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國
學
院
大
學
の
藤
本
で
す
。
ど
う
ぞ
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま

す
。先

ほ
ど
田
所
先
生
か
ら
の
お
話
も
あ
り
ま
し
た
が
、
か
つ
て
、
ご
縁
が

あ
り
ま
し
て
田
所
先
生
が
当
時
勤
務
さ
れ
て
い
た
野
田
市
の
公
民
館
に
お

伺
い
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
て
、
今
回
こ
う
い
っ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
先

生
と
ご
一
緒
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
洵
に
あ
り
が
た
く
、
嬉
し
く
思
っ

て
お
り
ま
す
。

さ
て
、
近
代
日
本
の
社
会
教
育
を
ど
う
考
え
る
か
。
こ
の
点
、
私
自
身

は
社
会
教
育
の
研
究
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
神
道
学
の
立
場
か
ら
、

神
社
・
神
職
と
近
代
と
い
う
も
の
と
社
会
教
育
と
の
兼
ね
合
い
で
ど
う
位

置
付
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
の
を
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
あ
た
り
、
考

え
て
ま
い
り
ま
し
た
。
田
所
先
生
の
レ
ジ
ュ
メ
の
中
に
あ
り
ま
し
た
け
れ

ど
も
、
宮
原
誠
一
先
生
が
社
会
教
育
の
本
質
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
社
会

教
育
と
い
う
言
葉
を
単
純
に
学
校
と
い
う
公
立
私
立
の
教
育
機
関
に
よ
ら

な
い
教
育
活
動
と
い
う
こ
と
で
用
い
る
な
ら
ば
、
教
育
の
原
初
形
態
は
ま

さ
に
社
会
教
育
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で

は
近
代
的
な
学
校
教
育
と
か
社
会
教
育
の
制
度
が
整
う
ま
で
の
部
分
で

の
、
江
戸
時
代
か
ら
の
い
わ
ゆ
る
寺
子
屋
と
か
い
ろ
い
ろ
あ
る
も
の
、
通

俗
教
育
と
言
わ
れ
る
も
の
の
側
面
か
ら
社
会
教
育
と
か
学
校
教
育
っ
て
い

う
も
の
が
発
達
し
て
い
く
間
の
部
分
で
の
神
社
、
神
職
の
役
割
と
い
う
こ

と
を
中
心
に
お
話
し
す
れ
ば
、
田
所
先
生
か
ら
も
お
話
が
あ
っ
た
「
上
か

ら
」
の
社
会
教
育
、「
下
か
ら
」
の
社
会
教
育
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
民

衆
史
と
し
て
の
社
会
教
育
と
か
、
あ
る
い
は
支
配
層
っ
て
い
う
言
葉
も
あ

り
ま
し
た
が
、「
上
か
ら
」「
下
か
ら
」
の
社
会
教
育
と
い
う
双
方
の
間

で
、
社
会
教
化
と
い
う
言
葉
も
含
め
て
、
神
社
・
神
職
と
の
兼
ね
合
い
の

中
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
で
は
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
点
を
踏
ま
え
て

近
代
の
社
会
教
育
と
神
社
・
神
職
に
つ
い
て

藤 

本　

頼 

生
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お
話
し
す
れ
ば
、
田
所
先
生
の
お
話
と
も
少
し
リ
ン
ク
す
る
話
に
な
っ
て

く
る
の
か
な
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。

江
戸
期
の
通
俗
教
育
か
ら
国
民
教
化
と
呼
ば
れ
る
時
代
、
あ
る
い
は
社

会
教
化
、
社
会
教
育
、
学
校
教
育
、
い
わ
ゆ
る
教
育
っ
て
い
う
も
の
を
ど

う
考
え
る
か
と
い
う
話
も
先
ほ
ど
田
所
先
生
の
お
話
の
中
に
も
あ
り
ま
し

た
が
、
教
育
・
教
化
と
の
兼
ね
合
い
の
中
で
神
社
や
神
職
っ
て
い
う
も
の

が
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
窺
お
う
と
す
る
と
、
特

に
明
治
初
期
の
様
相
か
ら
大
正
期
、
昭
和
の
初
期
、
さ
ら
に
は
現
代
ま
で

時
期
を
広
げ
て
お
話
し
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
欲
張
り

で
す
が
、
そ
の
よ
う
な
形
で
近
代
の
中
に
お
け
る
社
会
教
育
の
問
題
と
い

う
も
の
を
考
え
て
み
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

そ
の
な
か
で
、
今
日
の
話
の
中
心
に
な
る
の
は
、
明
治
初
期
の
い
わ
ゆ

る
国
民
教
化
運
動
と
言
わ
れ
る
も
の
で
す
。
特
に
大
教
宣
布
運
動
と
の
兼

ね
合
い
で
す
。
政
府
が
任
命
し
た
宣
教
使
や
教
導
職
の
活
動
に
も
社
会
教

育
と
の
関
わ
り
が
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
も
思
っ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
辺

が
メ
イ
ン
に
な
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
明
治
末
期
の
神
社
整
理
と

社
会
教
育
、
社
会
教
化
の
問
題
、
こ
れ
も
大
事
で
す
。
社
会
事
業
と
の
兼

ね
合
い
と
い
う
点
で
も
、
私
自
身
、
神
道
の
社
会
事
業
史
を
中
心
に
研
究

し
て
き
ま
し
た
の
で
、
そ
う
い
っ
た
問
題
と
も
リ
ン
ク
し
た
お
話
が
で
き

れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
加
え
て
、
大
正
期
の
神
社
と
社
会
教
育
、
社
会

活
動
と
の
兼
ね
合
い
の
中
で
、
社
会
事
業
と
も
関
わ
り
が
あ
る
の
で
す

が
、
神
社
、
神
職
の
活
動
に
も
少
し
触
れ
て
み
た
い
と
い
う
ふ
う
に
思
っ

て
い
ま
す
。
併
せ
て
現
代
、
戦
後
の
社
会
教
育
と
神
社
、
神
職
と
の
兼
ね

合
い
に
つ
い
て
も
、
少
し
数
値
的
な
も
の
に
も
触
れ
な
が
ら
お
話
を
で
き

れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ま
ず
、
神
社
、
神
職
に
お
け
る
社
会
教
育
事
業
の
黎
明
期
に
あ
た
る
、

「
三
条
の
教
則
」
と
大
教
宣
布
運
動
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま

す
。
い
わ
ゆ
る
社
会
教
育
の
歴
史
の
中
で
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
こ

の
問
題
は
国
民
教
化
と
か
通
俗
教
化
、
あ
る
い
は
通
俗
教
育
に
属
す
る
も

の
で
あ
り
、
純
粋
な
社
会
教
育
事
業
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
思

わ
れ
る
部
分
も
あ
り
ま
す
が
、
先
程
述
べ
た
宮
原
誠
一
先
生
の
『
社
会
教

育
の
本
質
』
と
い
う
書
に
も
あ
る
通
り
、
社
会
教
育
の
定
義
を
考
え
る
際

に
、
学
校
と
い
う
教
育
機
関
に
よ
ら
な
い
教
育
活
動
と
い
う
ふ
う
に
捉
え

ま
す
と
、
明
治
前
期
の
神
職
や
僧
侶
を
中
心
に
な
さ
れ
た
国
民
教
化
の
活

動
で
あ
る
大
教
宣
布
運
動
と
い
う
の
は
社
会
教
育
の
一
端
に
含
ま
れ
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
運
動
は
、
学
制
の
発
布
と

ほ
ぼ
同
時
期
に
行
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
こ
の
社
会
教
育
と
国
民
教
化
運

動
と
の
兼
ね
合
い
に
つ
い
て
は
、
故
人
で
す
が
、
生
前
、
奈
良
県
の
長
尾

神
社
宮
司
で
、
大
阪
府
立
大
学
教
授
に
て
社
会
教
育
の
研
究
者
と
し
て
も

著
名
で
あ
っ
た
吉
川
正
通
先
生
が
藤
原
英
男
先
生
の
編
ん
だ
『
社
会
教
育

論
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）
の
第
五
章
に
教
科
書
的
な
記
述
論
な
ん
で
す

が
「
近
代
日
本
の
社
会
教
育
の
歩
み
」
と
い
う
論
考
を
書
か
れ
て
お
り
ま

し
て
、
吉
川
先
生
は
、
近
代
的
学
校
教
育
制
度
が
組
織
さ
れ
、
そ
れ
に
対

す
る
も
の
と
し
て
の
社
会
教
育
が
民
衆
の
自
覚
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
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く
歴
史
的
経
緯
こ
そ
、
社
会
教
育
の
歩
み
を
考
え
る
上
で
の
一
つ
の
視
点

で
あ
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
吉
川
先
生
は
、
特
に
明
治
前
期

の
教
導
職
に
よ
る
大
教
宣
布
運
動
は
、
国
民
教
化
や
社
会
教
化
の
視
点
が

強
い
と
は
い
え
ど
も
、
こ
う
い
っ
た
も
の
を
見
て
い
く
こ
と
も
社
会
教
育

の
研
究
の
一
端
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
私
は
、
そ

の
意
味
で
は
吉
川
先
生
の
示
唆
を
あ
ら
た
め
て
今
一
度
考
え
直
し
て
み
る

の
も
、
社
会
教
育
と
神
社
・
神
職
と
の
近
代
に
お
け
る
活
動
の
一
端
を
探

る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
特
に
近
代
の
初
め

に
お
い
て
、
明
治
維
新
政
府
が
王
政
復
古
の
大
号
令
の
下
、
世
の
中
が
大

き
く
変
わ
り
ま
し
た
。
今
ま
で
い
わ
ゆ
る
形
骸
化
し
て
い
て
も
律
令
制
度

の
下
に
あ
っ
た
日
本
、
徳
川
将
軍
家
に
よ
る
江
戸
幕
府
と
い
う
も
の
が
な

く
な
っ
て
新
し
く
政
府
が
治
め
る
中
央
集
権
の
国
家
と
い
う
も
の
が
出
来

上
が
る
と
い
う
形
の
中
で
、
社
会
が
様
々
変
わ
っ
て
い
く
と
い
う
様
相
の

下
、
改
め
て
祭
政
一
致
の
国
家
と
し
て
日
本
と
い
う
国
が
あ
る
ん
だ
ぞ
と

い
う
こ
と
を
伝
え
て
い
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た
中

で
政
府
の
部
局
と
し
て
は
、
神
祇
省
か
ら
教
部
省
と
組
織
的
に
は
統
括
組

織
が
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
神
職
や
僧
侶
を
中
心
と
し
て
任
命

し
た
教
導
職
に
そ
の
役
割
を
委
ね
て
一
大
国
民
教
化
運
動
と
い
う
形
で
成

し
た
こ
の
活
動
を
取
り
上
げ
て
い
く
っ
て
い
う
の
は
、
や
は
り
社
会
教
育

の
歩
み
を
考
え
る
上
で
の
一
つ
の
視
点
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
も
思
う
わ

け
な
ん
で
す
ね
。

そ
れ
で
は
、
実
際
に
神
仏
の
教
導
職
が
何
を
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ

と
で
す
が
、
明
治
二
年
の
三
月
に
政
府
が
教
導
取
調
局
と
い
う
神
道
の
宣

布
の
た
め
の
部
署
を
設
け
て
、
あ
ら
た
め
て
大
教
、
本
教
と
も
呼
ば
れ
た

神
道
の
こ
と
も
含
め
て
、
あ
ら
た
め
て
皇
室
を
中
心
と
し
た
国
の
か
た
ち

を
ど
う
い
う
ふ
う
に
教
え
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
き
ま
す
。

そ
の
上
で
、
当
初
は
宣
教
使
と
い
う
役
職
を
設
け
て
、
こ
れ
を
神
祇
官
に

お
い
て
官
吏
と
し
て
任
命
し
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
社
会
教
育
活
動
を

行
っ
て
い
く
上
に
お
い
て
は
、
こ
の
宣
教
使
だ
け
で
は
、
結
局
全
国
的
に

動
け
る
手
足
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
付
く
ん
で
す
ね
。
そ
こ
で
、
明
治

三
年
に
「
大
教
宣
布
の
詔
」
を
発
し
て
、
神
代
か
ら
の
惟
神
の
道
を
教
え

る
と
い
う
こ
と
で
宣
教
使
の
活
動
を
開
始
し
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
全

然
目
的
が
達
成
で
き
な
い
。
結
果
、
明
治
五
年
に
神
祇
省
を
廃
止
し
て
教

部
省
を
置
い
て
、
三
条
の
教
則
（
あ
る
い
は
三
条
の
教
憲
）
を
示
し
て
、

教
導
職
と
い
う
役
職
を
新
た
に
設
け
て
全
国
の
神
職
や
僧
侶
を
中
心
に
任

命
し
、
国
民
教
化
を
神
職
、
僧
侶
を
中
心
に
委
ね
る
と
い
う
形
に
な
っ
て

い
く
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

組
織
的
な
活
動
の
流
れ
と
し
て
は
、
ま
ず
、
明
治
六
年
に
中
央
に
大
教

院
を
設
置
し
ま
す
。
当
初
、
千
代
田
区
の
紀
尾
井
町
に
設
置
さ
れ
た
わ
け

で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
後
に
芝
の
増
上
寺
の
ほ
う
に
移
転
し
ま
す
。
そ

し
て
、
大
教
院
の
も
と
に
各
府
県
に
中
教
院
、
中
教
院
の
下
に
各
地
に
小

教
院
が
設
け
ら
れ
ま
す
。
府
県
レ
ベ
ル
、
実
際
は
旧
藩
の
レ
ベ
ル
で
す
け

れ
ど
も
中
教
院
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
島
根
県
で
す
と
、
出
雲
と
石
見
、

も
と
も
と
二
つ
の
国
に
分
か
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
島
根
県
で
は
石
見
地
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域
に
も
中
教
院
が
置
か
れ
ま
す
。
中
教
院
の
も
と
に
全
国
各
地
の
神
社
や

寺
院
に
小
教
院
が
置
か
れ
ま
す
が
、
こ
の
小
教
院
に
つ
い
て
は
、
現
在
で

も
例
え
ば
埼
玉
県
の
秩
父
に
鎮
座
す
る
三
峯
神
社
に
は
、
小
教
院
と
し
て

使
わ
れ
た
建
物
そ
の
も
の
が
残
っ
て
い
ま
す
。
今
で
も
神
社
で
そ
う
い
っ

た
小
教
院
レ
ベ
ル
の
建
物
が
残
存
し
て
い
る
所
も
実
際
に
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
教
導
職
は
一
四
級
に
わ
か
れ
て
い
て
、
大
教
正
や
中
教
正
な
ど
六
級

以
上
の
教
正
職
は
教
部
省
か
ら
直
接
任
命
さ
れ
ま
し
た
。
教
正
職
は
各
宗

の
管
長
を
は
じ
め
と
し
て
、
神
官
、
僧
侶
の
有
力
者
が
任
命
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
大
教
院
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
実
は
神
仏
分
離
で
非

常
に
苦
境
に
立
た
さ
れ
て
い
た
仏
教
僧
側
か
ら
の
発
意
の
側
面
も
あ
っ

て
、
神
道
的
な
教
化
の
側
面
ば
か
り
が
こ
の
教
導
職
の
活
動
に
は
注
目
さ

れ
が
ち
で
、
国
民
教
化
、
大
教
宣
布
と
い
う
こ
と
で
神
道
の
復
興
み
た
い

な
形
で
言
わ
れ
が
ち
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
一
方
で
神
道
、
仏
教
、
漢

学
、
洋
学
を
含
め
て
学
問
の
講
習
機
関
と
い
う
形
で
も
大
教
院
を
使
っ
て

い
こ
う
と
い
う
仏
教
僧
側
の
意
向
、
活
動
と
い
う
こ
と
も
実
際
、
大
教
院

が
で
き
て
い
く
と
い
う
過
程
の
中
に
あ
る
わ
け
で
、
そ
う
い
っ
た
側
面
に

つ
い
て
も
今
後
再
考
し
て
い
く
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
し
か
し
、
ま
だ
ま
だ
研
究
と
し
て
は
、
十
分
に
尽
く
さ
れ
て
い
な
い

レ
ベ
ル
か
と
思
い
ま
す
。

次
に
三
条
の
教
則
に
つ
い
て
は
、
本
日
参
会
の
皆
様
の
中
に
は
ご
存
じ

の
方
も
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
が
、
あ
ら
た
め
て
申
し
上

げ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

三
条
の
教
則
と
は
、「
一
、
敬
神
愛
国
の
旨
を
体
す
べ
き
こ
と
。
一
、

天
理
人
道
を
明
ら
か
に
す
べ
き
こ
と
。
一
、
皇
上
を
奉
戴
し
、
朝
旨
を
遵

守
せ
し
む
べ
き
こ
と
。」
と
い
う
三
カ
条
で
す
。
当
時
の
民
衆
に
は
、
こ

の
三
カ
条
と
は
い
え
ど
も
不
徹
底
だ
と
い
う
こ
と
で
、
後
々
に
説
教
の
指

導
要
領
と
、
よ
り
高
級
な
説
教
の
指
導
要
領
と
い
う
の
が
作
成
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
指
導
要
領
と
解
説
書
、
講
義
案
な
ど
、
実
際
に
こ

の
三
条
の
教
則
に
関
わ
る
出
版
物
が
た
く
さ
ん
発
行
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

大
教
院
で
は
『
神
教
綱
領
』『
大
教
宣
布
詔
書
宣
命
解
』
な
ど
が
発
行
さ

れ
ま
し
た
。
ま
た
、
神
宮
教
院
と
呼
ば
れ
る
中
教
院
的
な
施
設
が
伊
勢
神

宮
の
傍
に
付
属
の
施
設
と
し
て
設
置
さ
れ
る
わ
け
で
す
が
、
神
宮
教
院
で

も
多
く
の
三
条
の
教
則
に
か
か
わ
る
解
説
書
が
出
版
さ
れ
ま
す
。
例
え
ば

神
宮
少
宮
司
の
浦
田
長
民
は
、『
大
道
本
義
』
を
記
し
ま
す
が
、
そ
れ
以

外
に
も
矢
野
玄
道
の
『
三
条
大
意
』、
渡
辺
重
石
丸
の
『
固
本
策
』
な
ど

が
作
成
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
神
宮
教
会
と
い
わ
れ
る
神
宮
教
院
の
下
部

組
織
に
な
る
神
宮
教
会
で
は
、
三
条
の
教
則
に
関
わ
る
説
教
講
義
を
た
く

さ
ん
開
い
て
い
き
ま
す
が
、
三
条
の
教
則
に
関
わ
る
内
容
を
五
カ
条
に
し

た
『
神
誡
』
と
い
わ
れ
る
も
の
を
用
い
ま
す
。
三
条
教
則
の
注
釈
書
や
三

条
の
教
則
を
よ
り
分
か
り
や
す
く
説
い
た
も
の
が
こ
の
『
神
誡
』
な
ん
で

す
け
れ
ど
も
、
そ
の
注
釈
書
で
あ
る
『
神
宮
教
院　

神
誡
註
釋
』
と
い
っ

た
も
の
が
作
成
を
さ
れ
て
、
説
教
活
動
に
資
す
る
も
の
と
し
て
作
成
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
ス
ラ
イ
ド
の
ほ
う
に
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
三

条
の
教
則
に
関
し
て
の
い
ろ
ん
な
説
教
本
と
い
い
ま
す
か
種
本
と
い
い
ま
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す
か
、
今
で
い
う
と
学
校
の
先
生
の
教
科
書
の
指
導
書
に
あ
た
る
も
の
に

な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
演
義
本
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
ね
、
こ
れ
が
た
く

さ
ん
発
行
さ
れ
ま
す
。
私
も
所
蔵
し
て
い
る
も
の
だ
け
で
も
十
数
種
は
持

っ
て
ま
す
け
れ
ど
も
、
か
な
り
多
く
作
成
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
明
治
一
〇

年
代
以
降
も
出
さ
れ
て
い
き
ま
す
の
で
、
か
な
り
の
も
の
が
神
道
、
仏
教

側
で
出
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
明
治

聖
徳
記
念
学
会
に
お
い
て
三
条
の
教
則
の
演
義
書
集
成
が
発
行
さ
れ
て
い

ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
そ
ち
ら
の
ほ
う
に
譲
り
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
多

く
の
演
義
書
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

続
き
ま
し
て
、
先
程
取
り
上
げ
ま
し
た
神
宮
教
会
の
『
神
誡
』
に
つ
い

て
で
す
。
神
宮
教
会
で
は
、
三
条
の
教
則
に
関
連
し
て
、
わ
ず
か
五
つ
の

条
目
「
天
津
御
祖
を
敬
う
べ
し
、
皇
国
の
御
恩
を
念
ふ
べ
し
、
人
た
る
道

を
守
る
べ
し
、
家
業
を
勤
し
み
勉
む
べ
し
、
悪
き
行
ひ
な
か
る
べ
し
」
と

い
う
五
箇
条
で
す
。
こ
の
五
つ
の
条
目
を
ど
の
よ
う
に
教
え
て
い
く
か
と

い
う
こ
と
で
『
神
誡
註
釈
』
と
題
し
た
注
釈
本
が
出
版
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
ま
た
、
ス
ラ
イ
ド
に
は
実
際
の
神
社
の
神
職
に
発
令
さ
れ
た
神

官
教
導
職
の
辞
令
の
一
部
を
お
示
し
し
ま
し
た
。
ま
た
、
教
導
職
の
制
度

が
な
く
な
っ
た
後
も
教
派
神
道
の
各
派
に
お
い
て
は
制
度
上
、
使
わ
れ
て

い
ま
し
た
の
で
、
併
せ
て
明
治
二
一
年
の
神
宮
教
か
ら
出
さ
れ
た
訓
導
と

い
わ
れ
る
、
下
か
ら
二
番
目
の
も
の
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
そ
の
辞
令
に

つ
い
て
も
お
示
し
し
て
お
き
ま
し
た
。
こ
う
い
っ
た
辞
令
が
現
在
で
も
残

っ
て
お
り
ま
す
。

次
に
こ
の
国
民
教
化
の
担
い
手
で
あ
る
神
官
あ
る
い
は
僧
侶
の
教
導
職

は
、
当
時
ど
れ
ぐ
ら
い
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
実
際
の
国
民
教

化
と
か
社
会
教
化
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
従
事
し
た
神
官
や
僧
侶
は
、
例
え

ば
明
治
七
年
に
は
神
官
が
四
二
〇
四
名
、
僧
侶
が
三
〇
四
三
名
任
命
さ
れ

て
い
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。
教
導
職
の
七
級
以
下
は
各
宗
派
の
管

長
が
任
命
し
た
の
で
、
教
導
職
を
兼
務
し
な
か
っ
た
ら
神
官
（
神
職
）
や

寺
院
の
住
職
に
な
り
得
な
い
と
い
う
よ
う
な
風
潮
で
教
導
職
が
増
加
し
て

い
き
ま
す
し
、
そ
の
一
部
は
、
教
部
省
の
『
官
員
録
』
に
掲
載
さ
れ
て
い

ま
す
。
官
員
録
に
掲
載
さ
れ
た
の
は
上
の
教
正
級
の
人
々
ば
か
り
で
、
す

べ
て
の
教
導
職
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
神
官
僧
侶
あ
わ
せ
て
も
一
万
人
に

満
た
な
い
数
で
す
。
つ
ま
り
、
膨
大
な
人
数
で
教
化
運
動
に
あ
た
っ
た
と

い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
在
、
例
え
ば
神
社
の
神
職
は
二
万
人
ほ

ど
で
す
が
、
明
治
初
期
の
神
職
数
は
大
体
一
万
二
、
三
〇
〇
〇
人
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
か
ら
比
べ
る
と
任
命
さ
れ
た
教
導
職
の
数
と
し
て

は
実
際
の
神
職
数
の
三
分
の
一
ぐ
ら
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
ま
た
、
僧
侶
も
多
く
教
導
職
に
任
命
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
神
職
に

次
い
で
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
そ
の
教
導
職
の
講
話
の
実
情
に
つ
い
て
も
お
話
し
し
て
お
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
明
治
六
年
二
月
で
す
が
、
神
職
や
僧
侶
だ
け
で
も

な
く
、
布
教
し
た
い
と
い
う
者
が
い
れ
ば
各
地
方
官
か
ら
推
挙
し
て
、
所

定
の
試
験
を
経
て
合
格
者
を
教
導
職
に
任
命
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
神
職
は
話
術
に
長
け
て
お
ら
ず
、
一
方
で
説
教
・
説
法
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の
得
意
な
僧
侶
は
神
道
の
話
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
三
条
の
教
則
も
そ

っ
ち
の
け
で
仏
教
の
説
法
に
熱
を
上
げ
て
し
ま
う
と
い
う
有
り
様
で
し

た
。
そ
れ
ゆ
え
、
実
際
に
話
術
に
長
け
て
い
る
石
門
心
学
の
心
学
者
や
、

落
語
家
、
講
談
師
、
歌
舞
伎
役
者
ま
で
動
員
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た

の
で
す
。
さ
き
ほ
ど
述
べ
た
『
神
誡
註
釈
』
の
よ
う
な
神
官
教
導
職
の
た

め
に
教
説
書
が
作
成
さ
れ
た
一
方
で
、
実
際
の
説
教
活
動
に
つ
い
て
は
、

な
か
な
か
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
し
、
実
態
と
し
て
は
粗
雑
で
教
部
省
の

思
惑
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
。
実
際
に

教
導
職
が
ど
こ
ま
で
国
民
教
化
が
で
き
て
い
た
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
期

待
さ
れ
る
ほ
ど
で
き
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
い
ま

す
と
、
明
治
五
年
一
一
月
に
教
導
職
に
対
し
て
「
説
教
方
に
つ
き
訓
諭
」

と
い
う
教
部
省
の
布
達
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
三
条
の
教
則
を
使

っ
て
も
っ
と
し
っ
か
り
国
民
教
化
を
し
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で
命
じ
た
わ

け
な
ん
で
す
が
、
実
際
に
は
説
教
活
動
は
う
ま
く
い
か
な
い
ん
で
す
ね
。

こ
の
訓
諭
に
基
づ
く
と
、
神
官
は
説
教
が
未
熟
で
、
と
に
か
く
説
教
書

の
下
案
ば
っ
か
り
を
読
ん
で
話
そ
う
と
す
る
、
あ
る
い
は
説
教
書
の
下
案

す
ら
き
ち
ん
と
読
め
な
い
と
い
う
。
つ
ま
り
説
教
書
に
は
漢
文
が
多
く
、

な
か
な
か
う
ま
く
読
め
な
い
の
で
説
教
の
体
裁
に
至
ら
な
い
と
い
う
者
も

い
た
り
、
あ
る
い
は
僧
侶
に
お
い
て
は
大
教
、
本
教
に
関
す
る
説
教
を
わ

ず
か
に
話
し
た
後
は
、
先
程
申
し
上
げ
た
よ
う
に
仏
教
の
説
法
に
身
を
入

れ
て
話
す
と
い
う
こ
と
で
、
三
条
の
教
則
を
説
教
す
る
ま
で
に
至
ら
な
い

と
い
う
、
説
教
よ
り
も
仏
の
教
え
を
説
く
、
説
法
に
力
を
入
れ
る
と
い
う

有
り
様
で
し
た
。
実
際
に
は
そ
う
い
う
教
導
職
も
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と

な
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
別
に
教
部
省
の
訓
諭
だ
け
に
書
か
れ
て
い
た
訳
で

は
な
く
て
、
明
治
の
文
化
史
や
明
治
事
物
起
原
を
著
し
た
石
井
研
堂
が
指

摘
し
て
お
り
、
教
部
省
が
金
科
玉
条
と
し
て
宣
布
し
た
三
条
の
教
則
を
教

導
職
を
し
て
講
義
説
教
せ
し
め
た
が
、
そ
の
教
導
職
が
『
古
事
記
』
の
一

部
を
読
ん
だ
こ
と
も
な
く
、
わ
ず
か
に
説
教
の
玉
手
箱
的
な
、
先
ほ
ど
述

べ
た
よ
う
な
説
教
書
を
使
っ
て
種
本
的
に
話
す
の
だ
が
、
高
天
原
に
つ
い

て
は
、
お
茶
を
濁
し
た
よ
う
な
話
し
か
で
き
な
い
の
で
、
こ
れ
じ
ゃ
真
面

目
に
聞
い
て
あ
り
が
た
が
る
者
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
つ
い
に
は
教
導

職
の
ほ
う
で
何
月
何
日
説
教
と
い
う
看
板
を
出
し
て
も
聴
聞
に
出
る
者
な

く
、
わ
ず
か
二
、
三
年
で
廃
れ
て
し
ま
っ
た
と
述
べ
て
い
ま
す
。

石
井
研
堂
が
述
べ
た
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、
東
京
だ
と
例
え
ば
、

神
宮
司
庁
東
京
出
張
所
が
設
置
を
さ
れ
て
東
京
府
内
に
神
宮
教
会
が
た
く

さ
ん
設
立
さ
れ
、
積
極
的
に
説
教
活
動
が
な
さ
れ
た
と
い
う
歴
史
が
あ
り

ま
す
。
例
え
ば
、
明
治
六
年
の
七
月
か
ら
一
二
月
で
は
神
宮
教
院
に
よ
る

巡
回
説
教
会
と
い
う
の
が
行
わ
れ
て
い
て
、
東
京
市
中
に
て
多
い
と
き
は

一
日
九
〇
〇
〇
人
余
り
が
三
条
の
教
則
の
説
教
を
聞
い
て
い
ま
す
。
少
な

い
と
き
で
も
数
百
か
ら
二
〇
〇
〇
人
程
度
の
聴
衆
が
動
員
さ
れ
て
い
る
と

い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
こ
ん
な
に
人
が
来
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
な

ん
で
す
が
、
実
は
府
内
各
地
の
神
宮
教
会
で
巡
回
の
際
に
、
神
宮
司
庁
の

東
京
出
張
所
の
神
殿
の
神
鏡
を
借
り
て
き
て
、「
伊
勢
神
宮
の
神
殿
の
神

鏡
が
来
る
ぞ
、
御
神
体
が
来
る
ぞ
」
な
ん
て
い
う
こ
と
を
喧
伝
し
て
説
教
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活
動
に
利
用
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
り
し
て
、
一
日
に
何
カ
所

も
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
を
巡
回
し
て
説
教
に
回
る
も
の
で
す
か
ら
、
そ
の
た

び
に
神
宮
司
庁
東
京
出
張
所
に
申
請
書
を
出
し
て
東
京
府
か
ら
許
可
を
も

ら
っ
て
、
神
鏡
を
借
り
て
説
教
活
動
に
利
用
し
て
い
た
か
ら
な
ん
で
す
。

神
宮
司
庁
の
東
京
出
張
所
は
当
初
、
麹
町
に
設
置
さ
れ
、
そ
の
後
紀
尾
井

町
か
ら
有
楽
町
へ
移
転
し
て
神
殿
を
設
け
て
、
こ
れ
が
東
京
皇
大
神
宮
遙

拝
所
と
な
っ
て
神
道
事
務
局
の
神
殿
が
併
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
、
現

在
の
東
京
大
神
宮
の
前
身
と
な
る
日
比
谷
大
神
宮
と
し
て
知
ら
れ
て
い
く

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

教
導
職
自
体
は
、
大
教
院
が
解
散
し
た
こ
と
を
機
に
全
国
的
な
一
大
国

民
運
動
と
い
う
も
の
も
終
わ
り
を
迎
え
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
い
わ

ゆ
る
「
神
社
非
宗
教
説
」
あ
る
い
は
「
神
道
非
宗
教
説
」
と
呼
ば
れ
る
も

の
と
の
兼
ね
合
い
も
あ
り
ま
す
し
、
そ
の
説
に
大
き
く
関
与
す
る
島
地
黙

雷
ら
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
活
動
と
い
っ
た
も
の
を
捉
え
て
お
話
し
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
話
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
本
日
は
社
会
教
育
の

お
話
と
い
う
こ
と
で
、
島
地
黙
雷
の
話
を
し
て
し
ま
い
ま
す
と
時
間
も
ま

っ
た
く
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
時
間
の
関

係
で
省
略
を
い
た
し
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
明
治
一
五
年
に
は
神
官
教

導
職
の
兼
補
が
廃
止
を
さ
れ
、
神
官
の
葬
儀
へ
の
関
与
を
禁
止
す
る
と
い

う
こ
と
で
、
神
職
が
国
民
教
化
の
第
一
線
か
ら
去
っ
て
い
く
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。
府
県
社
以
下
の
神
職
に
関
し
て
は
明
治
一
七
年
に
廃
止
を
さ
れ

て
い
き
ま
す
の
で
、
伊
勢
の
神
宮
に
お
い
て
も
そ
う
で
す
が
、
神
官
神
職

に
関
し
て
は
教
導
職
制
度
が
な
く
な
っ
た
の
で
す
。
住
職
に
つ
い
て
も
各

管
長
に
委
任
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
、
明
治
初
期
の
わ
ず
か
一
〇
年

ほ
ど
で
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
以
後
は
神
官
神
職
は
国
家
、
公
共
の
祭

祀
の
み
に
携
わ
り
、
鳥
居
の
内
で
神
祭
り
を
し
て
国
民
に
道
徳
を
講
じ
て

れ
ば
良
い
と
い
う
方
向
性
に
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
し
、
社
会
教
育
っ
て
い

う
観
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
こ
の
こ
と
が
本
当
に
良
か
っ
た
の
か
、
悪
か
っ

た
の
か
と
い
う
問
題
に
も
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
後
、
神
職
は
各

県
で
神
職
会
な
ど
を
設
立
す
る
と
と
も
に
神
職
自
ら
の
待
遇
改
善
の
問

題
、
あ
る
い
は
明
治
初
期
に
設
け
ら
れ
て
い
た
神
祇
官
を
復
興
す
る
運
動

へ
と
活
動
が
変
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

続
い
て
で
す
が
、
残
り
の
時
間
も
あ
ま
り
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
少
し
駆

け
足
で
お
話
し
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
明
治
三
九
年
か
ら
大
正
六

年
ま
で
に
か
け
て
、
内
務
省
の
行
政
政
策
に
よ
っ
て
約
七
万
社
の
神
社
が

突
然
、
整
理
統
合
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
多
く
の
小
合
併
も
し
く
は
、
移

転
、
廃
祀
と
な
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
内
務
省
神
社
局
に
よ
る
神
社
整
理
施

策
と
呼
ば
れ
る
行
政
施
策
が
行
わ
れ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
日

露
戦
争
後
の
地
方
の
疲
弊
を
な
ん
と
か
し
た
い
と
い
う
政
府
の
地
方
改
良

運
動
と
連
動
す
る
も
の
で
し
た
。
こ
の
施
策
の
な
か
で
考
え
ら
れ
た
思
想

の
一
つ
に
神
社
中
心
説
、
神
社
中
心
主
義
と
い
う
ふ
う
に
呼
ば
れ
る
も
の

が
あ
り
、
当
時
の
『
全
国
神
職
会
会
報
』
で
あ
る
と
か
『
神
社
協
会
雑

誌
』
と
呼
ば
れ
る
内
務
省
の
外
郭
団
体
の
機
関
誌
に
も
登
場
し
て
く
る
言

葉
で
す
。
こ
の
「
神
社
中
心
説
」
を
説
明
し
た
も
の
に
は
次
の
よ
う
な
も
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の
が
あ
り
ま
す
。
神
社
は
い
か
に
し
て
社
会
を
指
導
す
る
か
と
い
う
こ
と

で
、
小
学
校
の
教
員
と
比
較
を
し
て
、
国
家
の
宗
祀
た
る
神
社
に
奉
仕
せ

ら
れ
る
神
職
諸
君
は
、
少
な
く
と
も
小
学
校
の
教
員
諸
君
と
同
じ
よ
う
に

国
民
の
指
導
者
と
な
ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
。
民
心
の
統
一
を
図
っ
て
社

会
風
致
の
指
導
の
任
に
当
た
り
な
さ
い
と
。
そ
れ
か
ら
偉
人
の
崇
敬
と
い

う
こ
と
。
こ
れ
ら
の
言
葉
は
当
時
、
内
務
省
の
神
社
局
長
を
務
め
て
い
た

井
上
友
一
と
い
う
内
務
官
僚
の
論
で
す
が
、
歴
史
に
よ
っ
て
訓
育
す
る
こ

と
は
最
も
必
要
だ
と
。
歴
史
は
人
心
を
作
興
し
人
物
を
つ
く
る
。
歴
史
の

事
実
を
回
想
す
る
こ
と
は
、
そ
の
事
業
の
苦
心
を
知
る
こ
と
で
も
あ
り
、

そ
う
し
た
苦
心
を
知
る
こ
と
で
大
い
な
る
教
え
を
受
け
る
の
だ
と
。
歴
史

と
民
育
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
。
そ
し
て
神
社
に
ま
つ
わ
る
祭
神
の
歴

史
を
中
心
と
し
て
民
育
の
資
に
供
す
べ
き
こ
と
、
こ
れ
が
非
常
に
大
事
だ

と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
当
時
、
地
方
自
治
と
の
兼
ね
合
い
、
あ
る
い
は
地

方
改
良
運
動
と
の
兼
ね
合
い
で
ど
の
よ
う
に
神
社
と
か
宗
教
家
を
利
用
す

る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
で
、
先
ほ
ど
田
所
先
生
の
お
話
に
も
あ
っ
た
よ
う

な
、
上
か
ら
ど
う
社
会
教
育
や
地
方
自
治
を
考
え
て
い
た
か
と
い
う
と
、

実
は
共
同
心
、
公
共
心
、
至
誠
と
い
う
考
え
方
の
な
か
で
、
学
校
教
育
あ

る
い
は
篤
志
家
、
宗
教
家
、
自
治
を
担
う
市
町
村
長
、
こ
う
い
っ
た
者
が

相
ま
っ
て
教
育
を
行
う
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
こ

れ
は
「
町
村
自
治
の
四
角
同
盟
」
と
称
す
る
も
の
で
、
こ
の
考
え
方
を
示

し
た
の
は
、
内
務
省
の
嘱
託
を
務
め
、
先
に
登
場
し
た
井
上
友
一
と
も
懇

意
で
あ
っ
た
留
岡
幸
助
と
い
う
有
名
な
社
会
事
業
家
で
す
。
当
時
、
留
岡

は
内
務
省
の
嘱
託
で
あ
り
ま
し
た
の
で
、
こ
の
よ
う
な
価
値
観
の
下
あ
る

い
は
考
え
方
の
下
に
社
会
教
育
や
社
会
事
業
を
進
め
る
べ
き
だ
と
い
う
観

点
を
示
し
た
の
で
す
。
そ
の
中
心
と
な
る
も
の
の
一
つ
と
し
て
神
職
の
存

在
も
考
え
て
い
て
、
学
校
長
と
か
村
長
と
か
篤
志
家
な
ん
か
と
同
じ
よ
う

に
頑
張
っ
て
ほ
し
い
と
述
べ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
神
社
整
理
施
策
と
の
兼

ね
合
い
で
い
え
ば
、
神
官
教
導
職
の
廃
止
以
後
、
特
に
国
家
・
公
共
の
祭

祀
と
国
民
道
徳
の
み
に
し
か
社
会
的
役
割
を
見
い
だ
す
こ
と
の
で
き
な
か

っ
た
神
職
が
、
地
方
自
治
と
の
関
連
の
下
で
社
会
教
育
や
社
会
教
化
、
社

会
事
業
活
動
へ
の
取
り
組
み
を
行
う
と
い
う
動
き
が
行
え
る
素
地
が
で
き

た
の
で
は
な
い
か
と
も
い
え
る
わ
け
で
す
。
そ
の
後
、
大
正
期
に
入
る

と
、
社
会
事
業
、
社
会
教
化
等
に
も
っ
と
神
職
が
関
わ
る
べ
き
だ
と
い
う

風
潮
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
う
い
っ
た
中
で
特
に
神
社
に

さ
ま
ざ
ま
な
施
設
を
設
け
て
、
諸
行
事
を
通
じ
て
社
会
教
化
、
社
会
教
育

を
図
ろ
う
と
い
う
動
き
が
起
き
て
き
ま
す
。
社
会
事
業
、
社
会
活
動
を
も

っ
と
神
社
や
神
職
が
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
も
っ
と
神
職
が
行
わ
な

け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
風
潮
が
各
府
県
の
神
職
会
の
中
に
も
出
て
き
ま

す
。こ

の
風
潮
は
、
特
に
関
東
大
震
災
の
前
後
で
す
け
れ
ど
も
、
例
え
ば
、

東
京
市
が
神
社
の
社
会
教
化
施
設
、
社
会
事
業
の
調
査
を
行
お
う
と
し
て

東
京
府
の
神
職
会
と
揉
め
る
こ
と
に
も
象
徴
さ
れ
ま
す
。
特
に
、
公
園
地

と
境
内
地
と
の
関
係
で
神
社
の
行
う
べ
き
活
動
と
い
う
も
の
が
東
京
市
と

府
の
神
職
会
と
の
間
で
議
論
と
な
っ
た
の
で
す
。
実
際
に
は
こ
の
当
時
、
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全
国
神
職
会
や
内
務
省
の
外
郭
団
体
で
あ
っ
た
神
社
協
会
な
ど
で
神
社
の

な
す
べ
き
社
会
事
業
の
こ
と
が
特
に
議
論
さ
れ
て
い
き
ま
す
け
れ
ど
も
、

例
え
ば
神
社
に
武
徳
殿
を
建
て
る
と
か
、
武
道
の
興
隆
を
し
な
さ
い
と

か
、
体
育
大
会
に
神
社
か
ら
優
勝
旗
を
渡
す
と
か
、
苦
学
の
学
生
に
奨
学

金
を
出
す
と
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
社
会
教
化
と
か
社
会
事
業
に
寄
与
し

な
さ
い
と
い
う
こ
と
が
議
論
さ
れ
活
動
に
移
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
こ
う
い

っ
た
神
社
に
か
か
る
社
会
教
育
問
題
に
つ
い
て
、
戦
前
期
に
一
番
極
み
と

な
っ
た
も
の
が
明
治
神
宮
の
創
建
で
あ
り
、
明
治
神
宮
の
外
苑
の
創
建
で

す
。
と
く
に
明
治
神
宮
の
外
苑
の
諸
施
設
は
、
伊
勢
神
宮
の
徴
古
館
や
農

業
館
の
よ
う
な
博
物
館
と
と
も
に
、
神
社
の
文
教
施
設
の
極
み
と
な
っ
て

い
き
ま
す
。
神
宮
の
外
苑
に
は
明
治
聖
徳
記
念
美
術
館
と
か
神
宮
競
技

場
、
そ
れ
か
ら
水
泳
場
、
相
撲
場
、
野
球
場
が
設
け
ら
れ
、
内
苑
に
は
宝

物
館
も
建
設
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
、
外
苑
内
の
創
建
は
民
間
の
篤

志
と
勤
労
奉
仕
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
し
、
そ
も
そ
も
外
苑
の
土
木

事
業
は
社
会
教
育
と
も
縁
の
深
い
青
年
団
の
勤
労
奉
仕
に
よ
る
も
の
で

す
。そ

の
後
、
昭
和
に
入
る
と
、
学
校
教
育
と
郷
土
教
育
と
の
兼
ね
合
い
の

中
で
社
会
教
育
を
考
え
る
べ
き
だ
と
い
う
、
鈴
木
四
郎
の
『
神
社
と
郷
土

教
育
』
と
い
う
本
も
出
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
神
社
を
含
め
た
郷
土
教
育
の

重
要
性
と
い
う
こ
と
で
学
習
指
導
案
な
ん
か
も
出
さ
れ
る
に
至
り
、
児
童

へ
の
教
育
案
と
か
教
材
研
究
な
ん
か
も
検
討
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き

ま
す
。

戦
後
の
神
社
と
社
会
教
育
と
い
う
こ
と
で
は
、
特
に
神
道
教
化
活
動
の

分
野
の
中
か
ら
社
会
教
育
と
の
兼
ね
合
い
が
あ
り
ま
す
。
先
ほ
ど
田
所
先

生
が
お
話
し
さ
れ
た
公
民
館
活
動
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
が
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
ま
し
た
が
、
神
社
に
関
し
て
も
昭
和
三
四
年
に
書
か
れ
た
『
神
道

教
化
概
説
』
と
い
わ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
神
職
さ
ん
の
養
成
に
か
か
わ
る
学

科
目
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
教
科
書
の
中
に
社
会
教
育
に
か
か
わ
る
事
業

が
多
く
書
か
れ
て
い
ま
す
。
社
会
教
化
と
し
て
今
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の

が
沢
山
箇
条
書
き
で
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
し
、
な
か
に
は
郷
土
教
育
、
民

俗
教
育
と
関
連
す
る
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
先
ほ
ど
田
所
先

生
が
紹
介
し
て
い
た
公
民
館
活
動
の
な
か
に
映
写
会
の
映
像
が
あ
り
ま
し

た
け
れ
ど
も
、
全
国
の
神
社
で
は
、
平
成
一
〇
年
ぐ
ら
い
ま
で
は
、
神
社

本
庁
が
、
全
国
の
神
社
に
お
い
て
一
六
ミ
リ
フ
ィ
ル
ム
の
映
写
機
を
用
い

て
神
社
の
会
館
等
で
映
画
の
映
写
会
を
や
っ
た
数
な
ど
も
全
国
調
査
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
社
会
教
育
に
お
け
る
神
社
、
神
職
の
活
動
余
地
と
い
う
こ
と
で

い
え
ば
、
実
際
に
教
育
委
員
と
か
社
会
教
育
委
員
、
公
民
館
長
、
公
民
館

主
事
と
か
社
会
教
育
主
事
を
務
め
る
神
職
の
存
在
、
あ
る
い
は
い
わ
ゆ
る

私
設
の
公
民
館
に
あ
た
る
も
の
と
い
え
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
も
あ
り

ま
す
が
、
神
社
の
境
内
や
社
務
所
な
ど
を
活
用
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
自

治
公
民
館
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
実
際
に
古
典
講
読
や
郷
土
史
の
講

話
、
和
歌
と
か
短
歌
の
指
導
、
華
道
、
茶
道
、
香
道
、
書
道
の
教
授
な
ど

を
開
催
し
た
り
、
武
道
館
な
ど
を
設
け
て
、
空
手
や
剣
道
な
ど
を
行
っ
て
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い
る
神
社
も
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
林
間
学
校
等
の
体
験
学
習
、
市
町
村

史
、
神
社
史
、
民
俗
史
な
ど
の
編
纂
に
も
関
わ
り
が
あ
る
よ
う
な
神
社
も

あ
り
ま
す
。

実
際
に
毎
年
行
っ
て
い
る
神
社
本
庁
の
全
国
統
計
で
は
、
社
会
教
育
事

業
に
関
わ
り
の
あ
る
神
社
活
動
な
ど
も
含
め
て
、
全
国
の
神
社
活
動
の
統

計
調
査
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
中
に
は
以
前
に
は
調
査
し
て
い
た

が
、
現
在
は
調
査
さ
れ
な
く
な
っ
た
よ
う
な
項
目
も
あ
っ
て
、
先
ほ
ど
述

べ
た
一
六
ミ
リ
フ
ィ
ル
ム
を
使
っ
た
映
写
会
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
実

は
、
神
社
本
庁
に
は
一
六
ミ
リ
フ
ィ
ル
ム
が
沢
山
保
管
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
平
成
一
〇
年
頃
ま
で
は
、
全
国
の
神
社
に
対
し
て
貸
借
を
し
て
、
映

写
機
を
う
ま
く
使
え
な
い
場
合
は
職
員
を
派
遣
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
ま

し
た
。
そ
の
た
め
、
職
員
は
一
六
ミ
リ
フ
ィ
ル
ム
の
映
写
機
の
取
り
扱
い

の
資
格
を
取
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、

一
六
ミ
リ
フ
ィ
ル
ム
に
限
ら
ず
、
い
ろ
ん
な
社
会
教
育
活
動
が
ま
だ
ま
だ

神
社
で
は
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
話
の
一
つ
で
す
。

本
日
は
駆
け
足
で
し
た
が
、
近
代
の
初
め
か
ら
戦
後
の
神
社
の
社
会
教

育
活
動
ま
で
、
あ
く
ま
で
活
動
の
一
端
で
す
が
、
お
話
を
致
し
ま
し
た
。

こ
の
お
話
が
、
ど
こ
ま
で
今
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
お
話
の
中
に
関
わ
っ

て
い
け
る
の
か
な
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
ち
ょ
っ
と
不
安
な
面
も
あ
り
ま
す

が
、
こ
の
あ
た
り
で
私
の
お
話
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


