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近
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表参道入り口に誕生した「Cafe 橿乃杜」

御

挨

拶

暖
か
な
春
を
迎
え
、
境
内
の
桜
は
今
年
も
ま
た
新
し
い
花
を
開

か
せ
よ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。
令
和
元
年
年
末
に
発
生
し
た
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
は
、
感
染
拡
大
の
波
が
繰
り
返
さ
れ
未
だ

に
私
達
の
生
活
に
影
響
を
与
え
続
け
て
お
り
ま
す
。
橿
原
神
宮
で

も
感
染
拡
大
当
初
は
皆
様
に
祭
典
へ
の
御
参
列
を
御
遠
慮
し
て
い

た
だ
く
こ
と
や
、
様
々
な
行
事
の
中
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
感
染
症
対
策
を
施
し
な
が
ら
で
は
あ
り
ま
す
が
、
元
の
日

常
が
徐
々
に
取
り
戻
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

昨
年
は
、
全
て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
祭
典
で
多
く
の
皆
様
を
お

招
き
し
て
斎
行
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
こ
と
、
こ
こ
に
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。
ま
た
、
祭
典
以
外
で
も
徐
々
に
元
の
風
景
を
取
り
戻

し
つ
つ
あ
り
、
七
月
三
十
一
日
か
ら
八
月
四
日
迄
は
三
年
振
り
に

「
橿
原
神
宮
林
間
学
園
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
例
年
と
は
異
な

り
、
午
前
中
の
み
と
大
変
短
い
時
間
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
参
加

さ
れ
た
児
童
の
皆
さ
ん
の
生
き
生
き
と
し
た
笑
顔
が
境
内
に
広

が
っ
て
お
り
ま
し
た
。
林
間
学
園
で
は
講
師
の
先
生
方
を
は
じ
め
、

大
阪
芸
術
大
学
様
や
奈
良
県
文
化
財
保
存
事
務
所
様
に
御
協
力
い

た
だ
き
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
特
に
大
阪
芸
術
大
学
様

に
は
総
合
学
習
で
境
内
に
生
育
し
て
い
る
竹
を
用
い
た
楽
器
づ
く

り
を
お
願
い
し
、
ま
た
奈
良
県
文
化
財
保
存
事
務
所
様
に
は
歴
史

教
室
参
加
の
児
童
に
現
在
、
解
体
修
理
工
事
中
の
文
華
殿
の
見
学

説
明
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ど
ち
ら
も
橿
原
神
宮
の
林
間
学

園
で
し
か
体
験
で
き
な
い
素
晴
ら
し
い
授
業
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と

が
で
き
、
参
加
児
童
の
皆
さ
ん
の
貴
重
な
夏
休
み
の
思
い
出
の
一

ペ
ー
ジ
と
な
っ
た
こ
と
か
と
存
じ
ま
す
。

そ
し
て
、
『
か
し
は
ら
』
第
一
八
一
号
で
も
お
伝
え
し
ま
し
た

通
り
、
昨
年
は
四
月
二
日
・
三
日
の
「
御
鎮
座
記
念
祭
」
・
「
神
武

天
皇
祭
」
に
併
せ
て
奉
祝
行
事
で
あ
る
「
春
の
出
会
い
神
武
さ

ん
」
を
、
六
月
九
日
に
は
「
皇
き
さ
い
の
み
や
け
ん
じ
ょ
う
ゆ
り
さ
い

后
献
上
佐
韋
祭
」
を
は
じ
め
て
斎
行

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
更
に
七
月
に
は
御
参
拝
の
皆
様
が

御
休
憩
で
き
る
よ
う
に
境
内
に
喫
茶
ス
ペ
ー
ス
で
あ
る
「
Ｃ
ａ
ｆ
é

橿か
し
の
も
り

乃
杜
」
が
誕
生
し
、
十
月
十
二
日
に
は
裏
千
家
の
坐
忘
斎
家
元

千
宗
室
様
奉
仕
の
元
で
三
十
二
年
振
り
と
な
る
「
献
茶
祭
」
を

斎
行
す
る
な
ど
様
々
な
こ
と
に
挑
戦
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
本
年

も
四
月
二
日
・
三
日
に
は
奉
祝
行
事
「
春
の
出
会
い
神
武
さ
ん
」

を
開
催
い
た
し
ま
す
の
で
、
御
参
拝
・
御
参
列
の
折
り
に
は
是
非

皆
様
で
お
楽
し
み
い
た
だ
け
れ
ば
幸
甚
に
存
じ
ま
す
。

移
り
変
わ
り
も
激
し
く
、
ま
だ
ま
だ
先
の
見
え
な
い
世
の
中
で

は
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
も
新
し
く
も
変
わ
ら
な
い
橿
原
神
宮

で
あ
り
続
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。
皆
様
の
日
常
が
明
る
く
穏
や
か

で
あ
る
こ
と
を
心
よ
り
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

橿
原
神
宮
宮
司

久
保
田
昌
孝
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平
居　

宏
朗

『
払

ふ
っ
ぎ
ょ
う
ゆ
う
こ
う

暁
雄
誥 
〜
あ
か
つ
き
の
歌
』
の
作
詞
を
依

頼
さ
れ
た
の
は
、
二
〇
二
〇
年
十
月
十
日
の
こ
と
で

し
た
。

同
日
、
伊
勢
神
宮
に
て
催
さ
れ
る
「
陸
上
自
衛
隊

中
部
方
面
音
楽
隊　

奉
納
コ
ン
サ
ー
ト
」
に
て
、
私

が
作
詞
し
た
歌
曲
『
天
の
岩
戸
』
を
音
楽
隊
所
属
の

ソ
プ
ラ
ノ
歌
手
で
あ
る
鶫

つ
ぐ
み

真
衣
さ
ん
が
歌
っ
て
く
だ

さ
る
と
い
う
こ
と
で
、
神
宮
に
伺
っ
た
所
、
当
時
、

同
音
楽
隊
の
隊
長
で
あ
っ
た
柴
田
昌
宜
さ
ん
を
ご
紹

介
頂
い
た
こ
と
が
契
機
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
際
、

柴
田
隊
長
よ
り
、
神
武
天
皇
を
題
材
に
し
た
作
品
の

構
想
が
あ
り
、
作
曲
家
は
決
ま
っ
た
が
、
作
詞
家
が

ま
だ
決
ま
っ
て
い
な
い
と
い
う
お
話
を
お
聞
き
し
ま

し
た
。
過
去
に
神
武
東
征
を
題
材
に
し
た
作
品
と
し

て
、
作
曲
が
信
時
潔
、
作
詞
に
北
原
白
秋
の
傑
作

『
海
道
東
征
』
が
あ
る
こ
と
も
知
り
、
ま
さ
か
自
分

が
神
武
東
征
の
歌
詞
を
書
く
と
は
思
い
も
よ
ら
な

か
っ
た
の
で
す
が
、
日
本
神
話
や
古
事
記
が
好
き
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
初
対
面
で
あ
る
に
も
関
わ
ら

ず
、
柴
田
隊
長
と
は
神
武
東
征
に
関
し
て
の
話
題
で

盛
り
上
が
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
以
前
よ
り
、
神

武
東
征
に
関
す
る
書
物
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
収
集 

し
て
い
た
私
で
す
が
、
中
で
も
、『
初
國
』
と
題
さ
れ
た 

神
武
東
征
を
詠
ん
だ
長
歌
に
特
に
感
銘
を
受
け
て
い

た
こ
と
か
ら
、
そ
の
和
歌
を
柴
田
隊
長
に
向
か
っ

て
、
諳
ん
じ
た
所
、
大
い
に
感
じ
い
っ
て
下
さ
り
、

作
詞
依
頼
の
運
び
と
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
過
去
に
は
北
原
白
秋
、
そ
し

て
、
私
が
最
も
尊
敬
し
、
敬
愛
す
る
『
初
國
』
を
詠

ん
だ
歌
人
、
執し

ぎ
ょ
う行
草そ

う
し
ゅ
う舟
氏
の
両
作
品
を
前
に
、
依

頼
さ
れ
た
歓
び
と
共
に
途
方
に
暮
れ
た
の
も
事
実
で

し
た
。
普
段
は
一
会
社
員
と
し
て
働
く
私
の
作
詞
家

と
し
て
の
実
績
は
皆
無
に
等
し
く
、
二
十
代
の
時

分
、
執
行
草
舟
氏
の
詠
ん
だ
和
歌
に
衝
撃
を
受
け
、

爾
来
、
自
分
で
も
和
歌
を
た
し
な
む
も
の
の
、
誰
か

に
師
事
し
た
こ
と
も
な
く
、
全
て
我
流
の
も
の
で
し

た
。
何
ら
実
績
の
な
い
私
に
作
詞
を
依
頼
し
て
く
だ

さ
っ
た
柴
田
隊
長
の
期
待
に
応
え
る
べ
く
、
出
来
る

こ
と
と
い
え
ば
、
今
一
度
、
神
武
東
征
を
扱
っ
た
書

物
、
文
献
に
あ
た
る
こ
と
と
自
分
が
最
も
衝
撃
を
受

け
た
和
歌
で
あ
る
『
初
國
』
を
ひ
た
す
ら
毎
日
、
朗

誦
し
、
神
武
東
征
の
時
代
に
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
で

し
た
。

そ
し
て
、
作
詞
依
頼
よ
り
一
年
が
過
ぎ
、
柴
田
隊

長
と
の
何
度
か
の
や
り
取
り
を
経
て
、
完
成
し
た
の

が
『
払
暁
雄
誥 

〜
あ
か
つ
き
の
歌
』
で
し
た
。

「
払
暁
雄
誥
」
と
は
夜
明
け
を
告
げ
る
雄
叫
び
の
意

で
あ
り
、
日
本
の
夜
明
け
と
も
い
え
る
神
武
東
征
に

参
集
し
た
者
た
ち
の
心
意
気
を
詩
に
込
め
ま
し
た
。

神
武
天
皇
の
御
心
を
歌
詞
と
す
る
こ
と
は
畏
れ
多
く

も
あ
り
、
断
念
し
ま
し
た
が
、
東
征
に
馳
せ
参
じ
た

我
々
祖
先
の
思
い
を
今
に
伝
え
る
こ
と
は
で
き
る
の

で
は
な
い
か
と
、
従
軍
し
、
戦
に
臨
む
兵
の
思
い
に

自
身
を
重
ね
、
書
き
上
げ
た
次
第
で
す
。

ま
た
、
伊
勢
の
地
で
の
出
会
い
が
、
こ
の
歌
詞
を

生
む
き
っ
か
け
と
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
天
照
大
御

神
の
存
在
も
「
天
地
に
あ
ま
ね
く
満
て
り
皇
神
の
大

御
心
」
と
詩
中
に
表
現
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

現
代
に
お
い
て
、
伝
説
や
神
話
が
史
実
で
あ
っ
た

か
ど
う
か
、
問
わ
れ
る
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
す
が
、

古
代
よ
り
今
に
至
る
ま
で
語
り
継
が
れ
、
伝
承
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
何
よ
り
も
重
要
な
こ
と
で
あ

る
と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
果
た
し
て
必
要
性
が

な
く
、
意
味
の
な
い
物
語
や
逸
話
が
数
百
年
、
数
千

年
を
経
て
人
々
の
間
に
残
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。
何

か
し
ら
の
意
義
や
意
味
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
永
い
時

の
淘
汰
を
経
て
も
な
お
、
多
く
人
の
心
を
う
つ
普
遍

的
価
値
を
神
話
や
伝
説
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
有
し
て

い
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

神
縁
に
導
か
れ
て
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し
た
が
っ
て
、
神
話
や
伝
説
上
の
人
物
達
は
そ
の

逸
話
が
現
存
し
て
い
る
時
点
で
、
現
代
に
お
い
て
も

な
お
、
読
む
人
、
知
る
人
の
中
で
そ
の
存
在
は
生
き

て
い
る
の
で
す
。
よ
っ
て
、
自
分
は
史
実
で
あ
っ
た

か
、
事
実
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
そ
れ
よ
り
も
、
そ

の
伝
承
を
知
り
、
そ
の
精
神
に
触
れ
た
も
の
が
ど
の

様
に
生
き
て
ゆ
く
の
か
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
思
い

を
現
代
に
お
い
て
も
大
切
に
守
っ
て
ゆ
こ
う
と
い
う

意
思
を
込
め
、
『
払
暁
雄
誥 

〜
あ
か
つ
き
の
歌
』

を
記
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
思
い
は
、
鈴
木
英

史
先
生
の
作
曲
、
鶫
真
衣
さ
ん
の
歌
、
柴
田
隊
長
の

指
揮
、
自
衛
隊
音
楽
隊
の
皆
様
の
演
奏
に
よ
り
、
具

現
化
し
て
頂
く
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
我
ら
祖
霊
の

雄
叫
び
が
歌
と
な
っ
て
甦
り
、
そ
の
響
き
は
私
の
想

像
す
る
以
上
の
も
の
で
し
た
。

な
お
、
作
詞
構
想
中
に
、
度
々
、
足
を
運
ん
だ
最

寄
り
の
神
社
が
、
渋
谷
区
代
々
木
に
鎮
座
す
る
明
治

神
宮
で
し
た
。
明
治
神
宮
の
御
祭
神
で
あ
る
明
治
天

皇
が
、
神
武
天
皇
を
祭
ら
れ
る
橿
原
神
宮
の
創
建
に

篤
く
関
わ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
、
先
日
、
橿
原
神
宮

の
久
保
田
宮
司
よ
り
伺
い
、
改
め
て
神
縁
を
感
じ
ず

に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
伊
勢
の
地
よ
り
導
か

れ
、
明
治
帝
の
も
と
で
温
め
、
産
ま
れ
た
歌
詞
の 

い
わ
れ
を
こ
う
し
て
橿
原
神
宮
の
社
報
に
記
す
こ
と

の
不
思
議
さ
と
有
難
さ
を
現
在
、
か
み
締
め
て
お
り

ま
す
。

国
内
、
国
外
共
に
、
混
迷
を
極
め
る
昨
今
で
す

が
、
『
払
暁
雄
誥 

〜
あ
か
つ
き
の
歌
』
の
歌
詞
の

最
後
に
記
し
た
「
ま
ほ
ろ
ば
の
國
」
と
は
神
武
天

皇
、
そ
し
て
、
天
照
大
御
神
が
慈
し
ん
だ
我
が
国
の

理
想
の
姿
で
す
。
ま
た
、
詩
中
に
記
し
た
「
闇
夜
に

棲
ま
う
醜
ど
も
」
と
は
東
征
を
妨
げ
る
敵
の
姿
だ
け

で
な
く
、
我
々
の
心
に
巣
食
う
暗
部
と
い
っ
て
よ
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
神
武
東
征
の
気
概
を
呼
び
起
こ

し
、
日
に
向
か
い
、
ま
ほ
ろ
ば
へ
の
道
を
歩
ん
で
ゆ

く
と
い
う
現
代
に
生
き
る
我
々
を
歌
っ
た
詩
で
も
あ

る
の
で
す
。

歌
に
込
め
た
想
い
は
尽
き
ま
せ
ん
が
、
こ
う
し
て

橿
原
神
宮
の
社
報
に
寄
稿
で
き
る
こ
と
と
素
晴
ら
し

い
曲
と
演
奏
に
仕
上
げ
て
頂
い
た
関
係
者
の
皆
様
、

そ
し
て
、
多
大
な
る
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
授
け

て
下
さ
っ
た
『
初
國
』
の
詠
者
、
執
行
草
舟
氏
へ
の

謝
意
と
共
に
本
稿
の
筆
を
置
か
せ
て
頂
き
ま
す
。

も
の
の
ふ
の

た
け
き
こ
こ
ろ
を
な
ぐ
さ
む
る

う
た
は
あ
か
つ
き

ひ
び
き
て
ら
せ
よ

「
払ふ

っ
ぎ
ょ
う
ゆ
う
こ
う

暁
雄
誥
〜
あ
か
つ
き
の
歌う

た

」 

作
詞
平
居
宏
朗

暁あ
か
つ
き

払は
ら

う 

雄お
た
け叫
び
よ

闇や
み
よ夜
に
棲す

ま
う 

醜し
こ

ど
も
を

撃う

ち
て
し
止や

ま
ぬ 

も
の
の
ふ
の

猛た
け

る
命

い
の
ち
の 

轟と
ど
ろか
せ

日ひ
つ
ぎ嗣
の
御み

よ世
を
打う

ち
立た

て
ん

天あ
ま
つ
ち地
に 

あ
ま
ね
く
満み

て
り 

皇す
め
が
み神
の 

大お
お
み
こ
こ
ろ

御
心
を 

魂た
ま

に
受う

け

大や
ま
と和
の
國く

に

を 

慈い
つ
くし
む 

神か
む
や
ま
と
い
わ
れ
び
こ
の
み
こ
と

日
本
磐
余
彦
尊 

立た

ち 

継つ

ぎ
し
日ひ

む
か向
の 

弥い
や
さ
か栄
を

千ち

よ代
に
八や

ち

よ
千
代
に 

言こ
と
ほ祝
ぎ
て

永と

わ遠
に
伝つ
た

え
ん 

暁
あ
か
つ
きの

歌う
た

よ
照て

ら
せ
よ 

ま
ほ
ろ
ば
の
國く

に

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル　

平
居
宏
朗（
ひ
ら
い
ひ
ろ
あ
き
） 

昭
和
五
十
一
年
埼
玉
県
に
生
ま
れ
る
。
日
本
大
学
芸
術
学

部
中
退
。作
詞
家
。
歌
人
。

詩
作
を
中
心
に
音
楽
、
映
像
、
脚
本
等
の
創
作
活
動
に
携

わ
る
。

著
述
家
、
歌
人
で
あ
る
執
行
草
舟
氏
の
和
歌
に
出
会
い
、

作
歌
を
始
め
る
。

こ
れ
ま
で
、
小
池
一
夫
、
上
田
き
ょ
う
や
、
松
永
暢
史
に
師

事
し
、
作
品
作
り
を
行
う
一
方
、
古
事
記
、万
葉
集
を
は
じ
め

と
す
る
日
本
の
古
典
文
学
を
こ
ど
も
た
ち
に
指
導
す
る
素

読
・
音
読
教
育
家
と
し
て
も
活
動
。



4

日
本
を
守
る

 

株
式
会
社
Ⅰ
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Ｏ
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社
長　

髙
橋　

迪

一　

今
そ
こ
に
あ
る
危
機

第
二
次
世
界
大
戦
後
に
平
和
構
築
シ
ス
テ
ム
と
し

て
作
成
さ
れ
た
国
際
連
合
憲
章
が
重
大
な
危
機
を
迎

え
て
い
ま
す
。

令
和
四
年
二
月
二
十
四
日
に
ロ
シ
ア
軍
が
ウ
ク
ラ

イ
ナ
に
侵
攻
し
ま
し
た
。
国
連
憲
章
で
は
他
国
へ
の

軍
事
侵
攻
は
重
大
な
違
反
で
す
。
国
連
安
全
保
障
理

事
会
に
よ
る
ロ
シ
ア
の
軍
事
侵
攻
非
難
決
議
は
、
ロ

シ
ア
の
拒
否
権
発
動
で
葬
ら
れ
、
国
連
の
安
全
保
障

機
能
が
機
能
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

我
が
国
で
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
昭
和
二
十
三
年

に
国
連
憲
章
を
踏
ま
え
て
発
足
し
た
海
上
保
安
庁

は
、
現
在
、
沖
縄
県
の
尖
閣
諸
島
海
域
で
無
法
な
中

国
の
警
備
船
に
対
す
る
領
海
警
備
に
当
た
っ
て
い
ま

す
。
平
和
な
時
代
に
生
ま
れ
た
組
織
と
し
て
大
き
な

時
代
の
転
換
点
に
立
っ
て
い
ま
す
。

国
連
憲
章
は
第
二
次
世
界
大
戦
の
勝
利
国
で
あ
る

米
国
、
英
国
、
仏
国
、
ソ
連
、
中
国
の
五
か
国
を
安

全
保
障
理
事
会
の
常
任
理
事
国
と
し
て
い
ま
す
。
成

立
当
時
の
ソ
連
代
表
は
ス
タ
ー
リ
ン
で
し
た
が
、
そ

の
後
四
十
五
年
間
の
米
ソ
冷
戦
時
代
を
経
て
ゴ
ル
バ

チ
ョ
フ
の
時
代
に
ソ
連
邦
が
解
体
さ
れ
ま
し
た
。
ロ

シ
ア
連
邦
と
し
て
、
現
在
の
プ
ー
チ
ン
政
権
と
な

り
、
常
任
理
事
国
と
し
て
国
連
憲
章
違
反
を
犯
し
ま

し
た
。

常
任
理
事
国
の
一
角
を
占
め
た
中
国
代
表
の
蒋
介

石
は
昭
和
二
十
四
年
に
共
産
党
と
の
内
戦
に
敗
れ
、

台
湾
に
逃
れ
て
国
民
党
政
府
と
し
て
政
権
を
維
持
し

ま
し
た
。
昭
和
四
十
六
年
に
国
連
代
表
は
中
華
人
民

共
和
国
に
変
更
さ
れ
ま
す
。
習
近
平
主
席
に
代
表
さ

れ
る
中
国
は
、
平
成
二
十
年
以
降
、
南
シ
ナ
海
の
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ベ
ト
ナ
ム
海
域
に
お
い
て
国
連
海
洋

法
条
約
に
違
反
す
る
形
で
、
珊
瑚
礁
を
埋
め
立
て
、

軍
事
基
地
を
建
設
し
、
軍
事
力
強
化
を
図
り
、
既
成

事
実
化
し
て
い
ま
す
。
尖
閣
諸
島
海
域
で
も
無
法
行

為
を
続
け
て
い
ま
す
。

日
本
の
隣
国
で
あ
る
ロ
シ
ア
と
中
国
、
北
朝
鮮
は

核
兵
器
を
保
有
す
る
軍
事
国
家
で
す
。
そ
の
三
か
国

が
こ
の
十
年
間
の
間
に
近
隣
諸
国
に
対
し
て
軍
事
威

嚇
を
繰
り
返
し
国
連
憲
章
違
反
を
す
る
状
況
は
、
今

そ
こ
に
あ
る
危
機
と
い
え
ま
す
。

二　

近
代
国
家
の
海
上
保
安
体
制

我
が
国
の
近
代
体
制
構
築
は
、
明
治
維
新
に
始
ま

り
ま
す
。
幕
府
、
藩
の
体
制
か
ら
明
治
天
皇
親
政
に

よ
る
体
制
に
変
化
し
て
、
欧
米
諸
国
の
政
治
・
経

済
・
軍
事
体
制
に
追
い
つ
く
べ
く
近
代
化
を
推
進
、

富
国
強
兵
政
策
を
と
り
ま
し
た
。

当
時
の
世
界
は
、
弱
肉
強
食
の
時
代
で
、
明
治
直

前
に
は
ア
ヘ
ン
戦
争
に
よ
り
大
国
の
中
国
が
英
国
に

敗
れ
、
領
土
の
香
港
を
占
領
さ
れ
、
更
に
欧
米
諸
国

が
中
国
で
の
権
益
確
保
に
躍
起
の
時
代
で
し
た
。
明

治
新
政
府
は
、
明
治
九
年
小
笠
原
諸
島
を
日
本
の
領

土
と
確
定
し
、
明
治
十
二
年
琉
球
王
国
を
沖
縄
県
と

し
て
日
本
政
府
の
範
囲
に
収
め
、
明
治
二
十
八
年
に

は
尖
閣
諸
島
を
沖
縄
県
の
土
地
と
し
て
編
入
し
て
い

ま
す
。
明
治
三
十
五
年
に
は
米
西
戦
争
の
結
果
と
し

て
米
国
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
自
治
領
に
す
る
と
い
う
時

代
で
し
た
。

近
代
国
家
と
し
て
欧
米
諸
国
か
ら
の
植
民
地
化
を

さ
け
る
国
防
の
た
め
の
海
軍
力
確
立
は
急
務
で
し

た
。
外
国
の
海
軍
力
と
戦
う
海
軍
の
建
設
に
は
莫
大

な
予
算
が
必
要
で
し
た
。

経
済
力
を
増
強
す
る
た
め
に
日
本
政
府
は
、
貿
易

に
よ
る
国
力
の
強
化
を
図
り
ま
す
。
外
国
政
府
も
日

本
と
の
海
上
貿
易
で
利
益
を
得
よ
う
と
、
日
本
と
の

間
に
和
親
条
約
を
結
び
、
商
船
の
た
め
に
、
安
全
な

港
の
築
造
と
水
路
の
確
保
、
灯
台
の
建
設
、
関
税
制

度
な
ど
を
求
め
て
き
ま
し
た
。

外
洋
に
お
け
る
国
家
権
力
、
日
本
の
統
治
力
と
し

て
、
帝
国
海
軍
は
、
船
舶
の
海
難
救
助
や
海
上
交
通

安
全
の
た
め
の
海
図
の
印
刷
、
安
全
な
航
路
の
建
設

な
ど
海
上
保
安
活
動
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
外
洋
の

漁
業
紛
争
の
場
合
に
は
海
軍
の
軍
艦
が
出
動
し
て
日

本
漁
船
を
保
護
す
る
活
動
も
行
っ
て
い
ま
し
た
。

日
本
海
軍
が
模
範
と
し
た
の
は
英
国
海
軍
で
し

た
。
米
国
で
は
、
灯
台
の
管
理
や
海
難
救
助
、
密
輸
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船
の
監
視
業
務
は
沿
岸
警
備
隊
の
仕
事
と
し
て
海
軍

と
は
区
別
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
昭
和
二
十
年
に
帝
国
海
軍

は
解
体
さ
れ
、
海
上
治
安
の
力
の
空
白
が
生
じ
、
海

上
は
無
法
地
帯
と
な
り
ま
す
。
国
連
の
占
領
軍
政
策

に
よ
り
、
米
国
沿
岸
警
備
隊
を
模
し
た
組
織
創
設
が

指
示
さ
れ
、
昭
和
二
十
三
年
に
国
連
憲
章
に
沿
っ
た

形
で
海
上
保
安
庁
が
発
足
、
戦
後
の
七
十
四
年
間
海

上
保
安
体
制
と
し
て
活
動
し
て
き
ま
し
た
。

三　

海
上
保
安
庁
と
海
上
自
衛
隊

昭
和
二
十
年
以
後
の
世
界
は
国
連
憲
章
の
枠
組
み

の
下
で
、
戦
争
は
慎
む
と
い
う
平
和
の
時
代
に
海
上

保
安
庁
は
、
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

米
ソ
冷
戦
が
始
ま
り
、
独
立
直
後
に
国
連
憲
章
と

日
米
安
全
保
障
条
約
の
枠
組
み
の
中
で
海
上
自
衛
隊

は
創
設
さ
れ
ま
す
。

世
界
平
和
を
目
指
し
た
わ
ず
か
数
年
後
の
昭
和

二
十
四
年
に
、
中
国
本
土
で
は
ソ
連
の
支
援
を
受
け

た
共
産
党
政
権
が
生
ま
れ
、
国
民
党
政
府
は
台
湾
に

逃
れ
て
政
権
を
確
立
し
、
直
後
の
昭
和
二
十
五
年
、

二
十
六
年
と
朝
鮮
戦
争
が
起
き
ま
す
。
ソ
連
、
中
国

の
共
産
党
の
支
援
を
受
け
た
北
朝
鮮
は
南
に
軍
事
侵

攻
し
、
米
国
、
国
連
の
支
援
を
受
け
た
韓
国
と
の
戦

争
が
起
き
、
休
戦
し
ま
す
。
米
ソ
冷
戦
が
始
ま
り
、

日
本
は
米
国
と
の
協
力
関
係
を
選
択
し
て
、
日
米
安

全
保
障
条
約
の
枠
組
み
の
中
で
、
昭
和
二
十
七
年
軍

隊
と
い
わ
な
い
海
上
自
衛
隊
の
名
称
で
防
衛
力
強
化

を
進
め
ま
し
た
。

昭
和
三
十
年
代
に
、
国
民
の
間
の
反
戦
意
識
が
強

い
社
会
の
中
で
、
平
和
的
な
国
際
南
極
観
測
へ
海
上

自
衛
隊
の
南
極
観
測
船
支
援
な
ど
地
道
な
活
動
を
続

け
ま
す
。

海
上
保
安
庁
は
、
日
本
経
済
の
成
長
に
伴
い
、
国

際
貿
易
の
増
加
、
産
業
強
化
と
共
に
造
船
業
の
発

展
、
海
運
業
の
発
展
、
海
上
交
通
量
の
大
幅
な
増

大
、
巨
大
な
海
難
事
故
の
発
生
に
対
応
し
て
、
海
上

交
通
安
全
法
の
創
設
や
、
海
難
救
助
体
制
の
強
化
、

捜
索
救
助
条
約
加
入
な
ど
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

昭
和
四
十
年
代
後
半
に
日
中
国
交
回
復
と
同
じ
頃

に
中
国
は
、
尖
閣
諸
島
を
自
国
の
領
有
で
あ
る
と
の

主
張
を
始
め
ま
し
た
。
海
上
保
安
庁
は
、
以
来
五
十

年
、
中
国
政
府
の
詭
弁
や
欺
瞞
に
よ
る
様
々
な
尖
閣

諸
島
の
領
海
侵
入
活
動
に
対
抗
し
、
有
効
支
配
を
維

持
し
て
き
ま
し
た
。

平
成
の
時
代
に
は
、
海
上
保
安
庁
は
東
南
ア
ジ

ア
、
中
東
、
ア
フ
リ
カ
な
ど
の
独
立
新
興
国
に
対
す

る
技
術
協
力
支
援
、
更
に
世
界
の
海
上
保
安
機
関
の

意
思
疎
通
を
図
る
国
際
会
議
の
開
催
な
ど
平
和
な
海

の
構
築
に
地
道
な
努
力
を
続
け
ま
し
た
。

一
方
、
海
上
自
衛
隊
は
日
米
安
全
保
障
条
約
の
枠

組
み
の
中
で
、
反
戦
、
平
和
意
識
の
強
く
残
る
日
本

社
会
で
、
幸
い
、
我
が
国
に
武
力
侵
攻
す
る
国
は
な

く
、
本
来
任
務
を
実
施
す
る
た
め
の
装
備
の
充
実
と

訓
練
と
米
軍
と
の
協
力
強
化
を
す
す
め
ま
し
た
。

尖
閣
問
題
、
台
湾
問
題
に
つ
い
て
は
、
中
国
が
核

心
的
利
益
と
し
て
武
力
の
使
用
に
も
言
及
し
て
い
ま

す
。
台
湾
攻
撃
の
場
合
は
、
米
国
が
対
応
す
る
と
の

話
も
あ
り
、
中
国
か
ら
の
沖
縄
の
米
軍
基
地
攻
撃
が

あ
れ
ば
、
日
本
本
土
へ
の
武
力
攻
撃
と
な
り
、
海
上

自
衛
隊
の
防
衛
出
動
の
仕
組
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。

自
衛
隊
に
は
、
海
上
自
衛
隊
の
ほ
か
陸
上
自
衛
隊

と
航
空
自
衛
隊
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
侵
略
に
対
応
す

る
戦
力
の
保
持
と
抑
止
力
が
役
割
で
す
。
ま
た
災
害

の
多
い
日
本
で
は
災
害
支
援
も
大
き
な
役
割
で
す
。

米
ソ
冷
戦
時
代
は
北
海
道
方
面
へ
の
兵
力
の
展
開
が

厚
か
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

最
近
の
朝
鮮
半
島
、
台
湾
海
峡
で
の
日
本
と
米
国

へ
の
脅
威
は
、
中
国
の
軍
事
力
増
強
に
よ
る
も
の
で

す
。
日
本
の
大
き
な
課
題
は
、
中
国
に
よ
る
国
際
社

会
の
平
和
的
枠
組
み
へ
の
挑
戦
へ
の
対
応
で
す
。

四　

日
本
を
守
る
た
め
に
、
国
防
意
識
の
強
化

ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
武
力
侵
攻
の
教
訓
の
一
つ
に
、

プ
ー
チ
ン
や
習
近
平
の
武
力
侵
攻
の
原
因
と
し
て
、

自
国
が
大
国
で
あ
っ
た
当
時
へ
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
と

恥
辱
の
復
讐
と
い
う
点
が
読
み
取
れ
ま
す
。
第
一
次

大
戦
後
の
ド
イ
ツ
の
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
と
の
共
通
点
で
す
。

軍
事
侵
攻
を
受
け
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
国
民
が
示
し

た
こ
と
は
、
ロ
シ
ア
軍
に
よ
る
破
壊
や
暴
力
活
動
に

対
す
る
専
守
防
衛
体
制
の
中
で
、
強
い
国
土
防
衛
意
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識
で
す
。
家
族
を
国
外
に
避
難
さ
せ
た
後
、
戦
う
た

め
に
国
境
か
ら
戦
場
に
戻
る
国
民
の
姿
で
し
た
。
家

族
を
守
る
た
め
に
国
を
守
る
と
い
う
国
防
意
識
で
す
。

ロ
シ
ア
に
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
が
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
や
Ｅ
Ｕ
に

接
近
す
る
こ
と
へ
の
危
惧
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
ま

す
。
中
国
に
は
、
民
主
、
自
由
主
義
の
日
本
や
台
湾

が
米
国
と
同
調
し
て
成
功
し
、
日
本
国
民
の
尖
閣
防

衛
意
識
の
強
化
や
台
湾
人
の
独
立
志
向
へ
の
危
惧
が

あ
り
ま
す
。

プ
ー
チ
ン
が
ロ
シ
ア
人
の
人
権
保
護
の
た
め
に
ウ

ク
ラ
イ
ナ
に
侵
攻
し
た
と
の
詭
弁
は
、
中
国
の
習
近

平
が
台
湾
の
民
衆
を
保
護
す
る
た
め
に
と
称
し
、
尖

閣
諸
島
問
題
で
は
領
土
を
奪
還
す
る
な
ど
の
詭
弁
と

類
似
し
て
い
ま
す
。

中
国
の
鄧
小
平
か
ら
習
近
平
に
至
る
共
産
党
政
権

は
、
尖
閣
諸
島
の
地
下
に
眠
る
石
油
資
源
の
調
査
結

果
に
目
が
く
ら
み
、
百
三
十
五
年
前
か
ら
歴
史
的
に

も
、
法
律
的
に
も
日
本
の
領
土
で
あ
り
、
日
本
人
の

居
住
実
績
の
あ
る
尖
閣
諸
島
に
つ
い
て
、
三
十
年
前

に
中
国
に
属
す
る
と
の
法
を
制
定
し
て
詭
弁
を
言
い

募
り
ま
す
。

日
本
政
府
は
尖
閣
諸
島
に
領
土
問
題
は
無
い
と
の

立
場
で
す
。
中
国
政
権
は
五
十
年
間
か
け
て
も
、
海

上
保
安
庁
に
よ
り
有
効
支
配
し
て
い
る
尖
閣
諸
島
を

領
土
問
題
化
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
次
の
中
国
の
打

つ
手
は
、
何
ら
か
の
武
力
衝
突
を
起
こ
し
、
日
本
か

ら
の
武
力
攻
撃
が
あ
っ
た
と
詭
弁
を
使
い
、
尖
閣
に

武
力
侵
攻
す
る
口
実
を
捏
造
し
、
領
土
問
題
で
あ
る

と
主
張
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

中
国
が
尖
閣
に
武
力
侵
攻
す
る
と
、
日
本
は
海
上

保
安
庁
の
法
令
励
行
活
動
か
ら
海
上
自
衛
隊
、
陸
上

自
衛
隊
、
航
空
自
衛
隊
の
防
衛
出
動
に
移
行
し
ま

す
。
習
近
平
は
プ
ー
チ
ン
と
同
様
、
武
力
侵
攻
を
欺

瞞
と
詭
弁
を
使
い
、
南
シ
ナ
海
で
の
成
功
体
験
と
同

じ
く
中
国
人
の
利
益
の
た
め
、
中
国
人
の
権
利
を
取

り
返
す
た
め
と
の
詭
弁
を
使
う
と
予
測
さ
れ
ま
す
。

台
湾
へ
の
武
力
侵
攻
の
場
合
、
沖
縄
米
軍
基
地
か

ら
の
反
撃
に
対
抗
し
、
中
国
に
よ
る
米
軍
基
地
攻
撃

が
予
測
さ
れ
、
そ
れ
は
日
本
へ
の
武
力
攻
撃
を
意
味

す
る
の
で
、
我
が
国
は
、
直
ち
に
防
衛
出
動
と
な
り

ま
す
。
中
国
の
武
力
侵
攻
を
抑
止
し
、
万
一
の
武
力

侵
攻
に
は
相
手
に
壊
滅
的
な
反
撃
を
行
う
必
要
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
日
本
国
民
が
政
府
の
方

針
を
理
解
し
て
自
衛
隊
の
防
衛
力
、
反
撃
力
を
支
援

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

現
在
私
の
会
社
で
は
、
国
民
の
意
識
を
高
め
て
頂

く
た
め
、
「
尖
閣
問
題
の
現
状
と
展
望
」
を
令
和
三

年
に
出
版
し
、
広
く
国
民
の
皆
様
に
読
ん
で
頂
く
努

力
を
続
け
て
い
ま
す
。

「
か
し
は
ら
」
読
者
の
方
に
も
是
非
こ
の
本
を
手

に
取
っ
て
、
中
国
詭
弁
の
見
破
り
方
、
尖
閣
問
題
の

背
景
、
防
衛
力
増
強
の
必
要
性
の
理
解
を
進
め
て
頂

き
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

本
の
入
手
に
は
、
Ⅰ
Ｍ
Ｏ
Ｓ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

の
申
し
込
み
か
、
電
話
や
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
の
申
し
込

み
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
是
非
ご
利
用
下
さ
い
。

新
書
版
、
定
価
七
百
九
十
二
円
、
著
者　
向
田
昌
幸

 

電　
　
　

話 

０
３-

３
５
９
３-

１
１
１
７　

 
 

フ
ァ
ッ
ク
ス 

０
３-

３
５
９
３-

１
１
１
８

Ｉ
Ｍ
Ｏ
Ｓ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

http:www.im
os.co.jp

プ
ロ
フ
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ー
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髙
橋
迪
（
た
か
は
し
す
す
む
）

・ 

中
学
生
で
海
上
保
安
官
を
志
す
。
都
立
九
段

高
校
卒
。

・ 

昭
和
三
十
七
年
か
ら
海
上
保
安
大
学
校
で
寮

生
活
四
年
半
。
卒
業
後
海
上
保
安
官
。

・ 

秋
田
、
門
司
港
、
呉
で
巡
視
船
勤
務
。
世
界

一
周
経
験
、
救
助
、
取
締
り
な
ど
六
年
間
。

・ 

沖
縄
、
新
潟
、
北
九
州
、
舞
鶴
、
広
島
な
ど

の
管
区
本
部
勤
務
六
年
間
。

・ 

鳥
羽
海
上
保
安
部
長
勤
務
で
は
、
一
年
間
毎

朝
伊
勢
神
宮
に
参
拝
。

・ 

東
京
霞
が
関
の
本
庁
で
、
予
算
、
法
令
、
条

約
等
の
仕
事
を
九
年
間
。

・ 

米
国
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
英
国
で
の
勤
務
六

年
間
。

・ 

海
上
保
安
学
校
校
長
、
海
上
保
安
大
学
校
校

長
で
、
教
育
二
年
間
、
平
成
十
二
年
退
官
。

・ 

現
在
海
事
保
安
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
社 

Ｉ
Ｍ
Ｏ
Ｓ
代
表
取
締
役
社
長
。
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七
　
月

・
一
日 
始
之
月
次
祭

・
一
日 
夏
越
神
楽
祈
祷

・
二
日 
長
山
稲
荷
社
月
次
祭

・
十
一
日 

中
之
月
次
祭

・
二
十
一
日 

後
之
月
次
祭

・
三
十
一
日
〜 

林
間
学
園
（
詳
細
九
頁
）

八
　
月

・
一
日 

始
之
月
次
祭

・
二
日 

長
山
稲
荷
社
月
次
祭

・
〜
四
日 

林
間
学
園

・
十
一
日 

中
之
月
次
祭

・
二
十
一
日 

後
之
月
次
祭

九
　
月

・
一
日 

始
之
月
次
祭

・
二
日 

長
山
稲
荷
社
月
次
祭

・
十
一
日 

中
之
月
次
祭

・
十
七
日
〜 

 

橿
原
神
宮
所
蔵
「
御
陵
五
十
一
基 

絵
図
」
特
別
展
示

 

天
皇
陵
巡
り
の
近
世
・
近
代

・
二
十
一
日 

後
之
月
次
祭

・
二
十
三
日 

秋
季
皇
霊
祭
遙
拝

十
　
月

・
一
日 

始
之
月
次
祭

・
二
日 

長
山
稲
荷
社
月
次
祭

・
三
日 

秋
季
大
祭

・
三
日 

秋
季
献
華
祭

・
三
日
〜
六
日 

 「
第
四
回　

い
け
ば
な
嵯
峨
御
流 

境　

將
甫
社
中　

献
華
展
」

・
十
一
日 

中
之
月
次
祭

・
十
二
日 

裏
千
家
献
茶
祭
（
詳
細
九
頁
）

・
十
七
日 

神
嘗
奉
祝
祭
並
神
嘗
祭
遙
拝

・
二
十
日 

抜
穂
祭

・
二
十
日
〜 

第
三
十
八
回 

橿
原
菊
花
展

・
二
十
一
日 

後
之
月
次
祭

・
二
十
五
日 

軍
艦
瑞
鶴
戦
没
者
並
び
に
物
故
者
慰
霊
祭

・
二
十
九
日 

献
燈
祭

十
一
月

・
一
日 

始
之
月
次
祭

・
二
日 

長
山
稲
荷
社
月
次
祭

・
三
日 

明
治
祭
併
石
洲
流
献
茶
祭

・
五
日
〜
二
十
七
日

 
 

写
真
展
「
橿
原
神
宮 

日
々
の
風
景
」 

開
催

・
十
一
日 

中
之
月
次
祭

・
二
十
一
日 

後
之
月
次
祭

・
二
十
三
日 

新
嘗
祭

・
二
十
三
日 

第
五
十
回 

橿
原
市
農
業
祭

・
〜
二
十
三
日 

第
三
十
八
回 

橿
原
菊
花
展

・
三
十
日 

大
絵
馬
奉
納
奉
告
清
祓

十
二
月

・
一
日 

始
之
月
次
祭

・
二
日 

長
山
稲
荷
社
月
次
祭

・
〜
四
日 

 

橿
原
神
宮
所
蔵 

「
御
陵
五
十
一
基
絵
図
」
特
別
展
示

 

天
皇
陵
巡
り
の
近
世
・
近
代

・
十
一
日 

中
之
月
次
祭

・
二
十
一
日 

後
之
月
次
祭

・
二
十
三
日 

神
御
衣
御
料
奉
納
奉
告
祭

・
二
十
八
日 

煤
払
神
事

・
三
十
一
日 
歳
末
大
祓

・
三
十
一
日 
除
夜
祭

※ 

世
界
情
勢
を
鑑
み
世
界
平
和
祈
願
の
た
め
、
月
三
回
斎
行
さ
れ
る

月
次
祭
の
内
一
回
『
浦
安
の
舞
』
を
奉
奏

令和4年12月31日　大祓 令和4年11月30日　大絵馬奉納奉告清祓 令和4年11月23日　第50回橿原市農業祭

令和4年10月20日　抜穂祭 令和4年10月3日　献華展 毎月1回　月次祭にて『浦安の舞』を奉奏

主
な
祭
典
・
行
事
の
御
報
告
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皇
學
館
大
学
助
教　

長
谷
川　

怜

筆
者
は
こ
の
数
年
来
、
橿
原
神
宮
の
歴
史
的
文
書

の
調
査
や
、
宝
物
館
の
収
蔵
品
整
理
等
を
担
当
さ
せ

て
頂
い
て
い
る
。
い
つ
も
驚
か
さ
れ
る
の
は
、
所
蔵

さ
れ
て
い
る
歴
史
的
資
料
や
美
術
品
の
数
の
多
さ
、

そ
し
て
内
容
・
種
類
の
豊
か
さ
で
あ
る
。
明
治

二
十
三
年
の
創
建
以
来
の
文
書
や
写
真
な
ど
を
廃

棄
・
散
逸
さ
せ
ず
に
保
存
す
る
に
は
強
い
意
志
が
必

要
で
あ
り
、
橿
原
神
宮
に
お
か
れ
て
は
歴
史
を
引
き

継
ぎ
未
来
へ
伝
え
て
い
こ
う
と
い
う
ゆ
る
ぎ
な
い
姿

勢
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
宝
物
館
に
は
明

治
か
ら
令
和
に
か
け
て
の
様
々
な
奉
納
品
が
収
蔵
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
創
建
以
来

一
三
〇
年
以
上
に
わ
た
り
多
く
の
崇
敬
者
が
存
在
し

続
け
る
こ
と
の
証
で
あ
る
。

令
和
四
年
九
月
十
七
日
か
ら
十
二
月
四
日
に
か
け

て
、
宝
物
館
で
開
催
し
た
企
画
展
「
天
皇
陵
巡
り
の

近
世
・
現
代
」
は
、
平
成
二
十
六
年
に
奉
納
さ
れ
た

天
皇
陵
の
絵
図
を
活
用
し
、
天
皇
陵
に
つ
い
て
の
情

報
が
当
時
の
人
々
に
ど
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
た

の
か
を
紹
介
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。

五
十
一
枚
の
絵
図
は
、
平
成
二
十
六
年
に
徳
島
県

吉
野
川
市
の
胡
桃
幸
正
さ
ん
が
奉
納
し
た
も
の
で
、

か
つ
て
奈
良
県
在
住
だ
っ
た
胡
桃
さ
ん
の
祖
母
が

代
々
大
切
に
し
て
き
た
と
い
う
。
茂
木
雅
博
先
生

（
茨
城
大
学
名
誉
教
授
）
に
よ
る
詳
細
な
調
査
の
結

果
、
天
皇
陵
の
治
定
（
位
置
を
定
め
る
こ
と
）
と
修

築
の
年
代
の
検
討
か
ら
江
戸
時
代
後
期
に
描
か
れ
た

こ
と
、
ま
た
写
本
の
作
成
者
が
現
地
に
足
を
運
ん
で

絵
図
を
作
成
し
た
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

調
査
報
告
書
『
橿
原
神
宮
所
蔵
山
陵
図
』
（
由
良
大

和
古
代
文
化
研
究
協
会
、
令
和
四
年
）
の
刊
行
に
合

わ
せ
、
絵
図
を
中
心
に
し
た
展
示
の
企
画
が
持
ち
上

が
り
、
筆
者
が
企
画
・
構
成
を
担
当
し
た
。
絵
図
の

中
か
ら
神
武
天
皇
陵
を
描
い
た
も
の
な
ど
約
十
点
を

選
定
し
、
皇
學
館
大
学
の
遠
藤
慶
太
教
授
に
解
説
を

頂
い
た
。

神
武
天
皇
陵
の
絵
図
を
見
る
と
、
現
在
の
陵
と
は

異
な
る
か
た
ち
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
実
は
描
か

れ
た
当
時
、
現
在
の
綏
靖
天
皇
陵
が
神
武
天
皇
陵
と

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
（
文
久
三
年
に
幕
府
が
行
っ

た
陵
墓
調
査
と
修
復
に
お
い
て
現
在
地
が
神
武
天
皇

陵
で
あ
る
と
定
め
ら
れ
た
）
。
こ
う
し
た
天
皇
陵
の

位
置
の
変
遷
の
歴
史
も
絵
図
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き

る
。展

示
の
中
で
は
、
明
治
期
以
降
、
陵
墓
が
政
府
に

よ
り
保
護
・
整
備
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
交
通
イ
ン
フ

ラ
の
整
備
に
伴
っ
て
陵
墓
巡
り
と
い
う
新
た
な
ツ
ー

リ
ズ
ム
が
生
ま
れ
た
こ
と
も
紹
介
し
、
天
皇
陵
や
橿

原
神
宮
に
関
す
る
鳥
瞰
図
や
絵
葉
書
な
ど
を
用
い

て
、
観
光
地
と
し
て
の
陵
墓
の
姿
に
も
焦
点
を
当
て

た
。期

間
中
、
新
聞
や
テ
レ
ビ
を
は
じ
め
と
す
る
多
く

の
メ
デ
ィ
ア
が
展
示
を
取
り
上
げ
、
約
千
名
の
来
場

者
を
得
た
。
今
後
も
橿
原
神
宮
宝
物
館
の
貴
重
な
収

蔵
品
が
展
示
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
、
橿
原
神
宮
へ
の

関
心
・
興
味
が
広
が
る
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。

※
令
和
五
年
三
月
五
日
（
日
）
ま
で
宝
物
館
で
は
特

別
展
「
橿
原
神
宮
の
奉
納
刀
」
を
開
催
し
て
い
ま

す
。
是
非
ご
覧
く
だ
さ
い
。

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル　

長
谷
川
怜（
は
せ
が
わ
れ
い
） 

昭
和
六
十
一
年
、
名
古
屋
市
生
ま
れ
。
日
本
近
現
代

史
専
攻
。
学
習
院
大
学
文
学
部
史
学
科
卒
業
、
同
大

学
院
人
文
科
学
研
究
科
史
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
修

了
（
博
士
・
史
学
）
。
東
京
都
公
文
書
館
専
門
員
、

千
代
田
区
立
日
比
谷
図
書
文
化
館
文
化
財
事
務
室
学

芸
員
を
経
て
、
平
成
三
十
一
年
よ
り
現
職
。
令
和
二

年
よ
り
橿
原
神
宮
史
料
調
査
委
員
。

企
画
展
「
天
皇
陵
巡
り
の
近
世
・
近
代
」

開
催
の
経
緯
と
見
ど
こ
ろ

神武天皇陵の絵図
現在の綏靖天皇陵にあたる
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三
年
ぶ
り
に
林
間
学
園
を
開
催

令
和
四
年
七
月
三
十
一
日
〜
八
月
四
日
の
五
日
間
、
三
年
ぶ
り
に
林
間
学
園
を

開
催
し
ま
し
た
。

林
間
学
園
で
は
小
学
生
が
各
自
の
興
味
関
心
の
あ
る
事
柄
や
橿
原
神
宮
に
つ
い

て
学
び
ま
す
。
林
間
学
園
は
昭
和
二
十
四
年
に
始
ま
っ
て
以
来
、
第
七
十
回
ま
で

途
切
れ
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
ま
し
た
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
を
受
け

令
和
二
年
よ
り
中
止
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
子
ど
も
達
に
楽
し
い
思
い

出
を
作
っ
て
あ
げ
た
い
と
の
考
え
の
も
と
、
感
染
症
対
策
を
取
る
こ
と
で
再
開
す

る
運
び
と
な
り
ま
し
た
。

林
間
学
園
の
参
加
児
童
は
歴
史
、
科
学
、
図
工
、
音
楽
を
選
択
し
て
学
習
し
ま

す
。
ま
た
選
択
学
習
と
は
別
に
総
合
学
習
を
設
け
、
橿
原
神
宮
に
つ
い
て
も
学
ん

で
い
き
ま
す
。
今
回
の
総
合
学
習
で
は
境
内
に
生
育
し
て
い
る
竹
を
用
い
た
風
鈴

や
打
楽
器
、
ウ
ッ
ド
ブ
ロ
ッ
ク
の
製
作
を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
総
合
学
習
は
橿
原

神
宮
の
杜
に
つ
い
て
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
大
阪
芸
術
大
学
の
協
力
に
よ
り
、
企

画
さ
れ
た
も
の
で
す
。
当
神
宮
で
は
令
和
元
年
よ
り
大
阪
芸
術
大
学
と
共
に
境
内

の
森
林
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。
調
査
に
よ
る
と
竹
林
の
拡
大
に
よ
り
他
の
樹
木

の
成
長
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
状
況
が
確
認
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
こ
で
、
現
状
を
伝
え
る
と
共
に
、
杜
の
保

全
の
た
め
に
伐
採
し
た
竹
を
再
利
用
す
る
機
会
を

設
け
ま
し
た
。
参
加
児
童
は
竹
を
用
い
た
作
品
の
製

作
を
通
し
て
、
楽
し
み
な
が
ら
橿
原
神
宮
の
杜
に
つ

い
て
学
ん
で
い
ま
し
た
。

令
和
五
年
も
参
加
児
童
を
は
じ
め
関
係
者
全
員
の

安
全
確
保
に
努
め
、
子
ど
も
達
が
楽
し
い
思
い
出
を

作
れ
る
よ
う
林
間
学
園
を
開
催
し
て
参
り
ま
す
。

裏
千
家
献
茶
祭
を
斎
行

十
月
十
二
日
（
水
）
午
前
十
時
よ
り
、
茶
道
裏
千
家
坐
忘
斎
家
元
・
千
宗
室
氏

奉
仕
に
よ
る
献
茶
祭
を
斎
行
致
し
ま
し
た
。
裏
千
家
家
元
の
奉
仕
に
よ
る
献
茶
祭

は
平
成
二
年
四
月
四
日
の
御
鎮
座
百
年
奉
祝
祭
以
来
、
三
十
二
年
ぶ
り
と
な
り
ま

す
。
こ
の
た
び
の
献
茶
祭
は
当
神
宮
の
働
き
か
け
に
よ
り
、
約
一
年
を
か
け
て
準

備
を
し
て
き
ま
し
た
。

当
日
は
裏
千
家
の
関
係
者
約
百
名
が
参
列
し
、
内
拝
殿
に
て
祭
典
が
斎
行
さ
れ

ま
し
た
。
祭
典
で
は
斎
主
の
祝
詞
奏
上
の
の
ち
、
家
元
が
点
前
座
に
着
座
。
久
方

ぶ
り
の
裏
千
家
奉
仕
に
よ
る
祭
典
で
あ
る
た
め
、
家
元
は
特
別
に
献
炭
の
儀
を
奉

仕
し
、
続
い
て
濃
茶
と
薄
茶
を
点
じ
ら
れ
ま
し
た
。
お
茶
は
祭
員
に
よ
り
御
神
前

に
供
え
ら
れ
、
そ
の
後
斎
主
・
宮
司
・
家
元
と
玉
串
拝
礼
を
行
い
厳
粛
裡
に
祭
典

は
終
了
し
ま
し
た
。
ま
た
、
献
茶
祭
に
併
せ
貴
賓
館
に
て
今
日
庵
が
担
当
さ
れ
た

薄
茶
席
が
設
け
ら
れ
、
祭
典
終
了
後
に
は
宮
司
以
下
職
員
数
名
が
出
席
し
ま
し

た
。献

茶
祭
に
際
し
、
宮
司
は
「
三
十
二
年
ぶ
り
に
裏
千
家
家
元
に
ご
奉
仕
を
い
た

だ
き
感
慨
深
い
。
今
後
も
定
期
的
に
裏
千
家
様
の
ご
奉
仕
の
も
と
、
献
茶
祭
を
執

り
行
っ
て
い
き
た
い
」
と
述
べ
ま
し
た
。
今
後
、
当

神
宮
で
は
裏
千
家
奉
仕
の
献
茶
祭
を
三
年
ご
と
に
斎

行
し
て
参
り
ま
す
。

こ
の
た
び
の
献
茶
祭
は
未
だ
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
が
終
息
し
て
い
な
い
た
め
、
参
列
人
数
の
縮
小

な
ど
制
限
を
設
け
て
斎
行
致
し
ま
し
た
が
、
三
年
後

の
献
茶
祭
で
は
感
染
症
が
終
息
し
、
多
く
の
参
列
を

得
て
祭
典
が
斎
行
出
来
ま
す
こ
と
を
期
待
し
て
お
り

ま
す
。

竹を用いた総合学習の様子

献茶祭にて奉仕される千宗室氏

橿
原
だ
よ
り



かしはら

ようこそ、日本のはじまりへ。
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