
陛
下
御
即
位
奉
祝
曲

「
組
曲 

Ｒ
ａ
ｙ 

Ｏ
ｆ 

Ｗ
ａ
ｔ
ｅ
ｒ
」
な
ど
七
曲
が
演

奏
さ
れ
ま
し
た
。
演
目
の
中
で
は
鶫

つ
ぐ
み

三
等
陸
曹
が
歌

陸
上
自
衛
隊
中
部
方
面
音
楽
隊
に
よ
る

医
療
従
事
者
の
方
々
へ
の
慰
問
演
奏
会
を
開
催

鶫三等陸曹に花束を渡す当神宮巫女

陸上自衛隊中部方面音楽隊による慰問演奏会

祭
を
以
て
例
祭
日
と
定
め
て
お
り
ま
す
が
、
当
初
は
四

月
三
日
を
考
え
て
お
り
ま
し
た
。
明
治
二
十
三
年
三
月

十
九
日
付
け
で
、
奈
良
県
知
事
よ
り
内
務
大
臣
宛
に

「
橿
原
神
宮
御
例
祭
之
儀
ニ
付
上
申　

今
般
官
幣
大
社

ニ
列
セ
ラ
レ
候
橿
原
神
宮
祭
日
之
儀
ハ
四
月
三
日
神
武

天
皇
御
祭
日
ヲ
以
テ
自
今
御
例
祭
日
ト
御
確
定
相
成
度

此
段
上
申
候
也
」
と
申
し
述
べ
て
お
り
ま
す
。

春
四
月
は
気
候
も
温
暖
で
桜
も
咲
き
、
一
年
中
で
最

も
過
ご
し
や
す
い
時
季
で
も
あ
り
ま
す
の
で
、
二
月
の

紀
元
節
よ
り
も
神
武
天
皇
祭
の
日
を
選
ん
だ
も
の
と
推

測
致
し
ま
す
。
結
果
的
に
は
明
治
天
皇
の
御
治
定
に
よ

り
紀
元
節
を
例
祭
に
定
め
ら
れ
ま
し
た
が
、
橿
原
神
宮

で
は
例
祭
に
次
ぐ
春
の
大
祭
と
し
て
御
奉
仕
を
し
て
お

り
ま
す
。

又
、
宮
中
で
の
神
武
天
皇
祭
は
大
祭
と
し
て
行
わ

れ
、
御
歴
代
天
皇
・
皇
后
・
皇
族
の
御
霊
を
祀
る
皇
霊

殿
で
行
わ
れ
る
親
祭
で
あ
り
ま
す
。
天
皇
御
自
ら
御
奉

仕
さ
れ
、
御
告
文
を
奏
上
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ま

た
夜
に
は
皇
霊
殿
御
神
楽
が
行
わ
れ
、
御
神
楽
を
奉
奏

し
て
御
神
霊
を
お
慰
め
す
る
祭
典
が
行
わ
れ
ま
す
。

こ
の
様
に
神
武
天
皇
祭
は
単
に
橿
原
神
宮
で
齋
行
さ

れ
る
の
み
な
ら
ず
、
宮
中
に
お
い
て
は
天
皇
親
祭
で
行

わ
れ
、
御
陵
に
は
毎
年
の
祭
祀
に
勅
使
が
参
向
さ
れ
る

祭
典
で
あ
り
ま
す
。
皇
室
・
皇
族
の
神
武
天
皇
に
お
寄

せ
に
な
る
お
心
が
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
こ
と
と
存
じ

ま
す
。

声
を
披
露
す
る
場
面
も
あ
り
、
招
待
者
の
皆
様
は
そ

の
柔
ら
か
く
透
き
通
る
歌
声
に
聴
き
入
っ
て
お
ら
れ

ま
し
た
。

演
奏
終
了
後
、
陸
上
自
衛
隊
中
部
方
面
音
楽
隊
へ

の
御
礼
と
医
療
従
事
者
の
方
々
へ
の
こ
れ
ま
で
の
感

謝
と
、
今
後
の
活
躍
を
祈
念
し
防
衛
協
会
会
員
と
当

神
宮
の
巫
女
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
に
花
束
が
贈
呈
さ
れ
ま

し
た
。

そ
の
後
の
ア
ン
コ
ー
ル
で
は
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
が
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
と
の
願
い
を
込
め
て
「
東

京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
フ
ァ
ン
フ
ァ
ー
レ
と
東
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
マ
ー
チ
」
が
演
奏
さ
れ
、
招
待
席
か
ら
手
拍

子
が
起
こ
り
会
場
全
体
が
一
体
と
な
り
ま
し
た
。
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も
献
木
に
依
存
せ
ず
購
入

に
よ
っ
て
樹
木
を
賄
う
方

針
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め

申
込
期
限
の
昭
和
十
四
年

六
月
ま
で
に
は
献
木
申
込

数
は
わ
ず
か
に
２
７
９
２
本
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
年
の
十
一
月
十
一
日
に
橿
原
神
宮
本

殿
遷
座
祭
が
荘
厳
に
執
行
さ
れ
て
以
来
、
全
国
か
ら
参
拝

者
が
急
に
激
増
し
、
紀
元
二
千
六
百
年
と
関
係
し
て
橿
原

神
宮
に
対
す
る
国
民
の
崇
敬
奉
賽
の
念
は
に
わ
か
に
高
調

し
て
い
く
。
こ
れ
と
共
に
献
木
の
申
し
込
み
が
次
第
に
増

加
し
、
十
四
年
十
二
月
に
於
い
て
は
そ
の
数
９
８
８
４
本

に
達
す
る
。
更
に
明
け
て
紀
元
二
千
六
百
年
の
佳
年
は
新

年
よ
り
引
き
続
い
て
参
拝
者
は
ま
す
ま
す
増
加
し
、
最
終

的
に
は
予
定
を
遙
か
に
超
過
し
、
受
け
入
れ
た
献
木
は

２
万
３
０
２
８
本
に
達
し
た
の
で
あ
る
（
写
真
②
）。
献
木

に
つ
い
て
は
全
て
を
受
け
入
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と

し
て
い
る
。
橿
原
の
郷
土
木
と
し
て
相
応
し
い
樹
種
を
予

め
指
定
し
、
不
適
当
と
認
め
る
も
の
は
都
度
理
由
を
述
べ

て
断
っ
て
い
る
の
だ
。
ま
た
、
献
木
を
申
し
込
む
に
当
た

り
、
一
定
の
区
域
を
自
分
の
献
木
の
み
で
植
栽
し
た
い
と

い
う
申
し
出
も
全
て
断
っ
て
い
る
。
田
阪
は
「
あ
ら
ゆ
る

個
々
の
献
木
が
渾
然
と
し
て
打
っ
て
一
丸
と
な
っ
て
神
の

森
を
構
成
す
る
。
や
が
て
は
自
分
の
献
木
が
ど
こ
に
あ
る

か
ど
れ
で
あ
る
か
分
か
ら
な
く
な
っ
て
こ
そ
、
森
全
体
に

対
し
て
自
分
の
献
木
を
感
じ
て
く
る
。
」
と
考
え
て
い
た

か
ら
だ
。
そ
れ
故
に
献
木
に
は
当
初
献
木
者
の
名
札
を
付

け
て
い
た
が
朽
ち
て
落
ち
た
ら
再
び
付
け
な
か
っ
た
と
し

て
い
る
。

三
、
植
栽
季
節
に
つ
い
て

樹
木
の
植
栽
に
は
各
々
の
種
類
に
よ
っ
て
植
栽
に
適
し

た
季
節
が
あ
る
が
、
本
事
業
に
於
い
て
は
各
樹
種
に
渡

り
そ
の
適
当
な
植
栽
季
節
に
関
わ
ら
ず
施
工
し
、
一
年
を

通
じ
て
植
栽
を
敢
行
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
施
工
区
域

の
広
さ
に
対
し
て
、
施
工
期
間
が
短
い
こ
と
に
あ
っ
た
。

紀
元
二
千
六
百
年
に
間
に
合
わ
せ
る
た
め
、
造
苑
植
栽

の
常
道
に
従
っ
て
数
々
の
樹
木
を
最
も
適
当
な
季
節
に

悠
々
と
植
栽
施
工
を
す
る
余
裕
は
絶
対
に
無
か
っ
た
の

だ
。
だ
か
ら
こ
そ
夏
季
炎
天
下
に
お
い
て
す
ら
植
栽
を
強

行
し
、
冬
季
厳
寒
中
に
積
雪
を
か
き
分
け
て
ま
で
植
栽

を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
特
に
適
当
季
節
外
で

あ
る
厳
冬
に
カ
シ
類
を
植
栽
す
る
こ
と
は
最
も
冒
険
で

あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
寒
気
の
被
害
は
夜
分
に
お
け
る
根

元
の
凍
結
が
原
因
で
あ
る
事
が
最
も
多
い
の
で
、
樹
木
の

大
小
数
量
に
従
っ
て
必
要
な
人
数
を
揃
え
て
即
刻
に
そ

の
日
の
う
ち
に
移
植
を
完
了
し
、
直
ち
に
幹
巻
き
を
施

す
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
栽
植
さ

れ
た
樹
木
の
枯
損
率
は
予
想
を
遙
か
に
下
回
り
、
一
割
以

下
で
あ
っ
た
。
田
阪
自
身
随
分
無
理
な
施
工
法
と
は
思
っ

た
そ
う
だ
が
、
「
や
っ
て
み
た
と
こ
ろ
に
於
い
て
は
予
想

以
上
の
成
績
を
上
げ
る
こ
と
が
出
来
、
私
自
身
に
と
っ
て

も
我
々
同
士
の
工
事
関
係
者
に
と
り
て
も
実
に
良
き
経

験
で
あ
っ
た
」
と
振
り
返
っ
て
い
る
。

表
参
道
に
つ
い
て

次
に
参
拝
者
が
最
も
神
社
の
杜
を
身
近
に
感
じ
る
参
道
を

見
る
こ
と
に
す
る
。
言
わ
ず
も
が
な
参
道
は
境
外
よ
り
境
内

に
入
り
大
前
に
参
進
到
達
す
る
道
程
で
あ
る
が
、
そ
の
意
義

は
極
め
て
大
き
く
一
歩
一
歩
進
む
に
つ
れ
て
心
が
落
ち
着
き
、

御
神
前
に
て
参
拝
す
る
気
持
ち
が
強
く
な
っ
て
い
く
。
い
わ

ば
参
道
を
参
進
す
る
こ
と
で
自
然
と
禊
ぎ
祓
え
が
行
わ
れ
て

い
く
。
こ
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
た
め
、
参
道
の
構
造
様

式
や
参
道
沿
い
に
お
け
る
林
苑
の
整
備
が
行
わ
れ
た
。

橿
原
神
宮
の
表
参
道
は
社
殿
に
対
し
て
西
に
直
線
的
に

延
び
て
お
り
、
森
に
突
き
当
た
る
と
こ
ろ
で
直
角
に
右
折

し
、
南
神
門
に
入
る
こ
と
で
始
め
て
畝
傍
山
を
背
景
と
し

た
外
拝
殿
側
面
が
現
れ
る
。
参
進
す
る
に
つ
れ
景
色
が
一

転
し
、
次
第
に
神
前
に
近
づ
く
気
分
を
高
調
さ
せ
る
よ
う

考
え
尽
く
さ
れ
て
造
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
表
参
道
の
原
型

は
大
正
四
年
四
月
三
日
の
神
武
天
皇
二
千
五
百
年
祭
齋
行

前
後
の
大
正
三
年
か
ら
同
六
年
の
間
に
行
わ
れ
た
境
域
拡

張
事
業
に
お
い
て
出
来
た
も
の
で
あ
る
（
写
真
③
）。
こ

の
事
業
の
林
苑
工
事
の
計
画
並
び
に
監
督
に
当
た
っ
た
の

が
折お

り

下し
も

吉よ
し

延の
ぶ

で
あ
る
。
当
時
折
下
は
奈
良
女
子
高
等
師
範

学
校
（
現 

奈
良
女
子
大
学
）
で
講
師
と
し
て
園
芸
学
を
担

当
し
て
お
り
、
奈
良
か
ら
畝
傍
に
通
い
な
が
ら
現
場
の
指

揮
を
執
っ
て
い
た
。
本
事
業
の
大
半
が
完
成
し
た
後
、
明

治
神
宮
造
営
局
技
師
に
任
命
さ
れ
明
治
神
宮
の
内
外
苑
の

設
計
施
工
に
従
事
し
て
い
る
。

紀
元
二
千
六
百
年
奉
祝
事
業
に
お
い
て
は
参
道
を
新
た

に
変
更
設
定
す
る
必
要
は
な
い
と
さ
れ
、
在
来
線
に
準
拠

し
て
こ
れ
を
拡
張
延

長
す
る
方
針
が
と
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
拡

張
さ
れ
た
参
道
に
は

常
緑
広
葉
樹
で
あ
る

カ
シ
類
を
用
い
て
参

写真③ 大正４年頃の境内図

写真② 植栽された樹木
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重
要
文
化
財　

旧
織
田
屋
形
大
書
院
・
旧
織
田
屋
形
玄
関
（
文
華
殿
）

は
、
天
保
十
五
年
（
一
八
四
四
年
）
に
竣
工
し
柳
本
藩
邸
（
天
理
市
）
と
し
て

伝
え
ら
れ
て
い
た
が
、
昭
和
三
十
九
年
柳
本
区
民
よ
り
完
全
復
原
す
る
事
を
条

件
と
し
て
、
橿
原
神
宮
に
無
償
譲
渡
さ
れ
た
。
昭
和
四
十
年
六
月
よ
り
移
築
工

事
が
は
じ
ま
り
、
昭
和
四
十
二
年
六
月
十
五
日
に
橿
原
神
宮
境
内
に
移
築
さ
れ

国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。

こ
れ
ま
で
の
主
だ
っ
た
修
理
は
、
昭
和
五
十
八
年
に
屋
根
の
修
理
、
平
成

十
年
に
台
風
七
号
に
よ
る
災
害
復
旧
の
為
の
屋
根
部
分
修
理
を
行
っ
て
い
る
。

以
前
よ
り
経
年
劣
化
に
よ
る
建
物
全
体
の
歪
み
、
屋
根
部
分
の
雨
漏
り
等
の

問
題
が
あ
り
、
長
年
の
懸
案
事
項
で
あ
っ
た
が
、
平
成
二
十
六
年
よ
り
着
工
し

た
重
要
文
化
財
橿
原
神
宮
本
殿
建
造
物
保
存
修

理
工
事
を
契
機
に
、
県
内
に
は
多
く
の
古
社
寺
・

有
名
社
寺
が
あ
り
国
庫
補
助
に
よ
る
修
繕
工
事
の

希
望
が
多
い
中
、
公
益
社
団
法
人
全
国
国
宝
重
要

文
化
財
所
有
者
連
盟
（
略
称
―
全
文
連
）
で
の
県

内
選
出
の
国
会
議
員
へ
の
『
文
化
財
保
護
に
関
す

る
政
府
予
算
の
要
望
書
』
の
提
出
や
、
県
文
化
財

保
存
課
へ
の
働
き
か
け
に
よ
り
、
今
回
の
修
繕
工

事
を
行
う
事
と
な
っ
た
。

重
要
文
化
財　

旧
織
田
屋
形
大
書
院
・
旧
織
田
屋
形
玄
関
（
文
華
殿
）

修
繕
工
事
に
つ
い
て

工
事
概
要

保
存
修
理
建
造
物
重
要
文
化
財　

旧
織
田
屋
形
大
書
院

重
要
文
化
財　

 

旧
織
田
屋
形
玄
関

計
二
棟

事
業
期
間

令
和
二
年
六
月
よ
り
令
和
八
年
三
月

（
七
〇
ヶ
月
）

道
並
木
が
造
成
さ
れ
た
。
全
国
的
に
見
て
も
常
緑
広
葉
樹

が
参
道
並
木
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
比
較
的
少
な
い
よ
う

で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
樹
幹
や
枝
張
り
が
ま
ち
ま

ち
で
あ
り
、
列
で
植
え
た
と
き
均
整
を
保
つ
こ
と
が
難
し

い
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
橿
原
神
宮
参
道
の
カ
シ
並

木
は
先
述
し
た
よ
う
に
は
往
古
の
姿
に
還
元
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
お
り
、
参
道
並
木
も
樹
木
が
生
長
す
る
に
つ

れ
、
あ
え
て
均
一
を
保
た
な
い
よ
う
想
定
さ
れ
て
い
る
。

全
国
的
に
見
て
も
特
例
と
言
え
る
参
道
な
の
だ
。

参
道
の
構
造
も
工
夫
さ
れ
て
お
り
、
南
神
門
前
広
場
は
手
前
参
道
よ
り
約
三
尺
高
く
な
っ

て
い
る
。
参
道
と
の
連
絡
は
中
央
が
傾
斜
路
、
両
側
が
石
階
段
と
な
っ
て
い
る
。
中
央
が
傾

斜
路
と
な
っ
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
は
天
皇
陛
下
を
始
め
皇
族
の
御
参
拝
に
あ
た
り
御
車
で

の
通
行
を
可
能
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
戦
前
の
橿
原
神
宮
に
は
多
く
の
皇
族
方
が
御
参
拝
な

さ
っ
て
お
り
、
平
成
二
十
八
年
四
月
三
日
の
神
武
天
皇
二
千
六
百
年
大
祭
に
お
い
て
も
上
皇

上
皇
后
両
陛
下
（
当
時
天
皇
皇
后
両
陛
下
）
は
こ
の
傾
斜
を
御
車
で
通
ら
れ
南
神
門
前
に
着

御
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
直
線
的
な
参
道
で
あ
る
が
故
に
参
道
広
場
入
口
に
植
樹
島
を
設
け

る
こ
と
で
参
拝
後
の
見
返
し
の
景
観
ま
で
配
慮
さ
れ
て
い
る
（
写
真
④
）。

最
後
に

以
上
の
よ
う
に
神
宮
の
杜
は
橿
原
の
地
に
相
応
し
い
神
社
の
杜
と
し
て
考
え
抜
か
れ
、

造
苑
に
携
わ
る
者
の
覚
悟
と
多
く
の
人
の
助
力
を
得
て
造
り
上
げ
ら
れ
た
。

田
阪
が
残
し
た
資
料
の
最
後
に
は
「
今
後
は
専
ら
境
域
に
於
い
て
は
橿
原
神
宮
社
務
所

当
局
、
陵
域
に
於
い
て
は
御
陵
勤
番
所
の
御
努
力
精
励
に
期
待
す
る
次
第
で
あ
る
」
と
記

さ
れ
て
い
る
。

昨
年
の
御
鎮
座
百
三
十
年
に
田
阪
が
中
心
と
な
っ
て
造
営
さ
れ
た
神
宮
の
杜
は
拡
張
整

備
よ
り
八
十
年
を
迎
え
た
。
二
十
年
後
の
紀
元
二
千
七
百
年
は
橿
原
神
宮
の
杜
が
造
営
拡

張
さ
れ
て
よ
り
百
年
の
節
目
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
と
き
、
田
阪
を
始
め
多
く
の

先
人
が
造
り
上
げ
、
後
世
に
託
し
た
こ
の
杜
が
橿
原
の
郷
土
の
森
で
あ
り
続
け
ら
れ
る
よ

う
維
持
管
理
に
努
め
て
参
り
た
い
。

重要文化財 旧織田屋形

写真④  現在の参道。見返すと植樹島に
より境外が見えない。また手前に
は傾斜路が確認できる。




