
本
年
は
天
皇
陛
下
御
在
位
二
十
年
、並
び
に
御
結
婚
五
十
年
の
佳
節
の
年
に
あ
た
り
ま
す
。

昭
和
天
皇
よ
り
皇
位
を
引
き
継
が
れ
た
こ
の
二
十
年
間
、
阪
神
淡
路
大
震
災
を
は
じ
め
多
く

の
自
然
災
害
が
あ
り
ま
し
た
が
、
天
皇
皇
后
両
陛
下
は
そ
の
た
び
に
お
心
を
痛
め
ら
れ
、
す

ぐ
に
被
災
地
に
赴
か
れ
て
励
ま
さ
れ
ま
し
た
。
被
災
者
の
方
々
は
、
口
々
に
生
き
る
勇
気
を

頂
く
事
が
出
来
た
と
語
っ
て
い
ま
す
。
又
、
全
都
道
府
県
を
行
幸
啓
さ
れ
る
と
共
に
、
沖
縄
・

硫
黄
島
・
サ
イ
パ
ン
島
な
ど
へ
の
鎮
魂
の
旅
を
な
さ
れ
、
平
和
へ
の
祈
り
の
心
を
国
民
に
示

さ
れ
ま
し
た
。
国
安
か
れ
、
民
安
か
れ
と
常
に
日
本
の
安
寧
を
祈
っ
て
下
さ
る
ご
存
在
を
頂

く
こ
と
に
、
国
民
等
し
く
感
謝
を
申
し
上
げ
る
と
共
に
、
今
年
一
年
を
か
け
て
各
神
社
の
祭

事
、
各
地
域
の
諸
行
事
に
お
い
て
、
こ
ぞ
っ
て
奉
祝
の
誠
を
捧
げ
た
い
。

さ
て
、
本
県
に
お
い
て
は
、
平
成
十
九
年
か
ら
二
十
一
年
度
の
三
ヶ
年
を
か
け
、
川
本
宜

彦
本
部
長
（
県
商
工
会
議
所
連
合
会
会
頭
）
を
中
心
に
神
宮
式
年
遷
宮
奉
賛
活
動
を
展
開

し
、
関
係
者
の
ご
努
力
と
お
伊
勢
さ
ま
へ
の
厚
い
崇
敬
の
心
に
よ
り
、
現
在
、
県
目
標
額

（
六
億
三
千
万
円
）
の
約
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
近
く
ま
で
達
成
し
て
い
ま
す
。

神
宮
は
、
日
本
人
の
大
切
な
伝
統
文
化
（
建
築
、
工
芸
、
精
神
文
化
）
を
そ
の
ま
ま
に
と

ど
め
て
い
ま
す
。
戦
後
、
遷
宮
は
国
民
一
人
ひ
と
り
の
力
を
結
集
し
て
執
り
行
わ
れ
て
き
ま

し
た
。
多
く
の
国
民
が
神
宮
大
麻
を
受
け
る
こ
と
は
、「
遷
宮
」
と
い
う
世
界
に
誇
る
伝
統

文
化
を
、
次
世
代
に
継
承
す
る
大
き
な
力
と
な
り
ま
す
。
神
宮
崇
敬
の
心
の
醸
成
に
繋
が
る

神
宮
大
麻
の
増
頒
布
活
動
は
、
我
々
神
職
そ
し
て
総
代
諸
氏
に
与
え
ら
れ
た
最
も
重
要
な
任

務
と
自
覚
し
た
い
。
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本
宗
奉
賛
の
こ
と
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奉　祝
天皇陛下御即位二十年
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下
御
霊
神
社
　
お
祭
り
と
氏
子

ジ
ョ
ン　

ブ
リ
ー
ン

　

私
の
自
宅
は
、
京
都
御
所

か
ら
す
ぐ
で
、
ち
ょ
う
ど

梨な
し

木の
き

神
社
と
下し
も

御ご

霊り
ょ
う

神
社

の
間
あ
た
り
に
位
置
し
て
い

る
。
ど
ち
ら
の
神
社
に
も
よ

く
行
く
が
、行
く
目
的
は
、お
参
り
で
な
く
水
汲
み
だ
。

ど
ち
ら
の
神
社
の
お
水
も
お
い
し
い
、そ
れ
に「
無
料
」

と
い
う
こ
と
で
、地
元
に
評
判
が
い
い
。
お
水
を
ペ
ッ

ト
ボ
ト
ル
に
入
れ
て
、
そ
の
ボ
ト
ル
を
自
転
車
の
籠

に
積
ん
で
サ
ッ
サ
と
去
っ
て
行
く
人
が
多
い
。
汲
ん

で
か
ら
神
様
に
お
礼
を
す
る
人
を
私
は
見
た
こ
と
が

な
い
。
そ
れ
で
も
こ
れ
ら
の
神
社
が
、
命
の
源
で
も

あ
る
水
を
共
同
体
、
氏
子
に
提
供
す
る
の
は
、
決
し

て
無
意
味
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
神
社
本
来
の
営
み

で
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
神
様
に
お

参
り
を
し
な
い
、「
賽
銭
」
と
書
い
た
箱
に
小
銭
さ
え

入
れ
な
い
、 

た
だ
も
ら
っ
て
帰
る
と
い
う
の
は
ど
う

だ
ろ
う
。

　

私
の
氏
神
に
あ
た
る
の
は
、
梨
木
で
な
く
下
御
霊

だ
そ
う
だ
が
、
私
は
決
し
て
い
い
氏
子
だ
と
言
え
な

い
。
去
年
の
秋
に
引
っ
越
し
て
き
た
私
だ
が
、
宮
司

さ
ん
に
ご
挨
拶
も
し
て
い
な
い
。
初
詣
は
下
御
霊
神

社
で
な
く
、
前
か
ら
関
心
を
も
っ
て
い
る
気
多
大
社

に
行
っ
て
き
た
。
お
札
さ
え
受
け
て
い
な
か
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
今
年
四
月
に
回
っ
て
き
た
町
内
会
の

「
回
覧
板
」
に
、
下
御
霊
神
社
で
「
お
千
度
参
り
」
を

す
る
と
あ
っ
た
の
で
、
心
機
一
転
を
し
て
、
カ
ミ
さ

ん
と
行
っ
て
き
た
。 

（
省
略
版
の
）
お
千
度
参
り
を
す

ま
せ
、
本
殿
に
昇
殿
を
し
て
お
祓
い
も
受
け
、
神
様

に
頭
を
下
げ
た
。
つ
い
で
に
、
社
務
所
に
行
き
、
お

札
も
受
け
、
受
付
の
方
に
是
非
一
度
宮
司
さ
ん
に
ご

挨
拶
を
し
た
い
旨
を
伝
え
、
名
刺
を
渡
し
て
お
い
た
。

そ
し
て
、
五
月
の
還
幸
祭
に
是
非
、
神
輿
担
ぎ
を
や

り
た
い
と
申
し
こ
ん
だ
。
今
度
の
還
幸
祭
こ
そ
、
私

が
神
社
に
貢
献
で
き
、
い
い
氏
子
に
な
る
契
機
と
考

え
た
か
ら
で
あ
る
。

下
御
霊
神
社
の
ご
祭
神

　

お
千
度
参
り
の
時
、
年
配
の
氏
子
の
方
に
本
殿
の

ご
祭
神
は
誰
で
す
か
と
尋
ね
て
み
た
。
わ
か
ら
な
い

と
答
え
た
そ
の
方
は
、
他
の
氏
子
達
と
暫
く
相
談
し

て
、「
宗
像
社
だ
と
思
う
」
と
言
っ
て
く
れ
た
。
日
本

人
は
、
ど
う
も
天
神
さ
ん
や
お
稲
荷
さ
ん
で
な
い
限

り
、
ご
祭
神
を
知
ら
な
い
こ
と
が
多
い
ら
し
い
。 

神

社
の
聖
な
る
空
間
で
お
祈
り
を
し
て
（
特
定
で
な
い
）

神
様
か
ら
恵
み
を
い
た
だ
く
こ
と
だ
け
で
充
分
。

　

実
は
、
宗
像
社
の
田
心
姫
が
境
内
末
社
で
祭
ら
れ

て
は
い
る
が
、
本
殿
は
「
八
所
御
霊
」
と
い
っ
て
、

皆
「
怨
霊
」
だ
。
吉き

備び

聖
霊
と
い
う
、「
長
屋
王
の
変
」

で
自
殺
に
追
い
込
ま
れ
た
長
屋
王
の
妃
の
怨
霊
が
祭

神
欄
の
筆
頭
に
な
る
。
崇す

道ど
う

天
皇
と
追
称
さ
れ
た
早さ
わ

良ら

親
王
、
伊
予
親
王
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
怨
霊
が
祭

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
人
物
は
、
皆
、
古
代
の
皇

室
と
絡
ん
で
冤
罪
を
う
け
、
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
。

下
御
霊
神
社
は
そ
の
た
め
も
あ
っ
て
、
平
安
時
代
以

降
、
皇
室
と
の
関
係
が
密
接
で
、
御
所
の
産
土
神
社

と
も
さ
れ
て
い
た
ぐ
ら
い
だ
。
徳
川
時
代
の
霊れ
い

元げ
ん

天

皇
の
信
仰
が
厚
く
て
、
二
度
も
御
鳳ほ
う

輦れ
ん

を
社
頭
に
寄

せ
た
だ
け
で
な
く
、
垂
加
神
道
の
影
響
を
強
く
受
け

て
い
た
天
皇
は
、
生
前
に
も
神
と
し
て
こ
の
神
社
で

祭
ら
れ
て
い
た
。
前
近
代
の
天
皇
、
皇
族
、
公
家
な

ど
の
氏
子
達
は
、
き
っ
と
下
御
霊
神
社
の
ご
祭
神
を

熟
知
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

下
御
霊
神
社
の
お
祭
り
と
氏
子

　

神
社
は
、
共
同
体
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
、
同
時
に

お
祭
り
を
通
し
て
共
同
体
を
形
成
し
、
共
同
体
を
意

味
付
け
る
役
割
を
す
る
。
神
社
と
共
同
体
は
、
お
互

い
の
た
め
に
あ
る
が
、
両
方
の
関
係
は
時
と
共
に
変

容
し
て
い
く
。
下
御
霊
神
社
は
そ
の
例
外
で
な
い
。

　

今
の
五
月
の
お
祭
は
、
宵
宮
（
二
十
三
日
）
と
還

幸
祭
（
二
十
四
日
）
か
ら
な
っ
て
い
る
が
、
ど
ち
ら

も
極
め
て
近
代
的
な
要
素
も
伺
え
る
。
宵
宮
は
、
松

明
、
子
供
が
引
っ
張
る
神
輿
（
三
基
）
と
子
供
が
担

ぐ
十
二
灯
が
そ
の
見
所
と
な
る
が
、
宵
宮
は
十
年
前

の
一
九
九
九
年
に
始
ま
っ
た
ば
か
り
だ
。
地
元
意
識

の
低
下
を
く
い
止
め
、
子
供
を
新
し
い
共
同
体
の
一

員
に
育
て
上
げ
る
た
め
の
、
と
て
も
良
い
発
想
だ
と

思
う
。
地
元
の
子
供
が
神
社
に
馴
染
ま
な
い
と
神
社

に
は
将
来
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

去
年
は
、
地
元
の
小
学
生
四
百
名
も
の
参
加
で
、

宵
宮
が
大
変
盛
り
上
が
っ
た
そ
う
だ
が
、
今
年
は
、

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
大
騒
ぎ
で
中
止
と
な
り
、

子
供
の
影
が
な
か
っ
た
。
境
内
は
そ
の
た
め
か
、
さ

ほ
ど
賑
や
か
で
も
な
か
っ
た
し
、
屋
台
も
若
干
寂
し

外
国
人
の
目
か
ら
見
た
神
社
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い
観
を
呈
し
て
い
た
。
し
か
し
、
寺
町
通
を
お
祓
い

し
て
行
っ
た
大
松
明
は
、
な
か
な
か
よ
か
っ
た
。

　

主
な
イ
ベ
ン
ト
は
翌
朝
の
、
神
幸
列
や
若
宮
神
輿

還
幸
祭
だ
が
、
筆
者
の
神
輿
担
ぎ
の
申
し
込
み
は
、

結
局
実
現
を
見
な
か
っ
た
の
で
（
来
年
か
）、「
内
部
」

か
ら
の
考
察
の
提
供
、
氏
子
と
の
話
な
ど
の
紹
介
は

で
き
な
い
。
あ
く
ま
で
も
外
部
か
ら
の
、
極
く
浅
い

観
察
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
ま
ず
、
神
幸
列
・
神
輿

巡
幸
コ
ー
ス
だ
が
、
そ
れ
は
下
御
霊
神
社
か
ら
西
は

油
小
路
通
り
、
東
は
新
堺
町
通
り
南
は
孫
橋
通
り
ま

で
と
い
う
広
い
氏
子
圏
を
地
図
の
如
く
描
い
て
い
く
。

明
治
前
は
神
輿
が
御
所
の
中
ま
で
入
っ
て
い
っ
て
、

仙せ
ん

洞と
う

御
所
、
大
宮
御
所
前
に
奉
安
さ
れ
「
御
門
内
よ

り
ご
拝
覧
あ
ら
せ
ら
れ
」
た
そ
う
だ
が
、
明
治
以
降
、

御
所
に
は
入
っ
て
い
な
い
。（
因
に
、
上
御
霊
神
社
の

神
輿
は
今
年
二
〇
〇
九
年
一
八
〇
年
振
り
に
御
苑
の

巡
幸
を
許
さ
れ
た
が
。）
い
ず
れ
に
せ
よ
、
疫
病
の
禍

を
祓
い
清
め
る
目
的
を
持
つ
神
輿
行
列
は
、
新
型
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
広
ま
っ
て
い
る
今
こ
そ
、
必
要
な

様
に
思
わ
れ
る
。

　

神
幸
列
は
、
悪
霊
を
鎮
め
る
剣
鉾
（
四
基
）、
先

導
役
を
務
め
る
（
明
和
年
間
の
）
猿
田
彦
神
輿
、
大

正
時
代
に
賀か

陽や
の

宮み
や

の
下
賜
金
で
造
ら
れ
た
す
ば
ら
し

い
鳳
輦
、
そ
れ
に
人
力
車
に
乗
っ
て
い
る
宮
司
さ
ん
。

区
々
を
堂
々
と
練
り
歩
く
こ
の
行
列
に
私
は
魅
せ
ら

れ
た
。
還
幸
祭
は
、
そ
の
一
時
間
後
出
社
し
た
。
寛

保
年
間
に
造
ら
れ
た
素
敵
な
金
銅
装
方ほ
う

形ぎ
ょ
うの
若
宮
神

輿
が
そ
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
実
は
こ
の
還
幸
祭

も
平
成
四
年
に
再
興
さ
れ
て
あ
た
ら
し
い
。
氏
子
の

有
志
に
よ
っ
て
御
輿
が
担
が
れ
た
が
、
有
志
だ
け
で

人
手
が
足
り
な
い
。
神
社
は
そ
こ
で
神
輿
愛
好
会
や

ア
ル
バ
イ
ト
の
若
者
に
頼
っ
て
は
じ
め
て
必
要
な
だ

け
の
人
を
集
め
る
。（
そ
れ
で
も
、
も
う
一
基
の
大
宮

神
輿
は
、拝
殿
に
奉
安
の
ま
ま
で
あ
る
。）
と
に
か
く
、

四
百
人
の
担
ぎ
手
が
「
ホ
イ
ッ
ト
、
ホ
イ
ッ
ト
」
と

鉦か
ね

を
上
下
に
揺
ら
し
な
が
ら
寺
町
通
を
練
っ
て
行
く
。 

氏
子
の
あ
り
よ
う

　

下
御
霊
神
社
の
宮
司
さ
ん
に
、
ご
挨
拶
を
す
る
機

会
に
ま
だ
恵
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
の
機
会
が
い
ず
れ

得
ら
れ
れ
ば
、先
ず
最
初
に
お
尋
ね
し
た
い
の
は
、「
い

い
氏
子
に
な
る
の
に
、
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
」
と

い
う
こ
と
。

　

筆
者
は
、
こ
れ
か
ら
京
都
に
長
居
を
す
る
こ
と
に

な
っ
た
た
め
、
そ
こ
が
一
番
知
り
た
い
。 

外
国
人
だ

か
ら
ち
ゃ
ん
と
し
た
氏
子
に
な
れ
る
か
ど
う
か
、
そ

も
そ
も
氏
子
と
は
何
か
を
教
え
て
い
た
だ
く
。
筆
者

は
、
神
社
が
大
好
き
な
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
で
、
い
い

カ
ト
リ
ッ
ク
に
何
が
求
め
ら
れ
る
か
も
ち
ろ
ん
分
か

る
。
そ
れ
は
、
毎
週
日
曜
日
、
教
会
に
行
っ
て
ミ
サ

に
与あ

ず
かる
こ
と
、
他
の
「
告
白
」
の
よ
う
な
秘ひ

跡せ
き

に
与

る
こ
と
も
重
要
。
復
活
祭
の
前
の
四し
じ
ゅ
ん旬
節せ
つ

は
、
平
日

も
ミ
サ
に
い
く
。洗
礼
な
ど
の
通
過
儀
礼
も
カ
ト
リ
ッ

ク
式
に
や
ら
な
い
と
だ
め
。
儀
礼
参
加
は
、
そ
の
す

べ
て
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
む
し
ろ
、
神
様
の
御
言

葉
を
実
践
に
移
す
方
が
重
要
視
さ
れ
る
。
兄
弟
、
姉

妹
を
愛
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
こ
そ
キ
リ
ス
ト
教

の
根
本
を
な
す
も
の
だ
が
、
一
番
大
変
だ
。
更
に
経

済
的
な
側
面
も
当
然
あ
る
。
教
会
、
神
父
は
信
者
の

奉
納
金
な
し
で
や
っ
て
い
け
な
い
か
ら
。
慈
悲
の
た

め
の
献
金
も
極
め
て
重
要
。
苦
し
ん
で
い
る
兄
弟
姉

妹
に
金
銭
的
に
手
助
け
を
し
な
い
と
、
愛
し
て
い
る

と
は
言
え
な
い
。
と
に
か
く
大
変
な
こ
と
ば
か
り
で
、

筆
者
は
も
ち
ろ
ん
失
格
。

　

ど
う
し
た
ら
、
下
御
霊
神
社
の
い
い
氏
子
に
な
れ

ば
い
い
の
か
が
こ
れ
か
ら
の
課
題
だ
が
、
い
い
カ
ト

リ
ッ
ク
に
な
る
の
と
多
少
重
な
り
あ
う
と
こ
ろ
が
あ

ろ
う
と
思
う
。
そ
の
形
が
違
う
に
し
て
も
。

　

と
に
か
く
、
神
社
へ
お
水
を
汲
み
に
行
っ
て
、
神

様
に
ち
ゃ
ん
と
し
た
お
礼
を
し
、「
賽
銭
」
と
書
い
た

箱
に
小
銭
を
入
れ
て
、
他
の
氏
子
に
も
挨
拶
を
す
る

こ
と
な
し
に
は
、
氏
子
を
名
乗
る
資
格
が
な
い
こ
と

だ
け
は
確
か
だ
ろ
う
。

歴
史
学
博
士
（
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
）、
ロ
ン
ド
ン

大
学
（
Ｓ
Ｏ
Ａ
Ｓ
校
）
助
教
授
、
現
在
、
国
際
日
本

文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
准
教
授
。 

近
代
の
皇
室
、神
社

史
、
日
本
の
近
代
外
交
を
研
究
。

著
書
・
論
文　

A
 brief history of Shinto 

（
共

著
）、　Blackw

ells 

近
刊Y

asukuni, the w
ar 

dead and the struggle for Japan ,s past 

（
編
）、

C
olum

bia U
niversity Press,2008 Shinto in 

history: w
ays of the kam

i 

（
共
編
）H

aw
aii 

U
niversity Press, 2000

「
明
治
天
皇
を
読
む
」『
ラ
チ
オ
３
』、「
明
治
初
年
の

神
仏
判
然
令
と
近
代
神
道
の
創
出
」『
明
治
聖
徳
記

念
学
会
紀
要
』
四
三
、「
靖
国　

歴
史
記
憶
の
形
成

と
喪
失
」『
世
界
』
七
五
六
、「
十
四
代
将
軍
家
茂
の

上
洛
と
孝
明
政
権
論
」
明
治
維
新
史
学
会
編
『
明
治

維
新
と
文
化
』 

吉
川
弘
文
館
、「
天
皇
の
外
交
儀
礼

と
国
際
認
識
」
小
風
秀
政
編
『
近
代
日
本
と
国
際
社

会
』 

放
送
大
学
、「
国
学
大
国
隆
正
の
天
主
教
観　

外
来
宗
教
受
容
の
一
形
態
」『
日
本
歴
史
』 

五
六
八
。

『
神
社
新
報
』「
こ
も
れ
び
」
欄
を
平
成
十
九
か
ら

二
十
年
ま
で
執
筆
。
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は
じ
め
に

　

神
社
本
庁
の
予
て
か
ら
の
基
本
姿
勢
は
、
地
方
の

諸
社
が
そ
れ
ぞ
れ
振
興
す
る
こ
と
な
く
し
て
、
真
の

意
味
で
の
斯
界
の
興
隆
は
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
後
継
者
問
題
を
含
む
諸
社
対
策
は
、
本
庁
の
重

要
課
題
と
し
て
こ
れ
ま
で
施
策
が
講
じ
ら
れ
て
き

た
。
後
継
者
問
題
は
、「
埼
玉
県
・
後
継
者
問
題
実

態
調
査
報
告
書
」（
平
成
二
十
年
五
月
）
に
も
窺
え

る
よ
う
に
、
神
職
養
成
制
度
の
問
題
に
止
ま
ら
ず
、

神
社
振
興
策
と
の
連
動
に
よ
り
対
処
す
る
必
要
を
認

め
る
。
又
、
後
継
者
問
題
は
、
本
来
的
に
は
神
職
後

継
者
と
な
る
が
、
広
義
に
は
責
任
役
員
及
び
総
代
後

継
者
の
問
題
も
含
ま
れ
る
と
い
え
る
。
役
員
・
総
代

の
高
齢
化
、
さ
ら
に
は
予
備
軍
で
も
あ
る
団
塊
の
世

代
へ
の
対
応
な
ど
、
至
っ
て
教
化
的
な
問
題
で
は
あ

る
が
、
後
継
者
問
題
と
併
せ
検
討
し
て
ゆ
く
必
要
が

あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
神
職
養
成
制
度
の

一
連
の
改
善
に
つ
い
て
概
観
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
な

が
ら
向
後
を
考
え
て
み
た
い
。

　

神
職
養
成
制
度
へ
の
視
点

　

平
成
十
四
年
に
神
職
養
成
制
度
の
大
幅
な
見
直
し

を
行
っ
た
が
、
そ
の
主
眼
は
、
①
高
学
歴
社
会
に
対

応
で
き
る
人
材
の
養
成
、
②
相
互
扶
助
に
よ
る
後
継

者
養
成
制
度
の
整
備
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
①

は
な
い
。
む
し
ろ
神
職
の
生
活
基
盤
の
問
題
も
視
野

に
入
れ
、
現
行
制
度
の
検
証
と
あ
ら
た
な
教
育
系
の

整
備
が
必
要
と
い
え
る
。
そ
の
際
に
は
、
特
に
資
格

取
得
の
支
援
教
育
を
含
む
実
科
教
育
（
実
務
・
実
技
・

実
習
）
の
あ
り
方
を
検
討
の
課
題
に
す
る
こ
と
に
し

て
い
る
。

　

神
職
養
成
制
度
改
善
の
志
向
点

　

神
社
の
置
か
れ
た
環
境
は
益
々
厳
し
い
も
の
と
な

る
。
時
々
の
措
置
で
対
応
を
図
る
に
は
、
制
度
的
に

も
困
難
と
い
え
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
特
例

措
置
を
現
状
に
適
う
よ
う
に
改
善
す
る
と
と
も
に
、

神
職
課
程
の
あ
ら
た
な
設
置
を
考
え
る
べ
き
か
と
思

わ
れ
る
。
特
に
憂
慮
す
る
の
は
、
神
職
養
成
機
関
の

少
子
化
傾
向
の
影
響
で
あ
る
。
神
職
養
成
機
関
へ
の

支
援
は
充
分
に
行
う
と
し
て
も
、
近
い
将
来
、
本
庁

が
神
職
養
成
機
関
を
設
置
し
、
実
科
教
育
等
を
専
任

す
る
こ
と
が
再
び
議
論
に
な
る
も
の
と
考
え
て
い

る
。

　

こ
う
し
た
想
定
の
も
と
に
、
平
成
十
四
年
に
は｢

神
職
養
成
機
関
に
関
す
る
規
程
」
の
一
部
変
更
（
第

四
条
の
三
）
を
行
い
、
教
育
力
保
持
等
を
目
的
に
神

職
養
成
機
関
の
連
携
措
置
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
し

た
。
又
、
諸
社
対
策
の
一
環
と
し
て
教
育
上
の
目
的

を
達
成
す
る
た
め
に
、
有
益
・
適
切
で
あ
る
場
合
に

は
、「
技
能
教
育
を
目
的
と
す
る
神
職
課
程｣

を
置

く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
た
（
第
四
条
の
二
）。

今
後
の
制
度
の
改
善
は
、
こ
れ
ら
の
条
文
を
如
何
に

現
状
に
即
し
て
実
態
化
し
て
ゆ
く
か
に
あ
る
。
ち
な

み
に
技
能
教
育
を
目
的
云
々
と
は
、
実
科
課
程
を
想

で
は
、
学
校
教
育
制
度
を
踏
ま
え
た
神
職
養
成
制
度

の
確
立
、
特
に
勉
学
を
希
望
す
る
者
に
上
位
の
神
職

課
程
を
設
置
し
、
大
学
院
教
育
（
専
攻
課
程
Ⅱ
類
）

ま
で
行
え
る
よ
う
に
し
た
。
②
で
は
、
諸
社
対
策
と

い
う
観
点
か
ら
、中
卒
者
か
ら
神
職
教
育
を
行
い（
普

通
課
程
予
科
一
年
）、
普
通
課
程
（
二
年
）・
専
修
課

程
（
二
年
）
を
経
て
、
高
等
課
程
修
了
者
と
同
様
に

明
階
検
定
合
格
・
正
階
授
与
が
行
え
る
よ
う
に
し
た
。

関
連
し
て
階
位
検
定
講
習
会
や
神
職
研
修
の
整
備
を

図
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
後
は
、
神
職
の
多
く
が

兼
職
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
実
情
も
踏
ま
え
、
制

度
の
な
か
に
職
業
教
育
（
資
格
取
得
の
支
援
教
育
）

を
取
り
組
む
方
途
を
検
討
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
神
職
の
生
計
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
社
会

奉
仕
活
動
を
行
う
上
で
神
職
が
各
種
の
資
格
を
取
得

し
、
幅
広
い
活
動
を
期
待
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。

　

後
継
者
問
題
は
、
神
社
存
立
の
問
題
で
あ
る
と
と

も
に
、
神
職
の
家
職
の
問
題
で
も
あ
る
。
こ
れ
ま
で

後
継
者
問
題
は
主
に
資
質
の
向
上
と
い
う
観
点
か
ら

論
議
が
な
さ
れ
、
家
職
の
問
題
は
大
方
が
特
例
措
置

で
対
処
し
て
き
た
の
が
実
際
で
あ
る
。
今
日
の
地
方

経
済
の
状
況
、
役
員
・
総
代
の
高
齢
化
、
さ
ら
に
は

少
子
化
傾
向
に
よ
り
、
神
社
の
存
立
基
盤
の
揺
ら
ぐ

な
か
で
、
諸
社
の
後
継
者
問
題
は
、
特
例
措
置
や
階

位
検
定
講
習
会
の
み
で
充
分
に
対
処
で
き
る
も
の
で

神
職
後
継
者
問
題
に
よ
せ
て

井　

澤　

正　

裕
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定
し
て
い
る
。

　

平
成
二
十
年
七
月
に
、
本
庁
事
務
所
機
構
の
整
備

に
よ
り
教
学
研
究
所
と
研
修
所
を
統
合
し
て
、
あ
ら

た
に
神
社
本
庁
総
合
研
究
所
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
れ

に
伴
い
、
神
社
庁
研
修
所
に
も
必
要
に
応
じ
て
教
学

研
究
機
関
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
規
定
の

一
部
変
更
を
し
た
。
教
学
的
基
礎
づ
け
に
よ
り
神
職

教
育
を
再
構
築
す
る
と
い
う
趣
旨
で
も
あ
る
。
こ
こ

で
い
う
教
学
研
究
は
、
本
庁
や
神
社
庁
の
各
種
の
施

策
を
基
礎
づ
け
、
方
向
づ
け
て
ゆ
く
た
め
の
政
策
的

研
究
を
主
体
と
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
か
ら
研
究
所
内
に
神
職
教
育
に
関
わ
る
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
を
設
置
し
、
地
方
の
実
態
を
踏
ま
え
た
神
職
養

成
の
あ
り
方
を
研
究
す
る
と
と
も
に
、
神
社
庁
と
連

携
し
て
現
行
制
度
の
運
用
面
で
の
調
整
を
図
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

　

神
職
の
子
弟
教
育

　

後
継
者
問
題
は
、
本
庁
包
括
下
の
神
社
の
神
職
に

な
る
と
い
う
前
提
か
ら
、
階
位
取
得
の
問
題
に
集
約

さ
れ
る
。神
職
の
資
質
の
向
上
が
指
摘
さ
れ
る
一
方
、

地
方
の
諸
社
の
実
情
か
ら
速
や
か
な
階
位
取
得
の
方

途
が
求
め
ら
れ
て
き
た
。
実
際
、
年
間
の
階
位
取
得

者
の
六
割
強
が
階
位
検
定
講
習
会
で
あ
り
、
現
下
、

神
職
養
成
の
主
流
と
も
な
っ
て
い
る
。
今
後
、
講
習

会
の
需
要
は
さ
ら
に
増
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
り
、
開

催
日
数
・
分
割
開
催
の
方
途
等
の
論
議
も
予
想
さ
れ

る
。

　

階
位
取
得
の
問
題
は
、
如
何
に
神
職
と
し
て
の
基

礎
的
教
養
を
与
へ
、
直
階
を
取
得
さ
せ
る
の
か
に
あ

る
。
直
階
は
神
職
の
導
入
教
育
と
し
て
通
常
特
段
の

特
例
措
置
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
後
継
者
問
題
へ
の

第
一
歩
と
し
て
、
神
職
に
な
る
、
な
ら
な
い
の
か
は

別
に
、
子
弟
教
育
の
一
環
と
し
て
早
期
（
高
卒
ぐ
ら

い
か
）
に
、
神
社
庁
研
修
所
が
中
心
と
な
り
、
直
階

を
子
弟
に
取
得
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
は
如
何
か
と
考

え
る
。
気
運
が
醸
成
す
れ
ば
、
教
育
実
験
と
し
て｢

神
職
子
弟
早
期
養
成
プ
ロ
グ
ラ
ム｣

（
仮
称
）
を
希

望
す
る
神
社
庁
研
修
所
と
共
同
開
発
し
、
別
途
、
特

例
的
に
直
階
授
与
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
る
。
教
育
実
験
精
度
を
前
提
に
す

れ
ば
、
現
実
を
直
視
し
た
も
っ
と
自
由
な
論
議
が
可

能
と
な
ろ
う
。
規
定
あ
り
き
の
論
議
で
は
閉
塞
す
る

一
方
で
あ
る
。

　

思
い
つ
き
の
提
案
か
も
し
れ
な
い
が
、
神
職
が
自

ら
の
奉
仕
体
験
を
語
り
、
子
弟
が
体
験
や
感
激
を
も

と
に
自
ら
の
道
や
将
来
を
思
い
描
け
る
機
会
を
与
え

る
の
も
教
育
の
基
本
で
あ
る
。
大
方
は
自
分
が
元
気

な
内
は
と
考
え
る
傾
向
に
あ
る
が
、
神
職
が
自
ら
を

語
る
大
切
さ
か
ら
、
後
継
者
問
題
へ
の
対
応
を
始
め

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
後
継
者
問
題
を
家
職
の
問
題
に

特
定
せ
ず
に
、
神
職
の
相
互
扶
助
と
い
う
観
点
か
ら

検
討
し
、
邁
進
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
人
材

こ
そ
が
斯
界
の
宝
で
あ
り
、神
社
興
隆
の
礎
で
あ
る
。

　

お
わ
り
に

　

問
題
は
山
積
し
て
い
て
も
、
詰
ま
る
と
こ
ろ
神
職

一
人
ひ
と
り
の
自
覚
と
神
勤
、
教
化
へ
の
精
励
に
よ

ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
累
代
神

社
に
奉
仕
し
て
き
た
と
い
う
誇
り
、
兼
職
を
し
て

も
神
社
を
護
持
す
る
と
い
う
信
念
は
尊
い
も
の
で
あ

り
、
そ
の
心
持
ち
が
斯
界
を
支
え
、
今
日
ま
で
の
組

織
力
の
源
泉
と
も
な
っ
て
き
た
。
一
方
で
今
日
の
社

会
情
勢
か
ら
、
相
互
規
制
と
相
互
扶
助
の
制
度
的
均

衡
に
よ
る
組
織
力
の
強
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

斯
界
の
組
織
は
、
神
社
の
緩
や
か
な
連
帯
を
基
調

と
し
、神
社
も
法
人
と
し
て
独
立
的
な
存
在
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
上
意
下
達
と
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
組
織

的
な
難
し
さ
も
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
も
、
後
継

者
問
題
を
含
め
た
神
社
の
振
興
策
は
、
組
織
特
性
か

ら
、
相
互
扶
助
と
い
う
観
点
か
ら
の
推
進
が
相
応
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
も
拠
点
神
社
の
構

想
は
興
味
深
い
。
地
域
の
拠
点
神
社
を
定
め
、
周
辺

神
社
と
の
相
互
扶
助
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
す
る

こ
と
を
通
し
て
、
氏
子
区
域
の
概
念
の
広
域
化
、
神

社
の
役
員
・
総
代
の
相
互
扶
助
の
意
識
の
醸
成
が
図

ら
れ
、
神
社
の
基
盤
の
総
体
的
な
健
全
化
を
推
進
す

る
こ
と
も
可
能
と
な
ろ
う
。

　

神
社
信
仰
は
、
継
承
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ

り
、
伝
え
て
ゆ
く
こ
と
に
神
職
と
し
て
の
信
仰
的
責

務
が
あ
る
。
神
社
の
信
仰
を
通
し
て
守
り
伝
え
ら
れ

て
き
た
歴
史
・
文
化
・
伝
統
を
如
何
す
る
の
か
。
世

代
か
ら
世
代
へ
の
継
承
が
神
社
の
本
義
と
す
る
の
で

あ
れ
ば
、
祖
孫
悠
久
の
信
仰
の
灯
を
継
い
で
ゆ
く
た

め
に
も
、
子
弟
教
育
は
最
高
の
教
化
活
動
と
な
る
。

と
も
か
く
も
、
神
職
の
後
継
者
問
題
に
対
す
る
漠
然

と
し
た
不
安
を
払
拭
す
る
た
め
に
も
、
ま
ず
は
第
一

歩
の
策
を
講
じ
る
こ
と
が
今
大
切
と
い
え
る
。

（
神
社
本
庁
総
合
研
究
所
総
合
研
究
部
長
）
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教
化
委
員
会
　
本
年
度
の
活
動
予
定�

茂　

木　

治　

男

　

平
成
十
九
年
四
月
、
先
の
二
月
の
「
伊
勢
神
宮
式

年
遷
宮
奉
賛
会
埼
玉
県
本
部
」
設
立
に
呼
応
す
る
が

如
く
、
今
期
教
化
委
員
会
の
活
動
が
、
松
岡
俊
行
委

員
長
の
も
と
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
今
期
の
主
た
る

テ
ー
マ
を
「
神
宮
式
年
遷
宮
奉
賛
の
啓
発
と
神
宮
大

麻
頒
布
向
上
に
向
け
て
」
と
し
た
。

　

一
、 

神
宮
式
年
遷
宮
奉
賛
の
啓
発
と
神
宮
大
麻
頒

布
の
向
上

　

二
、
教
化
組
織
機
構
改
革
に
よ
る
教
化
体
制
充
実

　

三
、
神
職
の
資
質
向
上
と
総
代
と
の
連
携
強
化

　

四
、 

家
庭
に
お
け
る
道
徳
心
・
愛
郷
の
心
を
育
む

教
化
の
実
践

　

五
、
継
続
事
業
の
実
施
と
展
開

　

五
つ
の
実
践
目
標
を
掲
げ
、
情
報
部
・
教
化
研
修

部
・
教
化
事
業
部
・
祭
儀
研
究
部
・
神
社
実
務
部
・

神
棚
奉
斎
普
及
の
た
め
の
特
別
委
員
会
・
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
専
門
委
員
会
の
五
部
・
二
委
員
会
に
よ
り
、

先
ず
は
「
遷
宮
奉
賛
」
を
活
動
の
中
心
に
据
え
、
一

つ
の
同
じ
方
向
性
の
も
と
活
動
す
る
こ
と
と
し
、
更

に
は
こ
れ
と
並
行
し
て
実
践
目
標
に
沿
っ
た
独
自
の

テ
ー
マ
を
掲
げ
、
活
動
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

　

活
動
を
開
始
し
て
早
い
も
の
で
二
年
が
経
過
い
た

し
ま
し
た
。
各
部
・
委
員
会
と
も
に
活
発
に
活
動
を

展
開
し
、
最
終
年
度
で
あ
る
今
年
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に

最
後
の
ま
と
め
に
向
け
て
、
次
の
よ
う
な
活
動
を
予

定
し
て
い
ま
す
。

情
報
部

　

＊ 「
遷
宮
奉
賛
活
動
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
」及
び
各

支
部
総
代
会
長
と
の
意
見
交
換
会
の
資
料
整
理

　

＊
十
一
月
神
宮
司
庁
と
意
見
交
換
会
実
施

　
　

 

最
終
的
に
、
収
集
し
た
資
料
の
公
開
・
発
表
を

考
え
、
冊
子
に
し
て
全
神
職
に
配
布
す
る
と
と

も
に
、
神
社
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
。

教
化
研
修
部

　

＊
教
化
研
修
会
の
企
画
開
催

　
　

 

九
月
九
・
十
日
、
三
峯
神
社
に
お
い
て
遷
宮
奉

賛
の
た
め
教
化
活
動
に
必
要
な
資
質
を
養
う
事

を
目
標
と
し
「
日
本
人
と
参
宮
」
の
テ
ー
マ
で

研
修
を
し
、
参
宮
推
進
の
た
め
の
企
画
等
を
立

案
す
る
。

　

＊
参
宮
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
作
成

教
化
事
業
部

　

＊「
第
２
回
写
真
コ
ン
テ
ス
ト
」
実
施

　
　

 「
近
く
の
神
社
の
写
真
を
撮
ろ
う
」
を
合
言
葉

に
、
応
募
者
を
小
・
中
・
高
校
生
及
び
家
族
に

限
定
し
題
材
を
「
神
主
さ
ん
と
の
写
真
、
神
社

の
杜
、
お
祭
り
、
風
景
な
ど
」
と
す
る
こ
と
に

よ
り
、
若
い
世
代
に
神
社
と
の
関
わ
り
を
深
め

る
こ
と
を
期
待
す
る
。

　

＊
平
成
二
十
二
年
神
話
カ
レ
ン
ダ
ー
製
作
、
頒
布

祭
儀
研
究
部

　

＊ 「
平
安
・
中
世
・
近
世
の
遷
宮
」「
御
師
」
の
テ
ー

マ
で
、
調
査
・
資
料
の
収
集
を
行
っ
て
き
た
。

そ
の
成
果
を
冊
子
に
ま
と
め
、
平
成
二
十
二
年

三
月
十
二
日
川
越
氷
川
神
社
に
て
、
教
養
研
修

会
を
行
い
、
発
表
す
る
予
定
。
ま
た
國
學
院
大

學
の
中
西
正
幸
先
生
を
お
迎
え
し
講
演
を
い
た

だ
く
。

神
社
実
務
部

　

＊ 「
未
来
の
神
だ
な
」
デ
ザ
イ
ン
コ
ン
テ
ス
ト
事

業
で
は
、
入
選
し
た
優
秀
三
作
品
の
最
終
試
作

品
の
公
表
会
を
六
月
に
行
い
、
頒
布
開
始
す
る

た
め
の
、
諸
準
備
を
行
う
。

　

＊
遷
宮
・
大
麻
告
知
事
業

　
　

 

平
成
二
十
年
川
越
氷
川
神
社
、
平
成
二
十
一
年

高
麗
神
社
に
続
き
、
本
年
、
神
宮
大
麻
奉
斎
モ

デ
ル
支
部
で
あ
る
南
埼
玉
支
部
の
越
谷
香
取
神

社
に
お
い
て
、
遷
宮
・
神
棚
奉
斎
に
つ
い
て
告

知
事
業
を
行
う
。

　

＊
告
知
パ
ネ
ル
製
作
事
業

　
　

 

社
頭
に
掲
げ
る
告
知
（
啓
蒙
）
パ
ネ
ル
を
作
成

し
、
遷
宮
及
び
神
道
教
化
を
図
る
。

神
棚
奉
斎
普
及
の
た
め
の
特
別
委
員
会

　

＊ 「
鳥
居
付
き
お
ふ
だ
立
て
プ
レ
ゼ
ン
ト
」
を
継

続
し
て
行
う
。

　
　

 

プ
レ
ゼ
ン
ト
当
選
者
か
ら
、
レ
ポ
ー
ト
を
募
集

し
、
実
際
の
祀
り
方
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
紹
介

し
、「
お
ふ
だ
を
祀
る
心
の
醸
成
」
を
は
か
っ

て
ゆ
く
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
専
門
委
員
会

　

＊ 

一
日
平
均
百
か
ら
百
四
十
件
の
ア
ク
セ
ス
が
あ

り
、そ
の
う
ち
神
社
検
索
が
飛
び
ぬ
け
て
多
く
、

現
在
個
別
神
社
情
報
は
七
百
二
十
社
で
あ
る
の

で
更
な
る
掲
載
を
呼
び
掛
け
た
い
。
ま
た
、
関

係
団
体
の
ペ
ー
ジ
の
充
実
を
は
か
り
、
お
祭
カ

レ
ン
ダ
ー
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
の
増
加
に
伴

い
、
表
記
上
の
ル
ー
ル
作
り
を
進
め
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
今
年
度
も
、
各
部
そ
れ
ぞ
れ
に
目

標
に
向
か
っ
て
活
動
を
展
開
し
て
ま
い
り
ま
す
。
皆

様
の
更
な
る
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

　

と
り
わ
け
、
来
る
九
月
九
・
十
日
に
三
峯
神
社
に

於
い
て
行
わ
れ
る
教
化
研
修
会
へ
、
是
非
と
も
ご
参

加
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。

（
教
化
委
員
会
副
委
員
長
）
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こ
の
度
の
神
社
振
興
対
策
教
化
モ
デ
ル
神
社
の
指
定
を
受
け
て
、
大
き
く
二

つ
の
柱
を
設
け
、
三
年
間
取
り
組
ん
で
行
き
た
い
と
思
う
。

先
ず
一
つ
の
柱
は
、
有
志
崇
敬
会
を
発
足
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
現
在
、
神

社
に
は
、
各
地
区
か
ら
選
出
さ
れ
た
役
員
が
組
織
す
る
総
代
会
が
あ
る
。
比
較

的
年
齢
層
が
高
く
、
少
人
数
で
あ
る
た
め
、
恒
例
の
行
事
を
踏
襲
す
る
こ
と
が

概
ね
で
あ
る
。
ま
た
、
氏
子
地
域
に
目
を
向
け
る
と
、
信
仰
心
の
厚
い
世
代
か

ら
信
仰
に
関
心
の
な
い
世
代
へ
と
移
行
し
て
き
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
新
し
く
有
志
を
集
め
、
崇
敬
会
を
組
織
し
、
次
世
代
の
人
材
を

育
成
す
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
と
思
う
。
三
年
間
の
目
標
と
し
て
、一
年
目
は
、

少
人
数
の
有
志
で
崇
敬
会
を
組
織
し
、
発
足
さ
せ
る
。
二
年
目
は
、
崇
敬
会
へ

の
参
加
者
を
勧
誘
し
、
増
員
を
計
る
。
三
年
目
は
、
崇
敬
会
が
自
ら
行
事
を
企

画･

運
営
し
、
各
会
員
の
方
が
達
成
感
を
味
わ
う
こ
と
に
よ
り
、
教
化
モ
デ
ル

事
業
の
期
間
が
終
了
し
て
か
ら
も
意
識
を
高
く
維
持
で
き
る
よ
う
導
く
。

も
う
一
つ
の
柱
は
、
新
し
い
祭
事
の
創
成
で
あ
る
。

一
つ
目
は
、
現
在
、
五
月
に
さ
き
た
ま
古
墳
に
於
い
て
観
光
事
業
の
一
環
と

し
て
「
さ
き
た
ま
火
祭
り
」
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
祭
り
と
は

別
に
、
神
社
境
内
に
於
い
て
行
わ
れ
る
「
火
祭
り
神
事
」
を
創
成
し
た
い
。
そ

し
て
、
こ
の
火
祭
り
は
神
事
と
し
て
粛
々
と
執
り
行
い
た
い
と
思
う
。
ま
た
、

こ
の
神
事
は
、「
さ
き
た
ま
火
祭
り
」
を
連
想
さ
せ
な
い
よ
う
な
命
名
に
心
掛

け
た
い
。

二
つ
目
は
、
埼
玉
地
区
が
田
園
地
帯
と
い
う
土
地
柄
を
考
え
、
田
圃
を
利
用

し
た
神
事
を
創
成
し
た
い
。
田
植
祭
・
抜
穂
祭
を
中
心
と
し
た
神
事
を
行
い
た

い
と
思
う
。
ま
た
、
実
施
に
際
し
て
、
地
域
の
幼
稚
園
や
子
供
会
に
協
力
を
依

頼
し
、
社
会
教
育
的
な
要
素
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
子
供
た
ち
に
体
験
を
通
し

て
、
本
来
の
祈
り
の
姿
を
感
じ
て
も
ら
い
た
い
。

最
後
に
、
今
回
と
て
も
良
い
機
会
が
与
え
ら
れ
た
と
思
い
、
色
々
な
こ
と
を

試
行
し
、
充
実
し
た
指
定
期
間
に
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
皆
様
宜

し
く
ご
指
導
お
願
い
致
し
ま
す
。

（
前
玉
神
社
宮
司
）

第
十
二
期
神
社
振
興
対
策
教
化
モ
デ
ル
神
社
の
取
り
組
み

―
行
田
市
埼さ
き

玉た
ま

　
前さ
き

玉た
ま

神
社
―田　

島　

和　

文

五
月
末
日
現
在
、
県
本
部
に
ご
納
入
頂
き
ま
し
た
奉
賛
金
額
は
、
別
紙
の
通

り
四
億
五
千
二
百
万
円
を
超
え
、
県
本
部
目
標
額
の
七
十
二
％
に
達
し
て
お
り

ま
す
。

先
ず
、
神
社
界
の
募
財
活
動
の
核
と
な
り
ま
す
支
部
の
状
況
に
つ
い
て
は
、

神
社
庁
支
部
長
・
郡
市
総
代
会
長
他
神
社
関
係
者
の
ご
尽
力
に
よ
り
、
九
支
部

順
調
に
進
捗
致
し
て
お
り
ま
す
。
中
で
も
比
企
支
部
（
中
里
誠
吉
支
部
長
）
で

は
昨
年
七
月
九
日
に
、
次
い
で
、
北
埼
玉
支
部
（
石
川
元
一
支
部
長
）
で
も
、

本
年
四
月
二
日
に
支
部
目
標
額
を
達
成
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

そ
の
他
、
神
社
界
以
外
の
構
成
・
協
力
団
体
に
お
い
て
も
、
各
団
体
そ
れ
ぞ

れ
に
ご
協
力
頂
き
、
逐
次
ご
奉
賛
賜
っ
て
お
り
ま
す
。

尚
、
ご
遷
宮
の
進
捗
状
況
に
つ
き
ま
し
て
は
、
本
年
十
一
月
三
日
に
は
宇
治

橋
の
渡
始
式
が
行
わ
れ
、
愈
々
本
格
的
な
御
造
営
工
事
が
始
ま
り
ま
す
。

今
後
共
引
続
き
、
県
内
奉
賛
活
動
を
積
極
的
に
展
開
し
、
目
標
完
遂
に
向
け

て
取
組
ん
で
参
る
所
存
に
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
神
職
・
総
代
の
皆
様
に
は
、
尚

一
層
の
ご
理
解
と
ご
尽
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
宜
し
く
お
願
い
申
上
げ
ま
す
。

（
埼
玉
県
本
部
事
務
局
長
）

式
年
遷
宮
奉
賛
会
募
財
状
況
中
間
報
告前　

原　

利　

雄

式年遷宮奉賛会埼玉県本部募財状況
平成21年₅月31日現在（単位：円）

支部名 支部目標額 奉賛金額 達成率
割当目標額

北足立
170,548,400

71,673,692 42.21%169,800,000

入　間
130,000,000

85,345,456 73.70%
115,800,000

比　企
43,250,000

53,742,901 135.71%
39,600,000

秩　父
48,040,000

34,805,500 82.87%
42,000,000

児　玉
27,600,000

23,305,500 84.44%
（同額）

大　里
61,200,000

53,607,412 87.59%
（同額）

北埼玉
39,520,000

46,357,100 128.77%
36,000,000

南埼玉
67,800,000

35,155,578 51.85%
（同額）

北葛飾
43,312,000

28,308,900 70.42%
40,200,000

県本部 30,000,000 20,329,598 67.77%

合　計
661,270,400

452,631,637 71.84%630,000,000



（平成２１年₆月10日） №１８８ （　）  埼 玉 県 神 社 庁 報 ８

　

天
皇
陛
下
御
即
位
二
十
年
の
佳
節
に
あ
た
り
、
陛
下
に
心
か
ら
の
感
謝
の
誠

を
捧
げ
る
べ
く
、
本
県
に
お
け
る
広
範
な
国
民
運
動
を
展
開
す
る
た
め
、「
天

皇
陛
下
御
即
位
二
十
年
奉
祝
埼
玉
県
委
員
会
」の
設
立
総
会
が
四
月
二
十
五
日
、

「
さ
い
た
ま
共
済
会
館
」
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。

　

県
各
界
関
係
者
二
百
余
名
の
参
加
の
下
、
設
立
に
至
る
経
過
報
告
並
び
に
役

員
の
発
表
・
承
認
の
後
、
関
根
則
之
会
長
の
挨
拶
、
実
行
委
員
長
の
前
原
利
雄

埼
玉
県
神
社
庁
参
事
よ
り
事
業
計
画
並
び
に
予
算
案
発
表
が
な
さ
れ
た
。
次
い

で
、
名
誉
顧
問
の
上
田
清
司
埼
玉
県
知
事
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
披
露
、
山
口

泰
明
衆
議
院
議
員
、
川
本
宜
彦
埼
玉
県
商
工
会
議
所
連
合
会
会
頭
、
中
村
勝
範

平
成
国
際
大
学
名
誉
学
長
に
続
い
て
、
神
社
界
を
代
表
し
て
副
会
長
の
中
山
高

嶺
神
社
庁
長
の
代
理
と
し
て
竹
本
佳
德
副
庁
長
、
県
外
の
来
賓
と
し
て
山
古
志

村
元
村
長
の
長
島
忠
美
衆
議
院
議
員
か
ら
祝
辞
が
述
べ
ら
れ
た
。
こ
の
後
、「
平

成
の
ご
巡
幸
」
の
映
画
上
映
、
今
後
の
運
動
ア
ッ
ピ
ー
ル
、
万
歳
三
唱
が
な
さ

れ
て
閉
会
と
な
っ
た
。

　

事
業
計
画

一�

、「
天
皇
陛
下
御
即
位
二
十
年
を
お
祝
い
す
る

埼
玉
県
民
の
集
い
（
仮
）」
の
開
催

　
奉
祝
式
典
・
記
念
事
業

　
　
九
月
二
十
六
日
（
土
）
埼
玉
会
館
大
ホ
ー
ル

　
奉
祝
パ
レ
ー
ド

二
、
啓
発
事
業
の
実
施

　
各
地
域
に
お
け
る
奉
祝
行
事
の
開
催

　
奉
祝
記
念
映
画
上
映
運
動

三
、
各
種
文
化
事
業
の
実
施

　
記
念
植
樹
等
の
事
業

　
御
即
位
二
十
年
を
記
念
し
た
出
版
等
の
事
業

　「
御
即
位
二
十
年
記
念
パ
ネ
ル
展
」
の
実
施

（
庁
報
編
集
室
）

天
皇
陛
下
御
即
位
二
十
年
奉
祝
埼
玉
県
委
員
会
設
立
総
会

一
都
七
県
神
道
政
治
連
盟
本
部
長
・
幹
事
長
・
事
務
局
長
会
議

　

三
月
十
・
十
一
日
、
一
都
七
県
神
道
政
治
連
盟
本
部
長
・
幹
事
長
・
事
務
局

長
会
議
が
、
本
県
当
番
県
に
つ
き
、
さ
い
た
ま
市
中
央
区
新
都
心
の
「
ラ
フ
レ

さ
い
た
ま
」
を
会
場
と
し
て
開
催
さ
れ
た
。

　

司
会
進
行
を
曽
根
原
正
宏
県
幹
事
長
が
務
め
、
ま
ず
、
井
上
久
県
副
本
部
長

に
よ
る
開
会
の
こ
と
ば
に
続
き
、
国
旗
儀
礼
・
神
宮
遙
拝
・
国
歌
斉
唱
の
後
、

高
橋
信
和
青
年
隊
副
隊
長
に
よ
る
宣
言･

綱
領
唱
和
が
行
わ
れ
た
。

　

次
い
で
、
中
山
高
嶺
県
本
部
長
に
よ
り
当
番
県
本
部
長
挨
拶
、
竹
本
佳
德
埼

玉
県
神
社
庁
副
庁
長
に
よ
り
当
番
県
神
社
庁
挨
拶
が
な
さ
れ
た
。
ま
た
、
来
賓

の
宮
崎
義
敬
神
道
政
治
連
盟
会
長
・
有
村
治
子
参
議
院
議
員
よ
り
祝
辞
を
頂
戴

し
た
。

　

次
に
議
事
に
移
り
、
中
山
県
本
部
長
が
議
長
と
な
り
、
議
事
が
進
め
ら
れ
た
。

最
初
に
、
小
間
澤
肇
中
央
本
部
事
務
局
長
よ
り
中
央
本
部
活
動
報
告
、
引
き
続

い
て
一
都
七
県
の
地
方
本
部
ご
と
に
活
動
状
況
報
告
、
全
体
会
議
と
し
て
は
次

期
衆
議
院
議
員
選
挙
対
策
に
つ
い
て
意
見
が
交
わ
さ
れ
た
。

　

休
憩
を
挟
み
、
田
尾
憲
男
神
道
政
治
連
盟
政
策
委
員
よ
り
時
局
問
題
を
中
心

に
基
調
講
演
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
後
の
意
見
交
換
も

予
定
の
閉
会
時
間
を
過
ぎ
る
ま
で
活
発
に
行
わ
れ
、

小
林
一
朗
県
副
本
部
長
の
閉
会
の
こ
と
ば
で
閉
じ
ら

れ
た
。

　

そ
の
後
会
場
を
移
し
て
懇
親
会
が
催
さ
れ
た
。
司

会
進
行
を
篠
田
宣
久
県
副
幹
事
長
が
務
め
、
開
宴
に

先
立
ち
中
山
県
本
部
長
の
挨
拶
に
続
き
、
来
賓
の
山

口
泰
明
衆
議
院
議
員
・
山
谷
え
り
子
参
議
院
議
員
・

関
口
昌
一
参
議
院
議
員
・
古
川
俊
治
参
議
院
議
員
か

ら
祝
辞
を
頂
戴
し
た
。
次
い
で
、
薗
田
稔
前
埼
玉
県

神
社
庁
長
の
発
声
で
乾
杯
と
な
り
、
和
や
か
な
歓
談

の
後
、
押
田
豊
埼
玉
県
神
社
庁
副
庁
長
の
中
締
め
の

こ
と
ば
で
閉
宴
と
な
っ
た
。
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平
成
二
十
一
年

六
月
十
八
日（
木
）

～
二
十
二
日（
月
）

の
五
日
間
、
熊
谷

市
の
八
木
橋
八
階

カ
ト
レ
ア
ホ
ー
ル

に
て
、
高
円
宮
憲

仁
親
王
殿
下
御
ゆ
か
り
の
品
々
で
綴
る
「
宮
さ
ま
の

思
い
出
展
」
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
宮
さ
ま
の
思
い
出

展
実
行
委
員
会
が
主
催
し
、
熊
谷
市
、
秩
父
市
、
熊

谷
市
教
育
委
員
会
、
埼
玉
県
神
社
庁
が
後
援
さ
れ
開

催
さ
れ
ま
す
。
高
円
宮
殿
下
は
、
平
成
十
四
年
十
一

月
に
四
十
七
歳
の
若
さ
で
薨
去
さ
れ
ま
し
た
が
、
殿

下
の
撮
影
さ
れ
た
お
写
真
、
殿
下
愛
用
品
、
殿
下
着

用
の
衣
冠
束
帯
、
同
妃
殿
下
着
用
の
十
二
単
、
ま
た

殿
下
は
国
内
外
に
広
く
知
ら
れ
た
根
付
け
収
集
家
で

も
あ
り
、
宮
様
愛
用
の
根
付
け
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が

展
示
さ
れ
ま
す
。

　

期　

日　

 

平
成
二
十
一
年
六
月
十
八
日
（
木
）
～

二
十
二
日
（
月
）

　

場　

所　

熊
谷
市
仲
町
七
四　

　
　
　
　
　

熊
谷　

八
木
橋　

八
階
カ
ト
レ
ア
ホ
ー
ル

　

時　

間　

平
日　

午
前
十
時
～
午
後
六
時
ま
で

　
　
　
　
　

 

土
曜
・
日
曜  

午
前
十
時
～
午
後
六
時

三
十
分
ま
で

　
　
　
　
　
（
最
終
日
は
五
時
に
て
終
了
）

　

入
場
料　

 

大
人　

三
〇
〇
円　

高
校
生
以
下
、
八

木
橋
友
の
会
、
身
障
者
の
方
は
無
料

　

四
月
十
三
日
の
定
例
総

会
に
お
い
て
、
山
田
禎
久

会
長
の
後
任
と
し
て
第

二
十
一
代
会
長
の
席
を
お

預
か
り
す
る
事
と
成
り
ま
し
た
。
身
に
あ
ま
る
光
栄

で
あ
り
ま
す
と
共
に
そ
の
責
任
の
重
さ
を
痛
感
し
、

身
の
引
き
締
ま
る
思
い
で
あ
り
ま
す
。
も
と
よ
り
浅

学
非
才
で
あ
り
、力
量
不
足
の
私
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

神
青
会
の
発
展
の
た
め
、
精
一
杯
務
め
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
の
で
、
先
輩
諸
兄
の
御
指
導
・
御
鞭
撻
を

賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

当
会
は
昨
年
度
創
立
五
十
五
年
の
佳
節
を
迎
え
ま

し
た
。
こ
の
五
十
五
年
を
顧
み
ま
す
と
歴
代
会
長
を

始
め
諸
先
輩
方
は
、
そ
の
時
代
に
斯
界
が
直
面
す
る

諸
問
題
と
真
剣
に
向
き
合
い
、
積
極
的
に
事
業
を
展

開
さ
れ
、
す
ば
ら
し
い
成
果
を
挙
げ
て
こ
ら
れ
ま
し

た
。
私
た
ち
が
今
日
、
こ
の
よ
う
な
良
い
環
境
で
活

動
で
き
ま
す
の
も
、
諸
先
輩
方
の
御
努
力
と
当
会
の

活
動
を
お
支
え
く
だ
さ
っ
た
方
々
の
お
陰
で
あ
り
ま

す
。
こ
こ
に
謹
ん
で
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

山
田
会
長
期
に
は
「
継
承
」
を
テ
ー
マ
に
掲
げ
て
、

様
々
な
事
業
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
と
く
に
自
然
豊
か

な
小
川
町
の
分
校
を
舞
台
に
行
わ
れ
ま
し
た
対
外
教

化
事
業
は
、
社
会
的
な
影
響
を
意
識
し
た
も
の
で
あ

り
、
会
員
は
も
と
よ
り
多
く
の
方
よ
り
支
持
さ
れ
た

事
業
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
倣
い
、
今
期
の
テ
ー

マ
を
「
再
生
」
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の

事
業
を
青
年
神
職
ら
し
く
真
摯
に
取
り
組
ん
で
参
り

た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

第
六
十
二
回
式
年
遷
宮
に
対
し
ま
し
て
は
、
遷
宮

特
別
推
進
室
を
設
置
し
て
、
啓
発
活
動
を
推
進
す
る

と
共
に
、
敬
神
崇
祖
を
基
軸
と
し
た
家
庭
祭
祀
の
復

興
を
主
眼
に
置
い
た
活
動
を
模
索
し
て
参
り
ま
す
。

　

現
在
、当
会
の
会
員
は
約
百
六
十
名
で
あ
り
ま
す
。

役
員
に
は
副
会
長
三
名
、
総
務
局
長
、
理
事
二
十
五

名
の
方
に
御
就
任
い
た
だ
き
ま
し
た
。活
動
の
企
画
・

運
営
は
、
事
業
企
画
部
、
研
修
部
、
事
業
発
信
部
、

遷
宮
特
別
推
進
室
の
三
部
一
室
が
主
体
と
な
り
行
っ

て
参
り
ま
す
。
各
事
業
に
参
加
し
て
く
だ
さ
っ
た
方

が
、
有
意
義
な
時
間
を
過
ご
せ
る
よ
う
役
員
一
丸
と

な
っ
て
努
め
て
参
り
ま
す
。
ま
た
、
当
会
の
活
動
を

通
し
て
、
会
員
が
お
互
い
に
理
解
を
深
め
合
い
、
自

己
研
鑽
を
積
み
、
そ
の
成
果
を
社
務
に
存
分
に
発
揮

し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
、
斯
界
興
隆
の
原
動
力
に
な

る
と
考
え
ま
す
の
で
、
一
人
で
も
多
く
の
会
員
の
皆

様
の
御
参
加
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

結
び
に
、
県
内
全
て
の
神
社
の
御
繁
栄
を
心
よ
り

お
祈
り
申
し
上
げ
ま
し
て
、
会
長
就
任
の
御
挨
拶
と

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

（
八
潮
市
八
条　

八
幡
神
社
禰
宜
）

高
円
宮
憲
仁
親
王
殿
下
御
ゆ
か
り
の
品
々
で
綴
る

　
宮
さ
ま
の
思
い
出
展

埼
玉
県
神
道
青
年
会
会
長
就
任
挨
拶

会
長　

高　

橋　

信　

和
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わ
た
し
た
ち
の
住
ん
で
い
る

近
く
の
神
社
の
写
真
を
撮
ろ
う

 

福　

井　

千　

秋

　
『
子
供
た
ち
に
夢
と
元
気
を
与
え
る
た
め
の
事
業
』

の
第
二
段
階
と
し
て
企
画
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
こ

の
企
画
は
、
あ
く
ま
で
も
写
真
の
善
し
悪
し
を
問
う

も
の
で
は
な
く
、
近
く
の
神
社
に
足
を
運
ん
で
も
ら

う
た
め
の
も
の
で
す
。そ
し
て
、一
緒
に
写
真
を
撮
っ

て
頂
き
、
さ
ら
に
、
お
社
や
遷
宮
に
つ
い
て
語
っ
て

頂
け
た
ら
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
皆
様
の
御
理
解
と

御
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。　
（
教
化
事
業
部
長
）

平成21年 写真コンテスト 応募票
ふりがな
氏　　名

住　　所
ＴＥＬ　　　　－　　　　－

学 校 名

作 品 名

場所撮影日時 平成　  年　  月　  日 神社名

うら面に感想を書いてください！

〒　　　－

年齢
才

キリトリセン

神主さんとの写真、神社の杜、お祭り、風景等

埼玉県内の近くの神社（お祭り）で撮影した未発表の
ものに限ります（平成20年10月以降に撮影したもの）
埼玉県在住の小学生、中学生、高校生
（ご家族の方を含みます）
応募作品は、郵送するか、または近くの神社にお持ちください。
応募票に必要事項を必ず記入のうえ、申し込みください。
カラープリントＬ判または２Ｌ判
カメラ付き携帯電話を含むデジタルカメラ作品は
現像焼付けしたもののみ可
デジタルプリント可（画像加工不可）
平成21年９月30日必着
埼玉県神社庁長賞　4作品
御神米・三峰神社参拝宿泊ご招待（1組は4名様まで）
※応募者全員に神話カレンダーをさしあげます。
平成21年11月中旬
埼玉県神社庁ホームページで発表
入選作品は、埼玉県内の神社において展示予定
１．応募作品の返却はしません
２．入賞作品は求めに応じてネガ（データ）を提出していただ
　　く場合もあります
３．入賞作品の版権は埼玉県神社庁に帰属します
４．応募点数の制限はありません
５．ご記入いただいた個人情報は応募の確認及び賞品の発送
　　以外での使用はいたしません。なお、作品展示の際は
　　氏名及び市町村名または学校名を発表させていただきます

写真コンテスト

子供たちに夢と元気を
与えるための事業

応  募  要  項

題　材

応募者

応募方法

サイズ

締切り

賞 品

発 表

展 示

その他

http://www.saitama-jinjacho.or.jp/
埼玉県神社庁

ＵＲＬ

主　催

〒330-0803　埼玉県さいたま市大宮区高鼻町１-407
埼玉県神社庁内「写真コンテスト」係　電話 048-643-3542

いっしょに
写真を
とろう！

送り先・問い合わせ

私
た
ち
の
住
ん
で
い
る

もり

神
社
庁
研
修
所
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

左
記
の
日
程
で
研
修
会
を
開
催
致
し
ま
す
。
詳
し
く
は
神

社
庁
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

・
直
階
検
定
講
習
会
（
東
京
都
神
社
庁
主
催
）

　

七
月
二
十
七
日
（
月
）
～
八
月
二
十
二
日
（
土
）

於　

東
京
都
神
社
庁

・
初
任
神
職
研
修
【
学
科
】　

八
月
五
日
（
水
）
～
七
日
（
金
）

於　

寶
登
山
神
社

【
祭
式
】　

八
月
二
十
五
日
（
火
）

於　

箭
弓
稲
荷
神
社

・
中
堅
神
職
研
修（
甲
）　

八
月
十
七
日（
月
）～
二
十
一
日（
金
）

於　

明
治
神
宮

所
作
を
終
え
、
御
田
植
神
事
を
始
め
る
。
稲
作
の
一

連
農
作
業
を
模
擬
的
に
行
な
っ
た
後
、
豊
作
を
予
祝

す
る
餅
蒔
き
を
行
な
い
終
了
と
な
る
。

　

田
植
祭
そ
の
も
の
は
、
全
国
の
田
園
地
帯
平
野
部

に
多
い
の
で
あ
る
が
、
県
内
で
は
な
ぜ
、
県
南
平
野

部
に
な
く
山
間
の
秩
父
地
方
に
伝
わ
る
か
は
定
か
で

な
い
。
お
そ
ら
く
秩
父
地
方
が
関
東
の
平
野
部
に
先

立
っ
て
開
拓
さ
れ
た
そ
の
歴
史
の
古
さ
が
窺
え
、
二

社
の
歴
史
、
更
に
は
田
植
神
事
の
古
さ
を
物
語
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
う
し
た
文
化
遺
産
を
い
か
に
後
世
に
正
し
く
伝

え
残
し
て
い
く
か
が
課
題
で
あ
る
。
今
後
も
、
夫
々

の
保
護
団
体
並
び
に
当
該
神
社
の
責
務
と
し
て
、
氏

子
崇
敬
者
の
更
な
る
理
解
と
協
力
を
願
う
も
の
で
あ

る
。

（
秩
父
神
社
禰
宜
・
椋
神
社
宮
司
）

　

去
る
三
月
十
七
日
秩
父
市
内
に
鎮
座
す
る
「
秩
父

神
社
御
田
植
祭
」
並
び
に
「
上
蒔
田
椋
神
社
御
田
植

祭
」
が
埼
玉
県
の
無
形
民
俗
文
化
財
と
し
て
指
定
を

受
け
た
。

　

両
社
と
も
古
い
歴
史
を
有
し
、
春
の
農
作
業
に
先

立
ち
、
そ
の
年
の
稲
の
豊
作
を
祈
願
し
て
行
な
わ
れ

る
行
事
と
し
て
、
三
月
三
日
（
椋
神
社
）、
四
月
四

日
（
秩
父
神
社
）
夫
々
に
境
内
に
注
連
縄
を
張
り
巡

ら
し
、
水
田
に
見
立
て
て
苗
代
作
り
か
ら
田
植
ま
で

の
稲
作
作
業
を
模
擬
的
に
行
な
っ
て
い
る
。

　

秩
父
神
社
で
は
市
内
の
今
宮
神
社
へ
、
椋
神
社
で

は
す
ぐ
裏
手
に
あ
り
水
源
と
さ
れ
る
丹
生
神
社
へ
水

乞
い
の
後
、
拝
殿
に
お
い
て
神
職
に
よ
る
坪
割
り
の

御
田
植
祭
の
県
文
化
財
指
定
報
告

新　

井　

直　

行

椋神社

秩父神社
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3
･
9　

神
社
庁
研
修
所
主
任
講
師
研
究
会

　
　
　
　
　

中
山
主
任
講
師
出
席�

於　

神
社
本
庁

3
･
9
～
10　

神
宮
大
麻
頒
布
奉
仕
者
研
修
会

　
　
　
　
　
　
　

朝
日（
達
）他
総
代
一
名
出
席�

於　

神
宮
道
場
他

3
･
10
～
11　

 
一
都
七
県
神
政
連
本
部
長
・
幹
事
長
・
事
務
局
長
会

　

中
山
本
部
長
他
出
席

於　

新
都
心
「
ラ
フ
レ
さ
い
た
ま
」

3
･
11　

浄
階
・
一
級
授
与
式�

於　

神
社
本
庁

　
　
　
　

神
社
庁
祭
式
講
師
打
合
会
・
祭
儀
研
究
部
小
委
員
会

於　

神
社
庁

　
　
　
　

大
里
支
部
研
修
会　

三
十
一
名
受
講�

於　

熊
谷
「
高
城
記
念
館
」

3
･
12　

遷
宮
奉
賛
会
評
議
委
員
会
・
神
社
庁
長
懇
話
会
他

　
　
　
　
　

中
山
庁
長
出
席�
於　

Ｇ
Ｐ
Ｈ
新
高
輪

3
･
13　

神
社
庁
長
会
・
皇
室
普
及
委
員
会

　
　
　
　
　

中
山
庁
長
・
前
原
参
事
出
席�

於　

神
社
本
庁

　
　
　
　

庁
報
編
集
委
員
会
・
教
化
研
修
部
会
・
教
化
事
業
部
会
・

祭
儀
研
究
部
会
・
神
社
実
務
部
会�

於　

神
社
庁

3
･
17　

神
社
庁
協
議
員
会
・
県
神
政
連
代
議
員
会
・
身
分
伝
達

式�

於　

大
宮
「
清
水
園
」

3
･
19　

祭
儀
研
究
部
会�

於　

神
社
庁

　
　
　
　

教
化
委
員
会
正
副
部
長
会�

於　

大
宮
「
じ
ゅ
ら
く
」

3
･
24
～
25　

神
社
振
興
対
策
教
化
モ
デ
ル
神
社
研
究
会

　
　
　
　
　
　
　

林
・
田
島
出
席�

於　

神
社
本
庁

3
･
25　

神
社
振
興
対
策
教
化
研
修
会

　
　
　
　
　

田
島
・
武
田
受
講�

於　

神
社
本
庁

3
･
26
～
27　

一
都
七
県
神
社
庁
事
務
担
当
者
会
議

　
　
　
　
　
　
　

前
原
参
事
他
職
員
出
席

於　

静
岡
県
「
葛
城
北
の
丸
」

4
･
2　

県
総
代
会
監
査
会
・
役
員
会
・
評
議
員
会
・
支
部
長
懇

話
会

　
　
　
　
　

中
山
庁
長
・
井
上
会
長
他
出
席

�

於　

大
宮
「
清
水
園
」

　
　
　
　

番
町
政
策
研
究
所
躍
進
の
集
い

　
　
　
　
　

中
山
庁
長
・
前
原
参
事
出
席�

於　

Ｇ
Ｐ
Ｈ
赤
坂

4
･
6　

教
化
事
業
部
会
・
神
社
実
務
部
会�

於　

神
社
庁

4
･
8　

三
峯
神
社
例
祭　
　

武
田
録
事
参
列

4
･
10　

天
皇
皇
后
両
陛
下
御
大
婚
五
十
年
を
お
祝
い
す
る
集
い

　
　
　
　
　

前
原
参
事
出
席�

於　

憲
政
記
念
館

4
･
13　

清
和
政
策
研
究
会
懇
親
の
集
い

　
　
　
　
　

中
山
庁
長
・
前
原
参
事
出
席�

於　

Ｇ
Ｐ
Ｈ
赤
坂

4
･
14　

教
化
研
修
部
会�

於　

神
社
庁

4
･
15　

庁
報
編
集
会
議
・
祭
儀
研
究
部
会�

於　

神
社
庁

4
･
16　

埼
宗
連
理
事
会　
　

　
　
　
　
　

宮
澤
主
事
出
席�

於　

浦
和
「
埼
佛
会
館
」

　
　
　
　

神
社
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
委
員
会�

於　

神
社
庁

4
･
16
～
20　

第
八
十
回
中
堅
神
職
研
修
（
丙
）　

　
　
　
　
　
　
　

水
宮
（
基
）
受
講�

於　

神
宮
道
場

4
･
17　

東
京
大
神
宮
例
祭　
　

中
山
庁
長
参
列

4
･
20　

本
庁
評
議
員
一
都
七
県
の
会

　
　
　
　
　

中
山
庁
長
他
出
席�

於　

明
治
記
念
館

　
　
　
　

教
化
委
員
会
総
会�

於　

大
宮
「
清
水
園
」

4
･
16
～
20　

第
八
十
一
回
中
堅
神
職
研
修
（
丁
）

　
　
　
　
　
　
　

青
木
（
誉
）
受
講�

於　

神
宮
道
場

4
･
23　

靖
国
神
社
春
季
例
祭　
　

中
山
庁
長
参
列

　
　
　
　

神
青
協
創
立
六
十
周
年
記
念
大
会　

　
　
　
　
　

中
山
庁
長
・
武
田
録
事
出
席�

於　

Ｇ
Ｐ
Ｈ
赤
坂

4
･
25　

天
皇
陛
下
御
即
位
二
十
年
奉
祝
埼
玉
委
員
会
発
足
式

　
　
　
　
　

中
山
庁
長
他
出
席�

於　

浦
和
「
共
済
会
館
」

4
･
26　

石
清
水
八
幡
宮
本
殿
遷
座
祭　

中
山
庁
長
参
列

4
･
27　

神
社
庁
役
員
・
支
部
事
務
担
当
者
会

�

於　

大
宮
・
氷
川
神
社

5
･
10　

解
脱
会
春
季
大
祭　
　

中
山
庁
長
参
列

5
･
12　

入
間
支
部
定
期
総
会　

　
　
　
　
　

前
原
参
事
出
席�

於　

川
越
「
氷
川
会
館
」

5
･
13　

情
報
部
会�

於　

神
社
庁

5
･
15　

教
化
研
修
部
会�

於　

神
社
庁

任
免
辞
令　
　
　
　
　
　
　
　

任4
･
１　

新
藤　

照
久　
　

（新）　

氷
川
神
社
権
禰
宜�

（
北
足
立
）

　
　
　
　

濵
中　

貴
文　
　

（新）　

調
神
社
権
禰
宜�

（
北
足
立
）

　
　
　
　

川
村　

有
史　
　

（新）　

氷
川
神
社
権
禰
宜�

（
北
足
立
）

　
　
　
　

榊
原　

廣
成　
　

（本）　

野
々
宮
神
社
外
一
社
宮
司

�

（
入
間
）

　
　
　
　

榊
原　

祥
光　
　

（兼）　

氷
川
神
社
外
九
社
宮
司

�
（
入
間
）

　
　
　
　

西
村　

幸
将　
　

（新）　

出
雲
祝
神
社
禰
宜�
（
入
間
）

　
　
　
　

松
岡　
　

崇　
　

（本）　

萩
日
吉
神
社
宮
司
外
一
社
禰
宜�

�

（
比
企
）

庁

務

日

誌

抄

　
　
　
　

松
岡　
　

緑　
　

（本）　

萩
日
吉
神
社
外
二
社
禰
宜

�

（
比
企
）

　
　
　
　

田
所　

常
行　
　

（兼）　

八
幡
神
社
外
一
社
宮
司

�

（
大
里
）

　
　
　
　

神
島　
　

歩　
　

（兼）　

神
明
社
外
一
社
禰
宜�

（
大
里
）

　
　
　
　

馬
場　

裕
彦　
　

（本）　

久
伊
豆
神
社
外
十
九
社
宮
司

�

（
南
埼
玉
）

　
　
　
　

鈴
木　

優
斗　
　

（新）　

久
伊
豆
神
社
権
禰
宜

�

（
南
埼
玉
）

　
　
　
　

梅
林
寺　

齋　
　

（本）　

上
高
野
神
社
宮
司�

（
北
葛
飾
）

5
･
15　

宮
澤　

和
子　
　

（新）　

白
鳥
神
社
権
禰
宜�

（
比
企
）

　
　
　
　

田
島　

英
司　
　

（新）　

赤
城
大
神
社
禰
宜�

（
秩
父
）

名
誉
宮
司
称
号
授
与

4
･
22　

野
々
宮
高
成　
　
　
　

野
々
宮
神
社
名
誉
宮
司（
入
間
）

　
　
　
　

松
岡　

正
枝　
　
　
　

萩
日
吉
神
社
名
誉
宮
司（
比
企
）

　
　
　
　

馬
場　

大
麿　
　
　
　

久
伊
豆
神
社
名
誉
宮
司（南

埼
玉
）

本
務
替

3
･
31　

松
岡　

正
枝　
　

（新）　

春
日
神
社
宮
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（旧）　

萩
日
吉
神
社
宮
司

4
･
１　

原　
　

泰
明　
　

（新）　

八
幡
神
社
禰
宜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（旧）　

高
麗
神
社
権
禰
宜

転
入

４
・
１　

清
水
大
衣
希　
　

（新）　

国
渭
地
祇
神
社
禰
宜 

（
入
間
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（旧）　

松
戸
神
社
権
禰
宜�

（
千
葉
県
）

転
任

3
･
31　

髙
山　

岳
人　
　

（本）　

三
峰
神
社
権
禰
宜�

（
秩
父
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
野
県
戸
隠
神
社
へ
転
任

免3
･
31　

渡
邊　

広
太　
　

（本）　

氷
川
神
社
権
禰
宜　
（
北
足
立
）

　
　
　
　

野
々
宮
高
成　
　

（本）　

野
々
宮
神
社
外
一
社
宮
司

　
（
入
間
）

　
　
　
　

榊
原　
　

茂　
　

（兼）　

氷
川
神
社
外
九
社
宮
司（

入
間
）

　
　
　
　

西
村　

真
美　
　

（本）　

出
雲
祝
神
社
禰
宜�

（
入
間
）

　
　
　
　

浅
賀　

寿
仁　
　

（兼）　

野
々
宮
神
社
外
一
社
禰
宜

　
　
　
（
入
間
）

　
　
　
　

松
岡　

正
枝　
　

（兼）　

萩
日
吉
神
社
宮
司�

（
比
企
）

　
　
　
　

青
木
め
ぐ
み　
　

（本）　

両
神
神
社
禰
宜�

（
秩
父
）

　
　
　
　

小
柴　
　

清　
　

（兼）　

八
幡
神
社
外
一
社
宮
司�（
大
里
）

　
　
　
　

馬
場　

大
麿　
　

（本）　

久
伊
豆
神
社
外
十
九
社
宮
司

�

（
南
埼
玉
）
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こ の 庁 報 は 再 生 紙 を 使 用 し て い ま す

　

当
所
は
、
か
つ
て
騎
西
領
成
田
郷
と
呼
ば
れ
、
中
世
・
戦
国
時
代
と
忍
城
主
で
あ
っ
た
成
田
氏
の
本

貫
地
で
あ
っ
た
。
上
之
村
の
地
名
も
、
成
田
上
村
と
称
し
て
い
た
の
を
成
田
氏
が
忍
に
移
っ
た
あ
と
、

｢

成
田｣

の
呼
び
名
を
は
ば
か
っ
て
「
御お

　
か
み
　
の
　
む
ら

上
之
村
」
と
呼
ん
で
い
た
が
、
天
正
の
頃
か
ら
は
「
上
之
村
」

と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

当
社
は
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
に
現
在
の
「
上
之
村
神
社
」
に
改
称
す
る
ま
で
は
、「
久
伊
豆

大
明
神
」
と
、「
雷
電
大
権
現
（
現
摂
社
、大
雷
神
社
）」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、通
称
で
は
「
雷

電
様
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
、
古
く
か
ら
大
雷
神
社
に
対
す
る
病
魔
・
雨
乞
い
・
作
神
の
信
仰
が
あ
り
、

県
北
を
中
心
に
雷
電
講
が
組
織
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
応
永
年
中
（
一
三
九
四
～
一
四
二
八
）、
成
田
家
時
が
葦
毛
の
馬
に
乗
り
、
館
の
東
方
の
森

に
あ
る
祠
の
前
を
通
り
過
ぎ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
馬
が
急
に
は
ね
て
落
馬
し
た
。
こ
れ
ま
で
戦
場
に

お
い
て
も
落
馬
し
た
こ
と
が
な
く
、
馬
も
名
馬
で
あ
っ
た
の
で
、
あ
る
い
は
神
の
祟
り
か
と
思
い
、
こ

の
祠
の
由
緒
を
古
老
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
正
面
は
久
伊
豆
大
明
神
、
東
向
き
は
雷
電
大
権
現
、
祭
神
の

別
雷
命
は
葦
毛
の
駒
に
乗
ら
れ
る
の
で
、
氏
子
が
葦
毛
の
馬
に
乗
れ
ば
神
罰
が
あ
り
、
他
国
の
者
で
も

神
前
を
通
れ
ば
必
ず
咎
を
受
け
る
と
答
え
た
。
家
時
は
、
神
威
を
恐
れ
て
、
こ
の
葦
毛
の
馬
を
神
馬
と

し
て
奉
納
し
、
社
殿
を
造
ら
せ
、
神
社
の
前
に
土
塁
を
築
き
、
直
接
、
社
前
を
馬
で
通
れ
な
い
よ
う
に

し
た
と
い
う
。

　

今
も
境
内
正
面
を
遮
る
形
で
、
往
時
の
ま
ま
に
五
十
㍍
の
土
塁
（
写
真
左
）
が
残
る
。
か
つ
て
は
ク

ロ
マ
ツ
の
並
木
と
な
っ
て
い
た
が
、
今
は
数
本
の
名
残
を
残
す
の
み
と
な
っ
て
い
る
。

　
『
増
補
忍
名
所
図
会
』
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
の
「
久
伊
豆
神
社
」
の
項
に
は
、「
松
杉
繁
茂
し
て

森
然
た
る
神
祠
な
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
か
つ
て
の
よ
う
な
大
木
は
減
っ
た
と
い
い
な
が
ら
も
、

か
な
り
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
で
も
当
社
の
大
き
な
杜
が
認
識
で
き
る
。

約
一
・
三
㌶
の
林
相
は
、
ク
ロ
マ
ツ
・
ス
ギ
・
ク
ス
ノ
キ
で
構
成
さ
れ
、
ほ
か
に
も
ケ
ヤ
キ
・
シ
イ

な
ど
多
く
の
樹
種
も
見
ら
れ
る
。

埼
玉
の
社
叢

上か
み

之の

村む
ら

神
社

熊
谷
市
上
之
一
六


