
は
じ
め
に

一
、
関
心
の
所
在

地
方
の
田
園
風
景
を
車
窓
か
ら
眺
め
て
い
る
と
、
ふ
い
に
こ
ん
も
り
と
木
の
茂

る
一
帯
を
目
に
す
る
こ
と
が
あ
る
。
神
社
で
あ
る
。
全
国
に
遍
く
点
在
す
る
神
社

は
、
か
つ
て
、
大
規
模
な
廃
合
淘
汰
の
波
に
襲
わ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は

広
く
神
社
整
理
が
行
わ
れ
た
明
治
末
期
の
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
人
々
の
信
仰
を
集

め
て
い
た
で
あ
ろ
う
神
社
が
統
廃
合
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
各
地
で
半

ば
強
制
的
に
行
わ
れ
た
統
廃
合
は
如
何
な
る
手
続
き
を
経
て
断
行
さ
れ
、
そ
れ
は

同
時
代
的
に
如
何
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
に
端
を
発
し

て
神
社
に
興
味
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
筆
者
は
、
次
第
に
内
務
省
や
地
方
長
官
に

よ
る
神
社
行
政
を
知
る
こ
と
と
な
っ
た
。
本
論
文
の
主
題
で
あ
る
神
職
に
関
し
て

述
べ
る
前
に
、
ま
ず
は
当
時
の
神
社
に
つ
い
て
概
観
し
、
神
職
が
お
か
れ
て
い
た

状
況
を
把
握
し
て
お
こ
う
。

明
治
三
十
三
年
に
内
務
省
社
寺
局
が
神
社
局
と
宗
教
局
に
分
裂
し
、
神
�
官
衙

の
独
立
と
い
う
神
社
関
係
者
の
宿
願
が
果
た
さ
れ
る
と
、
次
の
目
標
で
あ
る
「
官

国
幣
社
経
費
の
国
庫
支
弁
」
と
「
府
県
社
以
下
神
社
へ
の
神
饌
幣
帛
料
供
進
」
の

実
現
が
強
く
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
前
者
は
、
明
治
三
十
九
年
四
月
の
法

律
第
二
四
号
に
よ
っ
て
、
全
国
一
六
三
社
の
官
国
幣
社
に
対
す
る
計
二
二
万
円
の

国
庫
補
助
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
、
後
者
は
、
同
月
の
勅
令
第
九
六
号
に
よ
り
、
一

部
神
社
に
対
す
る
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
神
饌
幣
帛
料
供
進
が
許
さ
れ
た
こ
と
で
、

ひ
と
ま
ず
の
決
着
が
つ
い
た
。
こ
れ
は
神
社
が
公
的
な
側
面
を
有
し
て
い
る
と
の

お
墨
付
き
を
手
に
し
た
瞬
間
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
神
社
が
公
行
政
の
管
轄
下
に

置
か
れ
る
端
緒
と
も
な
っ
た
。
実
際
、
明
治
三
十
九
年
以
降
、
政
府
は
「
形
無
し

の
御
宮
（
１
）
」
と
呼
ば
れ
荒
廃
す
る
に
ま
か
せ
て
い
た
神
社
・
祠
を
敬
神
思
想
へ
の
脅

威
と
し
て
問
題
視
し
、
そ
れ
ら
を
統
廃
合
し
た
う
え
で
跡
地
を
合
併
先
神
社
の
財

産
に
編
入
さ
せ
た
。
こ
の
よ
う
な
敬
神
観
念
向
上
と
神
社
経
営
の
健
全
化
を
目
的

と
し
て
始
め
ら
れ
た
神
社
整
理
は
、
日
露
戦
後
の
地
方
改
良
運
動
の
一
翼
と
し
て

二
十
世
紀
初
頭
に
お
け
る
府
県
社
以
下
神
職
（
一
）

―
任
用
を
め
ぐ
る
議
論
と
神
社
経
営
の
実
況
か
ら
―
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組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
徹
底
さ
れ
て
い
く
。
つ
ま
り
こ
の
時
期
は
、

神
社
が
「
氏
子
に
専
有
さ
れ
た
完
全
に
私
的
な
も
の
」
か
ら
「
公
共
性
を
有
す
る

も
の
」
へ
と
そ
の
性
格
を
変
容
さ
せ
て
い
く
転
換
期
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
事
実
か
ら
も
推
察
で
き
る
と
お
り
、
日
露
戦
争
前
後
は
国

家
神
道
成
立
過
程
に
お
い
て
も
確
立
期
と
い
う
一
転
換
点
に
あ
た
る
と
言
わ
れ
る
。

例
え
ば
国
家
神
道
研
究
の
大
家
で
あ
る
村
上
重
良
氏
は
明
治
三
十
年
代
末
か
ら
昭

和
初
期
に
か
け
て
の
時
期
を
国
家
神
道
の
「
制
度
的
完
成
期
」
と
し
て
、
そ
の
理

由
を
「
内
務
省
に
よ
る
神
社
行
政
が
確
立
し
て
神
社
の
整
理
が
行
わ
れ
、
官
国
幣

社
へ
の
国
庫
供
進
金
制
度
が
つ
く
ら
れ
る
と
と
も
に
、
祭
式
等
の
神
社
制
度
が
完

成
し
た
」
た
め
と
す
る
（
２
）
。
ま
た
中
島
三
千
男
氏
は
、
日
清
日
露
両
戦
争
の
影
響
を

重
視
し
て
、
明
治
二
十
七
年
か
ら
同
四
十
五
年
を
「
国
家
神
道
体
制
の
確
立
期
」

で
あ
る
と
区
分
し
、
な
か
で
も
明
治
三
十
九
年
の
神
饌
幣
帛
料
国
庫
負
担
開
始
に

よ
っ
て
神
社
の
公
的
性
格
は
決
定
付
け
ら
れ
た
と
し
て
日
露
戦
争
後
期
を
重
視
し

て
い
る
（
３
）
。
さ
ら
に
新
田
均
氏
に
よ
る
と
明
治
三
十
三
年
頃
か
ら
大
正
二
年
頃
ま
で

が
「
消
極
的
宗
教
統
制
か
ら
積
極
的
宗
教
利
用
へ
の
転
換
期
」、
続
く
大
正
二
年

頃
か
ら
昭
和
六
年
頃
ま
で
が
「
積
極
的
宗
教
利
用
の
時
期
」
だ
と
い
う
。
特
に
日

露
戦
後
は
、
従
来
神
饌
幣
帛
料
供
進
に
反
対
を
表
明
し
て
い
た
内
務
省
地
方
局
が
、

地
方
改
良
運
動
へ
の
積
極
利
用
の
観
点
か
ら
神
社
行
政
の
意
義
を
認
め
る
立
場
に

転
じ
、
こ
の
神
社
局
外
か
ら
の
施
策
支
持
を
背
景
と
し
て
府
県
社
以
下
神
社
を
含

め
た
全
て
の
神
社
が
公
行
政
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
、
地
方
改
良
運
動
を

神
社
政
策
の
転
換
点
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
（
４
）
。
こ
の
よ
う
に
、
日
露
戦
争
前
後

の
時
期
は
、
神
社
を
め
ぐ
る
政
策
そ
の
も
の
が
慌
た
だ
し
く
変
化
す
る
と
同
時
に
、

そ
こ
に
読
み
取
ら
れ
る
神
社
の
位
置
づ
け
や
性
格
も
変
わ
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ

る
。さ

て
、
神
社
自
体
か
ら
目
を
転
じ
る
と
、
神
社
が
存
在
す
る
か
ら
に
は
そ
こ
に

奉
仕
す
る
神
職
が
い
る
は
ず
で
あ
る
。
実
は
神
社
史
上
大
き
な
転
機
で
あ
っ
た
日

露
戦
争
前
後
期
は
、
神
職
に
と
っ
て
も
ま
た
転
換
点
で
あ
っ
た
。
日
露
戦
後
経
営

の
な
か
で
神
社
に
仕
え
る
神
職
の
活
躍
へ
の
期
待
が
高
ま
っ
た
こ
と
で
、
多
端
な

神
社
事
務
を
こ
な
す
だ
け
の
資
質
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
任
用
令
に

改
正
が
加
え
ら
れ
る
と
と
も
に
関
連
諸
法
令
が
立
て
続
け
に
出
さ
れ
て
、
神
職
を

取
り
囲
む
法
的
枠
組
み
が
整
っ
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
本
論
文
で
は
明
治

後
期
か
ら
大
正
中
期
の
神
職
、
特
に
府
県
社
以
下
神
職
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の
任

用
制
度
の
変
遷
や
神
職
実
務
の
具
体
像
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
神
職
に
向
け
ら
れ

た
社
会
の
目
線
の
描
出
を
試
み
る
。
そ
し
て
そ
の
際
に
は
、
太
平
洋
戦
争
期
の
国

家
神
道
を
連
想
し
て
か
「
き
な
臭
さ
の
漂
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
見
做
さ
れ
が
ち

な
近
代
神
社
を
、
そ
の
よ
う
な
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
人

の
営
み
の
感
じ
ら
れ
る
同
時
代
的
像
と
し
て
描
き
、
そ
こ
に
生
き
た
神
職
の
生
活

を
可
視
化
し
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

二
、
先
行
研
究
整
理

こ
こ
で
当
該
期
の
神
職
に
関
す
る
先
行
研
究
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。

一
般
に
日
露
戦
後
期
の
神
職
は
、
町
村
長
や
教
育
者
と
並
ん
で
、
行
政
町
村
に

お
い
て
人
民
の
指
導
・
感
化
を
期
待
さ
れ
た
存
在
だ
っ
た
と
い
わ
れ
る
（
５
）
。
し
か
し

そ
の
よ
う
に
言
わ
れ
な
が
ら
も
、
神
職
に
関
す
る
研
究
は
、
実
は
、
多
く
は
な
い
。

む
し
ろ
国
家
神
道
体
制
に
代
表
さ
れ
る
神
社
制
度
を
扱
っ
た
研
究
が
中
心
と
さ
れ

て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
未
だ
研
究
途
上
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
神
職
研

究
の
な
か
で
、
近
年
の
顕
著
な
研
究
成
果
と
し
て
は
、
赤
澤
史
朗
氏
、
畔
上
直
樹

氏
、
福
島
幸
宏
氏
の
著
作
、
論
文
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

赤
澤
氏
は
、
神
社
・
宗
教
関
係
雑
誌
上
の
議
論
を
精
査
す
る
こ
と
で
第
一
次
世

界
大
戦
後
の
神
職
界
内
部
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
状
況
の
展
開
を
分
析
し
な
が
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ら
、
そ
こ
に
は
国
家
か
ら
の
自
主
化
と
行
政
へ
の
依
存
化
と
い
う
対
立
す
る
両
契

機
が
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
形
で
並
存
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
、
そ
の
一
方
で
両
者

の
せ
め
ぎ
合
い
は
国
家
神
道
の
持
つ
国
家
性
、
宗
教
性
の
矛
盾
を
顕
在
化
さ
せ
る

も
の
で
も
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
（
６
）
。
ま
た
神
職
の
養
成
事
業
は
、
経
済
事
情

や
就
職
率
の
低
さ
か
ら
、
一
九
二
〇
年
前
後
に
は
既
に
行
き
詰
ま
り
の
状
態
に

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
７
）
。
た
だ
、
そ
の
検
討
は
養
成
事
業
の
成
果
紹
介
と
簡

単
な
原
因
分
析
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
不
十
分
と
の
感
は
否
め
な
い
。
原
因
結
果
と

と
も
に
施
策
の
実
施
過
程
に
ま
で
目
を
向
け
る
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。
ま
た
、
誌

上
の
議
論
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
伴
う
実
行
的
側
面
も
論
点
と
す
べ
き
で
あ
る
と

考
え
る
。

畔
上
氏
は
岡
山
県
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
、『
岡
山
県
神
職
会
々
報
』『
山
陽
新

報
』
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
九
二
〇
か
ら
一
九
三
〇
年
代
に
か
け
て
自
律

的
に
社
会
を
組
織
し
、
国
家
神
道
を
下
か
ら
規
定
し
て
い
こ
う
と
し
た
青
年
神
職

を
「
在
地
神
職
社
会
的
活
動
派
」
と
呼
ん
で
重
視
し
、
神
職
界
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

状
況
の
展
開
は
一
九
二
〇
年
代
に
終
息
し
た
と
す
る
赤
澤
氏
の
論
に
疑
義
を
呈
し

た
（
８
）
。
た
だ
、
岡
山
の
事
例
を
ど
こ
ま
で
一
般
化
し
て
語
れ
る
の
か
と
い
う
点
に
関

し
て
疑
問
が
残
り
、
そ
の
解
決
の
た
め
に
も
他
県
で
の
事
例
発
掘
は
不
可
欠
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、「
在
地
神
職
社
会
的
活
動
派
」
と
呼
ば
れ
る
青
年
神
職
に
相
対
す

る
は
ず
の
、
そ
し
て
当
時
依
然
と
し
て
神
職
界
の
大
半
を
占
め
て
い
た
、
旧
神
職

た
ち
に
対
す
る
言
及
も
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

福
島
氏
は
、
京
都
府
庁
文
書
を
も
と
に
、
日
露
戦
争
前
後
期
の
京
都
府
に
お
け

る
神
職
養
成
事
業
の
拡
充
と
神
職
団
体
の
求
心
力
低
下
を
分
析
し
て
い
る
（
９
）
。
特
定

府
県
の
神
職
養
成
事
業
に
踏
み
込
ん
だ
研
究
は
同
氏
の
も
の
が
唯
一
で
あ
り
、
地

方
に
お
け
る
養
成
事
業
の
一
端
が
垣
間
見
え
て
興
味
深
い
。
た
だ
、
地
域
に
お
け

る
諸
事
業
と
と
も
に
、
中
央
に
お
け
る
神
職
養
成
機
関
拡
充
を
め
ぐ
る
議
論
や
そ

の
背
景
・
帰
結
の
検
討
も
行
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
分
析
を
通
じ
て

京
都
の
事
例
を
全
国
的
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ

る
。現

在
の
神
職
研
究
に
お
い
て
は
、
限
ら
れ
た
時
代
・
場
所
を
検
討
対
象
と
し
た

成
果
し
か
出
さ
れ
て
お
ら
ず
、
戦
前
を
通
観
で
き
る
よ
う
な
全
体
像
は
未
だ
確
立

さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
な
お
一
層
の
後
行
研
究
が
待
た
れ
て
い
る
現
状

を
踏
ま
え
（
１０
）
、
以
下
本
稿
で
は
明
治
後
期
か
ら
大
正
中
期
に
至
る
時
期
の
神
職
を
め

ぐ
る
言
説
と
、
神
職
に
よ
る
神
社
経
営
の
検
討
を
行
っ
て
い
く
。
ち
な
み
に
、
こ

こ
で
い
う
神
社
経
営
と
は
単
な
る
金
銭
的
管
理
に
と
ど
ま
ら
ず
、
講
習
会
参
加
や

神
職
団
体
・
氏
子
と
の
折
衝
と
い
っ
た
、
神
職
が
従
事
す
べ
き
諸
業
務
を
も
包
含

す
る
広
義
の
経
営
活
動
全
般
と
定
義
し
た
い
。

な
お
、
近
代
社
格
制
度
下
に
お
い
て
は
、
官
国
幣
社
以
下
神
社
に
序
列
が
つ
け

ら
れ
た
（
１１
）
の
と
同
様
、
そ
こ
に
従
事
す
る
神
職
に
も
社
格
に
応
じ
た
職
階
が
付
せ
ら

れ
て
お
り
、
職
階
間
に
は
待
遇
・
給
与
等
の
面
で
厳
然
と
し
た
差
が
存
在
し
て
い

た
。
神
職
と
ひ
と
く
ち
に
言
っ
て
も
、
神
宮
・
官
国
幣
社
に
奉
仕
す
る
宮
司
・
�

宜
・
主
典
、
府
県
社
以
下
神
社
に
仕
え
る
社
司
・
社
掌
と
序
列
が
規
定
さ
れ
て
お

り
、
管
轄
官
庁
も
給
与
体
系
も
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
（
１２
）
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の

「
神
職
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
が
、
近
世
以
前
か
ら
単
語
と
し
て
は
存
在
す
る
も

の
の
、
国
家
の
行
政
用
語
と
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
近
代
以
降
の

こ
と
で
、
そ
の
初
出
は
明
治
二
十
年
と
さ
れ
る
（
１３
）
。
そ
れ
ま
で
神
官
と
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
た
官
国
幣
社
の
職
員
を
神
職
と
し
、
続
い
て
府
県
社
以
下
神
社
や
神
宮
の

一
部
職
員
も
神
職
と
さ
れ
た
こ
と
で
、
明
治
後
期
以
降
の
戦
前
期
に
お
い
て
神
官

と
称
さ
れ
る
の
は
神
宮
の
大
宮
司
、
少
宮
司
な
ど
ご
く
一
部
に
限
定
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
戦
後
、
神
社
本
庁
が
神
職
と
の
呼
称
を
踏
襲
し
た
こ
と
で

今
に
至
っ
て
い
る
と
い
う
（
１４
）
。
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さ
て
、
本
論
に
入
る
前
に
本
稿
の
流
れ
を
簡
約
に
記
し
て
お
く
と
、
ま
ず
第
一

章
に
お
い
て
神
職
任
用
を
め
ぐ
る
議
論
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
任
用
令
の
有
す
る

問
題
点
の
析
出
を
行
う
。
そ
こ
で
は
優
良
神
職
の
獲
得
と
神
職
俸
給
の
改
善
が
大

き
な
議
論
軸
と
な
る
だ
ろ
う
。
続
く
第
二
章
で
は
、
神
職
養
成
部
新
設
と
い
う
、

良
神
職
獲
得
問
題
に
対
す
る
政
府
の
対
処
策
を
見
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
伴
っ
て

制
定
さ
れ
た
諸
法
令
を
検
討
す
る
。
第
三
章
で
は
一
地
方
の
事
例
と
し
て
埼
玉
県

を
取
り
上
げ
、
同
県
が
行
っ
た
神
職
養
成
事
業
と
神
職
俸
給
改
善
措
置
を
明
ら
か

に
し
て
い
く
。
そ
し
て
最
終
章
で
は
在
地
神
職
の
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
を
つ
か
む
べ

く
、
さ
ら
に
視
点
を
フ
ォ
ー
カ
ス
さ
せ
、
埼
玉
県
に
住
む
一
神
職
の
神
社
経
営
の

実
態
を
見
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

第
一
章

神
職
を
め
ぐ
る
議
論
―
神
職
現
状
打
破
論
と
そ
の
ゆ
く
え
―

第
一
節

神
職
任
用
概
略

明
治
後
期
の
神
職
は
厳
し
い
社
会
的
目
線
に
晒
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か

社
会
に
後
れ
た
存
在
と
し
て
軽
ん
じ
ら
れ
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
。
以
下
で
は
、
ま

ず
当
時
の
神
職
、
特
に
府
県
社
以
下
神
職
の
概
況
を
述
べ
た
の
ち
に
、
そ
の
よ
う

な
対
神
職
認
識
を
醸
成
す
る
背
景
と
な
っ
た
神
職
任
用
令
を
詳
し
く
検
討
し
て
い

く
こ
と
に
し
よ
う
。

明
治
後
期
の
全
国
の
神
社
数
、
神
職
数
は
次
頁
の
表
の
と
お
り
で
あ
る
（
表
１
、

表
２
）。
明
治
三
十
五
年
を
例
に
と
っ
て
み
る
と
、
全
国
一
九
万
六
〇
五
六
社
の

う
ち
神
宮
・
官
国
幣
社
の
総
数
は
わ
ず
か
に
一
七
一
社
（
全
神
社
数
の
〇
・
〇
八

％
）
で
あ
り
府
県
社
以
下
神
社
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
て
い
た
こ
と
、
な
か
で
も

村
社
、
無
格
社
数
は
各
々
二
八
・
八
％
、
七
一
・
二
％
に
も
の
ぼ
っ
て
い
た
こ
と

が
分
か
る
。
こ
れ
に
対
し
て
神
職
分
布
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
同
三
十
五
年
の

統
計
に
よ
る
と
神
職
総
数
一
万
六
〇
九
三
人
に
対
し
官
国
幣
社
神
職
は
五
五
四
人

（
三
・
四
％
）、
村
社
神
職
は
三
六
六
一
人
（
二
二
・
七
％
）、
無
格
社
神
職
は
一

五
一
四
人
（
九
・
四
％
）
と
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
気
づ
か
さ
れ
る
の
は
極
端
な

神
職
偏
在
・
神
職
不
足
の
事
実
で
あ
る
。
全
国
に
一
社
し
か
な
い
伊
勢
神
宮
に
七

二
、
三
人
も
の
神
職
が
置
か
れ
、
官
国
幣
社
に
は
一
社
あ
た
り
平
均
三
人
以
上
の

神
職
が
仕
え
て
い
た
一
方
で
、
村
社
・
無
格
社
は
圧
倒
的
な
神
職
不
足
に
陥
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
村
社
と
無
格
社
の
社
掌
は
兼
任
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
た
め
、

神
社
数
、
神
職
数
を
各
々
合
算
し
た
う
え
で
計
算
す
る
と
、
明
治
三
十
五
年
当
時

の
社
掌
た
ち
は
実
に
平
均
一
八
・
三
社
に
の
ぼ
る
神
社
に
勤
務
し
て
い
た
こ
と
に

な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
社
司
で
あ
り
な
が
ら
村
社
・
無
格
社
の
社
掌
職
を
兼
務
し
て

い
た
人
も
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
上
記
の
数
字
は
正
確
な
も
の
と
は
言
い
切
れ
な

い
が
、
そ
れ
を
差
し
引
い
て
み
て
も
社
掌
人
員
の
不
足
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

も
っ
と
も
、
社
掌
が
何
社
も
兼
任
し
て
い
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
は

意
見
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
実
際
問
題
と
し
て
兼
務
し
て
何
社
か
ら
も

給
料
を
受
け
な
く
て
は
生
活
が
立
ち
行
か
な
い
神
職
た
ち
に
と
っ
て
は
当
然
肯
ん

ぜ
ら
れ
る
べ
き
状
況
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
他
方
で
、
神
社
整
理
に
お
い
て
「
神
職

の
常
置
」
が
達
成
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
た
事
実
か
ら
も
分
か
る
よ

う
に
（
１５
）
、
こ
れ
を
是
正
す
べ
き
課
題
と
受
け
止
め
る
筋
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
以
上
の
よ
う
な
神
職
た
ち
は
如
何
に
し
て
そ
の
職
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
の

だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
明
治
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日
発
、
勅
令
第
二
二
号
「
府
県

社
以
下
神
社
の
神
職
に
関
す
る
件
（
１６
）
」
を
見
て
み
よ
う
。

第
一
条

府
社
県
社
及
郷
社
に
左
の
神
職
を
置
く

社
司

一
名
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社
掌

若
干
名

社
掌
の
員
数
は
社
司
及
氏
子
（
氏
子
な
き
と
き
は
信
徒
）
総
代
之
を
議

定
し
、
北
海
道
庁
長
官
府
県
知
事
の
認
可
を
受
く
可
し

第
二
条

村
社
以
下
神
社
に
左
の
神
職
を
置
く

社
掌

若
干
名

社
掌
の
員
数
は
氏
子
（
氏
子
な
き
と
き
は
信
徒
）
総
代
之
を
議
定
し
、

北
海
道
庁
長
官
府
県
知
事
の
認
可
を
受
く
可
し

第
三
条

社
司
は
社
掌
を
指
揮
し
て
神
明
に
奉
仕
し
祭
祀
を
掌
り
庶
務
を
管

理
す

第
四
条

府
社
県
社
及
郷
社
の
社
掌
は
社
司
の
命
を
承
け
て
神
明
に
奉
仕
し

表１ 全国神社数 （社）

無格社

１３９，６９８

１３６，９４７

１３６，１３９

１３５，６８１

１３３，８２５

１２１，４７４

１０８，７２２

９５，２９３

８５，８５０

７９，５９９

７６，７５１

７４，７２１

７２，６９１

７１，０６３

６９，３３８

６８，２１８

６７，４１８

＊１ 大正２年のデータは欠落しているため、明治４５年と大正３年の数値の中間値
とした（小数点は以下切り上げ）。これは「神社は大正元年前は１２月３１日現在を
調査し来りしも、大正３年以後は６月３０日現在を調査することとなりたり。従
て大正２年末の調査を欠く」との理由によるものである（『日本帝国統計年鑑』
第５冊、第３５回、５９２頁）。

＊２ 上記＊１の理由により、以後の数値は各年６月末日のものとなる。
［典拠］『日本帝国統計年鑑』。

村社

５６，３８５

５６，３５１

５６，６９０

５２，４６７

５２，３９７

５１，０５２

４９，５０８

４７，９８８

４７，０８１

４６，４５５

４６，１１７

４５，８９９

４５，６８０

４５，５１４

４５，３２２

４５，２５８

４５，１６５

郷社

３，４７８

３，４７６

３，４４７

３，４７６

３，４６５

３，４６３

３，４６１

３，４６３

３，４４９

３，４４８

３，４４７

３，４５０

３，４５２

３，４５５

３，４４７

３，４５１

３，４５６

府県社

５７４

５７１

５６６

５７１

５７８

５８０

５８０

５８０

５８３

５８７

５９０

５９５

５９９

６２５

６３４

６４８

６６６

官国幣社

１７０

１７０

１７０

１７０

１７０

１７０

１７０

１７０

１７０

１７０

１７０

１７０

１７０

１７０

１７４

１７６

１７６

神宮

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

全神社数

１９６，０５６

１９３，２９８

１９２，８２９

１９２，３６６

１９０，４３６

１７６，７４０

１６２，４４２

１４７，４４１

１３７，１３４

１３０，２５８

１２７，０７６

１２５，１７６

１２２，５９３

１２０，８０９

１１８，９１７

１１７，７２８

１１６，８６４

明治３５年

３６

３７

３８

３９

４０

４１

４２

４３

４４

４５

大正２年＊１

３ ＊２

４

５

６

７

表２ 全国神職数 （人）

無格社

１，５１４

１，１３１

１，０９１

１，１４３

１，１７６

１，１６１

１，１２４

１，１０１

８９５

８８３

８７９

８７６

９０７

９０８

９２６

９２５

９２０

［典拠］『日本帝国統計年鑑』。

村社

９，２０８

９，３０９

９，０７３

８，７４３

８，６７０

８，７１０

８，６６０

８，５４９

８，４８５

８，５１３

８，４４８

８，３７８

８，４９１

８，６７９

８，６７７

８，７１６

８，７１４

郷社

３，６６１

３，７２６

３，６３１

３，６７４

３，６８８

３，６０８

３，５５８

３，６０４

３，５７５

３，５３２

３，４７０

３，３９４

３，３６５

３，４２２

３，４０８

３，４０５

３，４３３

府県社

８９３

９０１

９１５

９０６

９１８

９２３

９１２

９１０

９０８

９０２

８８７

８９４

８９０

９０７

９５５

９５１

９５８

官国幣社

５５４

５６４

５６４

５７３

５７９

５８４

５９０

５９０

５９１

５９５

５９５

６０８

６１６

６２０

６４３

６５２

６５１

神宮

７２

７３

７３

７３

７３

７２

７３

７３

７３

７３

７３

７３

７３

７３

７３

７３

７３

全神職

１６，０９３

１５，４６８

１５，０１７

１５，０１２

１５，１４４

１５，００８

１４，８３６

１４，８２１

１４，５２７

１４，４９８

１４，３５２

１４，２２３

１４，３４２

１４，６１９

１４，６９２

１４，７３２

１４，７５９

明治３５年

３６

３７

３８

３９

４０

４１

４２

４３

４４

４５

大正２年

３

４

５

６

７
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祭
祀
及
庶
務
に
従
事
す

第
五
条

村
社
以
下
神
社
の
社
掌
は
神
明
に
奉
仕
し
祭
祀
を
掌
り
庶
務
を
管

理
す

第
六
条

北
海
道
庁
長
官
府
県
知
事
は
氏
子
（
氏
子
な
き
と
き
は
信
徒
）
総

代
を
し
て
社
司
及
社
掌
の
候
補
者
を
推
薦
せ
し
め
其
の
中
よ
り
之
を
補
す

候
補
者
の
資
格
及
推
薦
に
関
す
る
規
則
は
内
務
大
臣
之
を
定
む

第
七
条

社
司
及
社
掌
は
判
任
官
の
待
遇
と
す

（
後
略
）

同
勅
令
は
、
府
県
社
・
郷
社
に
は
社
司
・
社
掌
を
、
村
社
以
下
神
社
に
は
社
掌

を
置
く
と
し
た
う
え
で
「
神
明
に
奉
仕
し
祭
祀
を
掌
り
庶
務
を
管
理
す
」
る
と
の

職
掌
を
明
記
、
両
職
を
判
任
待
遇
と
定
め
た
。
社
司
・
社
掌
の
任
用
に
あ
た
っ
て

は
「
北
海
道
庁
長
官
府
県
知
事
は
氏
子
総
代
を
し
て
社
司
及
社
掌
の
候
補
者
を
推

薦
せ
し
め
其
の
中
よ
り
之
を
補
す
」
と
い
う
手
続
き
を
経
て
任
命
さ
れ
た
よ
う
に
、

府
県
に
よ
る
認
可
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
俸
給
に
つ
い
て
は
明
言
さ
れ
ず
、

従
来
ど
お
り
「
人
民
の
信
仰
帰
依
に
任
せ
（
１７
）
」
ら
れ
て
い
た
。
無
格
社
に
神
職
が
置

か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
こ
の
勅
令
発
布
以
後
で
あ
り
（
１８
）
、
そ
の
意
味
で
は
大
き

な
改
訂
を
伴
っ
た
通
達
だ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
公
的
な
文
書
中
で
社
司
・
社
掌

が
「
神
職
」
と
称
さ
れ
る
の
も
こ
の
勅
令
が
嚆
矢
だ
と
い
う
（
１９
）
。
米
地
實
氏
は
こ
の

改
定
を
重
視
し
、「
祠
官
祠
掌
の
呼
称
が
社
司
、
社
掌
に
な
っ
た
こ
と
も
簡
単
に

見
過
す
こ
と
の
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。『
祠
』
か
ら
『
社
』
へ
の
変
更
は
府
県

郷
村
社
無
格
社
の
意
味
を
変
化
さ
せ
る
も
の
と
し
て
把
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

祠
官
が
社
司
と
な
っ
た
こ
と
も
同
様
単
な
る
呼
称
法
だ
け
で
な
く
、
神
職
の
性
格

付
け
の
変
更
を
し
め
す
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
２０
）
。

さ
て
、
神
職
任
命
に
氏
子
の
推
薦
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
上
述
し
た
と
お
り

だ
が
、
そ
の
前
提
と
な
る
神
職
資
格
が
翌
二
十
八
年
に
定
め
ら
れ
た
。
八
月
七
日

に
発
せ
ら
れ
た
内
務
省
令
第
一
〇
号
「
府
県
社
以
下
神
社
神
職
登
用
規
則
（
２１
）
」
の
な

か
で
は
社
司
・
社
掌
の
資
格
が
以
下
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

第
一
章

社
司
及
社
掌
の
資
格

第
一
条

社
司
社
掌
試
験
に
及
第
し
た
る
者
に
あ
ら
さ
れ
は
社
司
社
掌
に
補

す
る
こ
と
を
得
す

第
二
条

左
項
の
一
に
当
る
者
に
し
て
直
接
国
税
年
額
二
円
以
上
を
納
む
る

者
は
試
験
を
経
す
し
て
社
司
に
補
す
る
こ
と
を
得

一

明
治
元
年
以
前
に
於
て
五
代
以
上
引
続
き
其
神
社
に
奉
仕
し

た
る
者
の
子
孫

二

神
宮
皇
學
館
本
科
及
専
科
を
卒
業
し
た
る
者

三

皇
典
講
究
所
六
等
以
上
の
学
階
証
書
を
有
す
る
者

四

満
二
年
以
上
判
任
待
遇
以
上
の
職
に
在
り
た
る
者

第
三
条

左
項
の
一
に
当
る
者
に
し
て
直
接
国
税
年
額
二
円
以
上
を
納
む
る

者
は
試
験
を
経
す
し
て
社
掌
に
補
す
る
こ
と
を
得

一

明
治
元
年
以
前
に
於
て
五
代
以
上
引
続
き
其
神
社
に
奉
仕
し

た
る
者
の
子
孫

二

神
宮
皇
學
館
本
科
及
専
科
を
卒
業
し
た
る
者

三

皇
典
講
究
所
八
等
以
上
の
学
階
証
書
を
有
す
る
者

四

満
二
年
以
上
判
任
待
遇
以
上
の
職
に
在
り
た
る
者

第
四
条

官
国
幣
社
神
職
及
神
職
た
り
し
者
は
試
験
を
経
す
し
て
社
司
社
掌

に
補
す
る
こ
と
を
得

（
後
略
）
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こ
の
時
期
社
司
・
社
掌
と
な
る
た
め
は
、
一
般
試
験
に
合
格
す
る
道
と
と
も
に
、

「
直
接
国
税
年
額
二
円
以
上
納
む
る
者
」
と
い
う
前
提
条
件
の
も
と
、
�
明
治
元

年
以
前
に
於
て
五
代
以
上
引
続
き
其
神
社
に
奉
仕
し
た
る
者
の
子
孫
、
�
神
宮
皇

學
館
卒
業
生
、
�
皇
典
講
究
所
学
階
所
有
者
、
�
満
二
年
以
上
判
任
待
遇
以
上
在

任
者
で
あ
れ
ば
、
無
試
験
で
神
職
に
就
任
で
き
る
道
が
用
意
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
こ
の
試
験
免
除
条
件
�
、
�
に
は
否
定
的
な
意
見
が
つ
き
ま
と
う
こ

と
に
な
る
。

明
治
三
十
三
年
四
月
、
神
社
界
の
長
年
に
亘
る
神
�
官
衙
独
立
運
動
が
よ
う
や

く
成
就
し
、
内
務
省
神
社
局
が
誕
生
す
る
運
び
と
な
っ
た
（
２２
）
。
山
口
輝
臣
氏
は
そ
の

新
設
理
由
を
「
特
別
官
衙
な
ど
必
要
な
い
と
し
て
い
た
内
務
省
が
、
局
の
新
設
に

踏
み
切
っ
た
き
っ
か
け
は
、
社
寺
局
が
キ
リ
ス
ト
教
を
管
掌
す
る
こ
と
に
と
も
な

う
名
称
変
更
の
要
請
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
（
２３
）
」、
つ
ま
り
明
治
三
十
二
年
に
解
禁

さ
れ
た
内
地
雑
居
に
伴
い
キ
リ
ス
ト
教
対
応
が
必
然
的
に
不
可
避
と
な
っ
た
こ
と

を
受
け
（
２４
）
、
同
教
を
管
轄
し
う
る
部
局
を
省
庁
改
変
に
よ
っ
て
作
ら
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
山
口
氏
に
よ
れ
ば
内
務
省

の
消
極
的
政
策
と
し
て
現
出
し
た
神
社
局
だ
っ
た
が
、
理
由
は
ど
う
あ
れ
神
社
局

新
設
の
ニ
ュ
ー
ス
は
神
社
関
係
者
に
歓
呼
の
声
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
。『
全
国

神
職
会
々
報
』（
以
下
『
会
報
』）
は
「
特
別
官
衙
の
新
設
を
祝
し
併
せ
て
吾
人
の

希
望
を
述
ふ
」
と
の
会
説
を
掲
載
し
、
神
社
局
新
設
を
長
い
冬
に
耐
え
た
後
に
よ

う
や
く
到
来
し
た
春
に
な
ぞ
ら
え
て
歓
迎
を
表
明
し
て
い
る
（
２５
）
。『
会
報
』
と
は
、

全
国
の
神
職
を
会
員
と
し
、
そ
の
団
結
を
図
る
目
的
で
明
治
二
十
五
年
に
発
足
し

た
全
国
神
職
会
の
機
関
誌
で
あ
り
、
明
治
三
十
二
年
創
刊
の
、
こ
の
時
期
唯
一
の

神
社
関
係
誌
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
に
先
立
つ
こ
と
三
ヶ
月
、
神
社
局
新
設
如
何
が
未
だ
不
透
明

な
状
況
に
あ
っ
た
同
年
一
月
の
『
会
報
』
に
「
勉
め
よ
や
神
職
諸
氏
」
な
る
論
題

の
一
つ
の
寄
せ
書
き
が
掲
載
さ
れ
た
。
そ
れ
は
神
職
の
他
力
本
願
ぶ
り
や
能
力
不

足
を
指
摘
し
、
神
社
局
設
立
後
の
彼
ら
の
進
退
を
危
惧
し
た
う
え
で
、
一
層
の
精

進
を
呼
び
か
け
る
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
（
２６
）
。
そ
の
な
か
で
は
「
未
だ
神
�
に
関
す

る
一
の
独
立
官
衙
す
ら
設
置
の
結
果
を
見
ざ
る
は
、
我
国
家
の
現
在
又
は
将
来
に

対
し
て
大
に
遺
憾
と
す
る
所
な
り
」
と
し
て
神
�
官
衙
設
置
は
当
然
と
の
考
え
を

示
し
な
が
ら
も
、
在
京
委
員
な
ど
一
部
神
職
が
神
�
官
衙
設
置
に
奔
走
し
て
い
る

傍
ら
で
全
国
の
神
職
は
「
十
中
の
八
九
迄
は
、
袖
手
傍
観
」
し
て
い
る
だ
け
だ
と

大
多
数
神
職
の
主
体
性
の
な
さ
を
批
判
す
る
。
そ
の
上
で
「
此
等
神
職
の
身
に
取

り
て
は
該
官
衙
の
設
置
は
甚
だ
憂
ふ
べ
き
者
た
る
を
知
ら
ず
や
」
と
神
�
官
衙
新

設
は
神
職
に
と
っ
て
憂
慮
す
べ
き
事
態
で
あ
る
と
の
指
摘
に
及
ぶ
。
な
ぜ
な
ら
そ

れ
は
「
国
家
必
要
上
よ
り
起
る
者
な
れ
ば
、
神
職
の
重
且
大
な
る
責
任
を
督
促
励

行
せ
し
む
べ
き
は
勿
論
、
其
他
万
般
の
事
業
起
り
、
到
底
無
学
の
神
職
に
し
て
能

く
責
任
を
尽
し
得
可
き
も
の
」
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
神
�
官
衙

設
立
を
希
望
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
伴
う
職
責
の
重
さ
に
耐
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ

う
神
職
た
ち
の
現
状
を
慨
嘆
し
た
投
稿
者
は
、「
此
が
職
責
を
全
う
し
能
は
ざ
る

者
は
遂
に
如
何
な
る
悲
境
に
陥
る
か
を
思
ひ
見
ば
、
実
に
奮
勉
励
精
せ
ざ
る
可
ら

ざ
る
の
秋
な
り
」
と
続
け
て
神
職
の
奮
起
を
促
す
。
さ
ら
に
は
内
地
雑
居
開
始
に

伴
う
外
国
人
宣
教
師
の
進
出
や
仏
教
諸
派
の
脅
威
に
つ
い
て
も
言
及
し
、「
此
等

の
教
敵
に
向
て
取
る
べ
き
策
略
は
、
神
職
の
脳
中
に
存
す
る
可
ら
ず
。
然
る
に
今

の
神
職
に
あ
り
て
は
進
撃
は
勿
論
、
防
御
の
術
を
施
し
得
る
も
の
幾
何
ぞ
や
。
嗚

呼
危
哉
神
道
。
立
て
よ
神
職
。
起
き
よ
神
職
」
と
、
神
道
外
勢
力
に
対
す
る
神
道

の
競
争
力
の
薄
弱
ぶ
り
を
危
惧
し
て
み
せ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
無
為
の
神
職

を
改
良
す
る
方
法
と
し
て
「
神
職
登
用
試
験
を
厳
重
に
執
行
す
べ
き
事
」
を
提
唱

す
る
の
で
あ
る
（
２７
）
。
こ
こ
で
唱
え
ら
れ
て
い
る
神
職
登
用
試
験
厳
重
化
が
「
既
に
各

府
県
で
行
わ
れ
て
い
る
社
司
・
社
掌
試
験
の
厳
密
な
執
行
」
を
求
め
る
も
の
か
、
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あ
る
い
は
「
神
職
登
用
に
際
し
現
行
よ
り
厳
し
い
基
準
採
用
」
を
要
求
し
て
い
る

も
の
か
は
定
か
で
な
い
が
、
神
職
登
用
に
問
題
が
あ
る
と
い
う
認
識
に
変
わ
り
は

無
い
。

こ
の
よ
う
に
、
来
た
る
べ
き
神
職
の
職
務
重
化
を
見
越
し
て
神
職
改
良
を
訴
え

る
言
説
と
と
も
に
、
神
職
の
問
題
状
況
を
引
き
起
こ
す
根
本
原
因
を
登
用
制
度
の

不
備
と
神
職
俸
給
の
低
さ
に
求
め
る
意
見
も
『
会
報
』
誌
上
に
載
り
は
じ
め
る
。

翌
二
月
に
掲
載
さ
れ
た
「
人
物
養
成
論
（
２８
）」
と
題
さ
れ
た
会
説
に
よ
る
と
、
神
道
斯

道
の
不
振
の
原
因
は
神
職
の
不
熱
心
の
み
に
起
因
す
る
も
の
で
は
な
く
「
神
職
待

遇
法
の
不
充
分
な
る
こ
と
」
と
「
神
職
特
別
任
用
法
の
存
す
る
に
よ
」
る
と
指
摘

し
て
い
る
。
経
済
的
困
窮
と
任
用
問
題
は
以
後
の
神
職
界
の
普
遍
的
な
テ
ー
マ
と

さ
れ
る
が
、
前
者
に
関
し
て
は
次
節
で
詳
述
す
る
こ
と
と
し
て
以
下
で
は
後
者
に

的
を
絞
っ
て
見
て
い
こ
う
。
現
行
制
度
下
で
は
「
府
県
社
以
下
に
あ
り
て
は
、
判

任
官
た
り
し
も
の
と
、
五
代
以
上
該
神
社
に
奉
仕
せ
し
も
の
の
相
続
人
と
は
社
司

社
掌
た
る
の
資
格
」
が
あ
る
た
め
、「
老
朽
官
吏
等
は
種
々
の
手
蔓
を
求
め
て
頻

り
に
神
職
界
に
入
り
込
み
、
又
一
方
に
て
は
五
代
乃
至
十
代
以
上
奉
仕
者
は
学
識

の
如
何
に
係
は
ら
ず
、
宮
司
さ
て
は
社
司
掌
に
補
せ
ら
」
れ
る
と
い
う
現
状
に
陥

り
、「
其
弊
遂
に
神
職
は
学
識
を
要
せ
ざ
る
も
の
の
如
く
誤
解
せ
し
む
る
に

至
」
っ
た
と
し
て
「
こ
れ
学
識
不
振
の
一
原
因
に
し
て
、
人
物
養
成
上
一
大
障
碍

を
与
ふ
る
所
以
な
り
」
と
断
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
先
に
挙
げ
た
無
試
験
登

用
条
件
�
、
�
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ
う
。
登
用
規
則
改
正

要
求
を
訴
え
る
論
文
は
八
月
に
も
『
会
報
』
の
巻
頭
会
説
欄
を
飾
っ
た
が
、
こ
れ

ら
議
論
が
全
国
神
職
会
機
関
誌
の
巻
頭
「
会
説
」
欄
に
掲
載
さ
れ
た
と
い
う
事
実

か
ら
も
、
全
国
神
職
会
が
神
職
任
用
を
め
ぐ
る
問
題
を
乗
り
越
え
る
べ
き
重
要
課

題
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

さ
て
、
こ
れ
と
時
を
同
じ
く
し
て
皇
典
講
究
所
に
お
い
て
は
明
治
三
十
三
年
四

月
、
第
一
回
神
職
講
習
会
が
開
催
さ
れ
た
。
皇
典
講
究
所
と
は
「
国
体
の
講
明
」、

「
徳
性
の
涵
養
（
２９
）」
を
目
的
と
し
て
明
治
十
五
年
十
一
月
に
設
立
さ
れ
た
神
職
養
成

団
体
で
、
麹
町
本
部
を
中
心
と
し
て
全
国
に
支
部
を
展
開
し
「
生
徒
教
養
と
神
官

試
験
の
二
事
」
を
所
轄
（
３０
）し
て
い
た
が
、
そ
の
よ
う
な
任
に
あ
っ
た
同
所
に
お
い
て
、

神
�
典
礼
や
祝
詞
、
作
文
と
い
っ
た
神
職
必
修
事
項
を
希
望
者
に
教
育
指
導
し
よ

う
と
す
る
機
運
が
出
て
き
た
の
は
自
然
な
流
れ
で
あ
っ
た
。
明
治
三
十
一
年
、
翌

三
十
二
年
の
評
議
委
員
会
で
「
神
職
に
適
応
す
べ
き
学
科
速
成
の
目
的
を
以
て
神

職
講
習
会
を
設
置
」
す
る
こ
と
が
議
決
さ
れ
（
３１
）
、
翌
年
本
所
内
に
第
一
回
の
神
職
講

習
会
が
開
催
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
詳
し
く
は
第
二
章
に
譲
る
が
、
講
習

会
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
、
講
習
科
目
は
祭
式
・
道
義
・
国
史
・
国
文
、
期

間
は
五
ヶ
月
（
二
〇
週
）
で
あ
っ
て
、
講
習
費
は
一
ヶ
月
三
円
、
丁
年
以
上
の
参

加
が
認
め
ら
れ
て
い
た
（
３２
）
。
こ
の
神
職
講
習
会
は
明
治
四
十
二
年
に
養
成
業
務
が
神

職
養
成
部
に
移
管
さ
れ
る
ま
で
毎
年
開
催
さ
れ
、
そ
の
回
数
計
一
〇
回
、
修
了
者

数
は
毎
回
五
〇
名
を
数
え
た
。
講
師
に
は
井
上
頼
�
、
今
泉
定
助
と
い
っ
た
著
名

な
学
者
が
招
聘
さ
れ
、
課
外
講
義
も
そ
の
道
の
専
門
家
に
よ
っ
て
開
講
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
神
社
局
設
置
と
い
う
祝
す
べ
き
事
態
に
呼
応
す
る
か

た
ち
で
神
職
界
向
上
を
目
指
す
議
論
が
発
生
し
、
ま
た
偶
然
に
も
同
時
期
に
神
職

の
養
成
を
企
図
し
た
神
職
講
習
会
が
開
催
さ
れ
た
こ
と
で
、
神
職
の
改
良
と
そ
の

俸
給
改
善
と
い
う
、
以
後
で
検
討
を
加
え
て
い
く
べ
き
二
つ
の
課
題
が
こ
こ
に
顔

を
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。

た
だ
ど
ち
ら
の
課
題
に
し
ろ
、
こ
の
時
期
は
ま
だ
初
期
発
生
段
階
で
し
か
な
い
。

た
し
か
に
こ
の
時
期
い
く
つ
か
の
神
職
改
良
・
俸
給
改
善
を
求
め
る
議
論
は
あ
っ

た
が
、
そ
れ
は
一
部
関
係
者
（
全
国
神
職
会
上
層
部
周
辺
あ
る
い
は
一
部
の
投
稿

者
）
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
た
主
張
、
も
し
く
は
議
論
の
深
化
を
伴
わ
な
い
単
発
論
で
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あ
り
、
大
多
数
の
神
職
た
ち
の
自
意
識
を
覚
醒
さ
せ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
神

職
講
習
会
・
神
職
養
成
の
実
施
に
関
し
て
も
、
講
習
内
容
や
開
催
数
、
そ
れ
へ
の

公
金
補
助
と
い
っ
た
点
で
今
後
は
さ
ら
な
る
展
開
を
見
せ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て

は
、
次
節
で
扱
う
明
治
三
十
五
年
の
任
用
令
改
正
に
伴
っ
て
現
出
す
る
誌
上
議
論

の
活
性
化
や
、
そ
れ
に
牽
引
さ
れ
る
形
で
実
施
さ
れ
て
い
く
神
職
養
成
ル
ー
ト
の

整
備
過
程
と
比
較
す
る
と
明
ら
か
で
あ
る
。

第
二
節

明
治
三
十
五
年
内
務
省
令
第
四
号
と
議
論
の
深
化

第
一
項

内
務
省
令
第
四
号

明
治
三
十
五
年
二
月
十
八
日
、
内
務
省
令
第
四
号
「
府
県
社
以
下
神
社
神
職
任

用
規
則
（
３３
）
」
に
よ
っ
て
懸
案
で
あ
っ
た
神
職
登
用
規
則
に
改
正
が
加
え
ら
れ
た
。

さ
っ
そ
く
そ
の
内
容
を
見
て
み
よ
う
。

第
一
条

社
司
社
掌
、
試
験
に
及
第
し
た
る
者
に
あ
ら
さ
れ
は
社
司
社
掌
に

補
す
る
こ
と
を
得
す

官
国
幣
社
神
職
試
験
に
合
格
し
た
る
者
又
は
官
国
幣
社
神
職
た
り
し
者

は
試
験
を
要
せ
す
。
直
に
社
司
社
掌
に
補
す
る
こ
と
を
得

（
中
略
）

第
八
条

社
司
社
掌
の
試
験
科
目
は
左
の
如
し

祭
式

倫
理

国
文

作
文
（
祝
詞
体
公
文
体
）

法
制
（
現
行
神
社

法
令
）

（
中
略
）

第
十
一
条

左
に
掲
く
る
者
に
し
て
第
二
条
の
各
号
に
該
当
せ
さ
る
者
は
試

験
を
要
せ
す
。
社
司
社
掌
試
験
委
員
の
詮
衝
を
経
て
社
司
社
掌
に
補
す
る

こ
と
を
得

一

官
国
幣
社
及
神
部
署
神
職
任
用
令
第
九
条
一
号
二
号
三
号
五

号
（
３４
）
に
掲
く
る
者

二

皇
典
講
究
所
に
於
て
内
務
大
臣
の
認
可
を
得
て
定
め
た
る
規

則
に
よ
り
学
階
司
業
（
社
司
に
在
て
は
六
等
以
上
、

社
掌
に
在
て
は
八
等
以
上

）
を
附
与
し
た
る
者
に

し
て
祭
式
を
修
め
た
る
者

三

判
任
待
遇
以
上
の
職
に
在
り
し
者
に
し
て
祝
詞
作
文
祭
式
を

修
め
た
る
者

（
中
略
）附

則

第
十
六
条

本
令
施
行
前
よ
り
現
に
府
県
社
以
下
神
社
の
神
職
た
る
者
は
本

令
の
施
行
に
依
り
神
職
た
る
の
資
格
を
失
ふ
こ
と
な
し

（
後
略
）

大
き
な
改
正
点
と
し
て
は
以
下
の
三
点
が
あ
ろ
う
。
�
先
の
登
用
制
度
に
お
い

て
無
試
験
登
用
の
前
提
条
件
と
さ
れ
た
「
直
接
国
税
年
額
二
円
以
上
を
納
む
る

者
」
と
の
規
定
を
全
廃
し
た
こ
と
、
�
同
じ
く
無
試
験
登
用
の
一
細
目
で
あ
っ
た

「
明
治
元
年
以
前
に
於
て
五
代
以
上
引
続
き
其
神
社
に
奉
仕
し
た
る
者
の
子
孫
」、

「
満
二
年
以
上
判
任
待
遇
以
上
の
職
に
在
り
た
る
者
」
と
い
う
、
試
験
・
講
習
未

修
了
者
就
業
の
可
能
性
を
ゼ
ロ
と
し
た
こ
と
、
�
試
験
科
目
を
明
記
し
た
こ
と
、

�
祭
式
の
修
了
が
任
用
の
条
件
と
さ
れ
た
こ
と
。

こ
の
改
正
は
大
き
な
賛
同
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
る
と
同
時
に
神
職
た
ち
の
自
意

識
を
深
く
揺
る
が
す
も
の
と
な
り
、
神
職
現
状
打
破
論
と
い
う
べ
き
大
き
な
う
ね

り
を
神
職
界
に
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
（
�
、
�
に
関
し
て
は
第
二
章
で
扱

う
）。ち

な
み
に
、
第
一
条
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
社
司
社
掌
試
験
の
実
施
内
容
は
各
府
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県
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
。
内
務
省
令
第
四
号
通
達
の
前
日
に
、
神
社
局
長
か
ら
各

地
方
長
官
に
対
し
て
出
さ
れ
た
依
命
通
牒
で
は
以
下
の
よ
う
な
指
示
が
な
さ
れ
て

い
る
（
３５
）
。
史
料
冒
頭
の
「
官
国
幣
社
神
職
任
用
令
」
と
は
府
県
社
以
下
に
先
立
っ
て

二
月
十
日
に
発
布
さ
れ
た
勅
令
を
指
す
。

今
般
官
国
幣
社
神
職
任
用
令
発
布
相
成
候
処
、
神
職
試
験
科
目
は
従
前
の
如

く
其
の
用
書
を
限
定
不
致
、
其
の
都
度
適
当
の
問
題
用
書
等
御
選
定
相
成
度

儀
に
有
之
、
又
試
験
の
方
法
等
に
至
り
て
も
別
に
予
め
制
限
せ
ず
、
口
述
筆

答
等
適
宜
の
法
に
依
ら
れ
度
、
其
の
試
験
委
員
長
は
従
前
の
通
貴
庁
高
等
官

を
以
て
之
を
充
て
、
試
験
委
員
は
貴
庁
官
吏
神
職
の
中
に
付
相
当
任
命
相
成

様
致
度
、
為
念
依
命
此
段
通
牒
候
也
。

追
て
府
県
社
以
下
神
職
即
ち
社
司
社
掌
任
用
規
則
に
付
て
も
是
亦
本
文
に

準
じ
御
取
扱
相
成
度
、
併
て
申
添
候
。

各
府
県
に
は
、
神
職
試
験
の
問
題
や
課
題
書
の
選
定
か
ら
、
口
述
に
す
る
か
筆

記
に
す
る
か
と
い
っ
た
試
験
方
法
の
決
定
ま
で
、
神
職
採
用
の
全
て
が
任
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
県
庁
高
等
官
が
試
験
委
員
長
に
、
県
官
吏
も
し

く
は
県
神
職
が
試
験
委
員
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
各
県
に
置
か
れ
た
皇
典

講
究
所
の
分
所
は
地
域
に
お
け
る
生
徒
教
養
と
神
職
採
用
と
を
担
う
た
め
、
神
職

を
試
験
委
員
と
し
て
人
員
を
送
り
込
ん
で
い
た
の
で
あ
る
（
３６
）
。

第
二
項

神
職
現
状
打
破
論

さ
て
、
話
は
戻
っ
て
内
務
省
令
第
四
号
に
よ
る
改
正
は
、「
固
よ
り
か
く
有
る

べ
き
こ
と
」「
今
回
の
改
正
に
之
（
上
記
�
で
引
用
し
た
試
験
免
除
の
二
項
目
―

筆
者
註
）
を
削
除
せ
ら
れ
し
は
、
吾
人
の
最
も
同
意
を
表
す
る
所
（
３７
）

」
と
、
神
職
界

に
歓
迎
を
も
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
た
。
以
下
で
は
こ
の
改
正
に
よ
り
引
き
起
こ
さ

れ
た
神
社
界
の
論
争
を
系
統
づ
け
な
が
ら
見
て
い
き
た
い
。
検
討
対
象
と
な
る
の

は
当
時
の
神
社
界
の
二
大
雑
誌
で
あ
る
『
全
国
神
職
会
々
報
』
と
『
神
社
協
会
雑

誌
』（
以
下
『
雑
誌
』）
で
あ
る
。『
雑
誌
』
は
明
治
三
十
五
年
に
創
刊
さ
れ
た
雑

誌
で
あ
る
。
発
行
元
の
神
社
協
会
は
、
内
務
省
神
社
局
が
発
起
人
と
な
っ
て
、

「
神
社
本
来
の
性
質
を
明
か
に
し
て
祖
先
崇
敬
の
看
念
を
鞏
固
に
（
３８
）
」
す
る
こ
と
を

目
的
に
、
明
治
三
十
五
年
に
設
立
さ
れ
た
有
志
団
体
で
あ
り
、「
種
々
の
方
面
の

人
々
寄
り
集
り
て
、
専
ら
神
社
と
云
ふ
も
の
に
つ
き
て
研
究
せ
む
が
た
め
に
設
け

た
る
も
の
に
て
、
神
職
会
の
如
く
神
職
の
み
を
以
て
組
織
す
る
も
の
と
は
大
に
趣

を
異
に
し
、
誰
に
て
も
望
み
の
も
の
は
広
く
入
会
せ
し
め
、
神
社
の
事
に
つ
き
て

大
に
討
論
せ
し
め
、
而
し
て
漸
次
研
究
を
遂
く
る
（
３９
）
」
こ
と
を
主
意
と
し
た
。
神
職

団
体
の
機
関
誌
で
あ
る
『
会
報
』
が
、
神
職
の
存
在
意
義
や
職
務
内
容
を
見
つ
め
、

改
善
を
志
向
し
な
が
ら
、
政
府
へ
の
要
望
を
強
く
押
し
出
す
と
い
う
性
格
を
有
し

て
い
た
の
に
対
し
、
神
社
局
を
母
体
と
し
て
発
刊
さ
れ
た
『
雑
誌
』
に
は
、
神
職

の
あ
る
べ
き
姿
や
現
状
問
題
を
、
外
部
の
人
間
の
視
点
も
織
り
こ
み
な
が
ら
、
客

観
的
に
鋭
く
突
く
傾
向
が
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
留
意
し
つ
つ
話

を
進
め
て
い
こ
う
。

ま
ず
、
任
用
規
則
の
改
正
の
影
響
の
大
き
さ
は
、『
雑
誌
』
の
質
疑
欄
へ
の
神

職
任
用
に
関
す
る
質
問
の
多
さ
に
現
れ
る
。
幾
つ
か
の
例
を
挙
げ
る
と
、「
同
則

（
省
令
第
四
号
―
筆
者
註
）
施
行
前
よ
り
現
に
社
司
社
掌
た
る
も
の
は
、
試
験
委

員
の
銓
衝
を
経
す
他
の
神
社
の
社
司
若
く
は
社
掌
に
兼
補
す
る
も
差
支
な
き
や
（
４０
）」、

あ
る
い
は
「
明
治
二
十
八
年
神
職
登
用
規
則
（
中
略
）『
明
治
元
年
以
前
に
於
て

五
代
以
上
引
続
き
其
神
社
に
奉
仕
し
た
る
者
の
子
孫
』
に
依
り
て
神
職
と
な
り
し

も
の
と
雖
も
、
判
任
待
遇
に
は
相
違
な
き
を
以
て
、
明
治
三
十
五
年
府
社
県
社
以

下
神
社
神
職
任
用
規
則
第
十
一
条
三
号
に
依
り
て
無
論
他
の
神
社
の
社
司
又
は
社
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掌
に
補
す
る
こ
と
を
得
る
も
の
と
心
得
ふ
如
何
（
４１
）
」
と
い
っ
た
よ
う
な
、
自
身
の
去

就
問
題
に
引
き
つ
け
た
質
問
が
多
く
出
さ
れ
て
い
る
。
既
存
神
職
、
な
か
で
も
社

司
社
掌
試
験
を
経
ず
に
神
職
と
な
っ
て
い
た
層
の
不
安
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
が

う
か
が
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
そ
の
一
方
で
、
省
令
第
四
号
に
よ
る
任
用
規
則
改
正
が
神
職
の

学
術
励
行
を
促
す
契
機
で
あ
る
と
肯
定
的
に
捉
え
る
向
き
も
あ
っ
た
。

顧
れ
ば
神
社
局
新
設
せ
ら
れ
て
よ
り
以
来
、
未
だ
嘗
て
斯
道
に
関
す
る
目
覚

し
き
改
正
は
見
ざ
る
と
こ
ろ
な
り
し
に
、
俄
然
本
年
二
月
十
八
日
な
り
き
。

内
務
大
臣
は
省
令
第
四
号
を
以
て
府
県
社
以
下
神
職
に
関
す
る
試
験
任
用
規

則
を
発
表
せ
ら
れ
ぬ
。
加
之
五
代
以
上
其
神
社
に
奉
職
す
る
も
の
ゝ
子
弟
は

無
試
験
神
職
に
任
用
云
々
の
件
、
愈
廃
せ
ら
れ
終
ん
ぬ
。
此
は
い
と
喜
ぶ
べ

き
こ
と
に
て
、
啻
に
試
験
を
受
け
ん
と
す
る
も
の
ゝ
み
な
ら
ず
一
般
神
職
の

学
術
励
行
と
も
な
り
て
、
い
よ
い
よ
研
学
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
や
目
下
の
急

務
と
な
れ
り
。
げ
に
斯
く
あ
り
て
こ
そ
品
行
品
位
を
高
む
る
天
晴
神
職
と
は

な
り
な
ん
。
吾
人
又
謹
み
て
国
家
の
宗
祀
に
仕
へ
奉
り
、
以
て
省
令
に
添
ふ

所
あ
ら
ん
こ
と
を
期
す
。
そ
れ
勉
め
よ
や
。
同
職
諸
氏
（
４２
）
。

こ
の
な
か
で
は
、
神
職
試
験
受
験
者
の
み
な
ら
ず
、
既
存
の
一
般
神
職
の
学
術

振
興
を
も
促
す
も
の
と
し
て
任
用
令
改
正
を
歓
迎
し
、
神
職
に
研
学
を
呼
び
か
け

つ
つ
、
省
令
の
意
に
た
が
わ
な
い
神
職
た
ら
ん
と
前
向
き
な
立
場
を
表
明
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
省
令
四
号
を
契
機
と
し
て
、
理
想
的
な
神
職
と
な
る
こ
と
、
あ

る
い
は
そ
の
よ
う
な
神
職
を
作
り
上
げ
て
い
く
こ
と
が
目
指
さ
れ
始
め
、
以
後
数

年
に
わ
た
っ
て
神
職
現
状
打
破
論
が
発
展
・
深
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

神
職
現
状
打
破
論
と
は
、
社
会
的
低
位
置
に
置
か
れ
た
神
職
の
地
位
向
上
を
如

何
な
る
手
段
に
よ
っ
て
達
成
す
べ
き
か
と
い
う
議
論
の
総
体
を
指
す
造
語
で
あ
り
、

一
連
の
議
論
が
、
神
職
の
危
機
的
現
状
を
打
開
・
好
転
さ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う

強
い
危
機
意
識
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
で
は
軌
を
一
に
し
て
い
た
こ
と

か
ら
、
そ
の
よ
う
に
総
称
し
た
も
の
で
あ
る
。
神
職
現
状
打
破
論
は
神
職
改
善
論

と
神
職
俸
給
改
善
論
に
大
別
さ
れ
、
前
者
は
さ
ら
に
細
分
化
す
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
詳
し
く
は
以
下
で
論
じ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
神
職
現
状
打
破
論

と
呼
べ
る
諸
議
論
は
、
一
度
に
全
て
が
出
揃
う
わ
け
で
は
な
く
、
以
後
新
た
に
打

ち
出
さ
れ
る
行
政
政
策
へ
の
反
応
と
し
て
複
数
が
同
時
発
生
し
て
く
る
場
合
も
あ

れ
ば
、「
神
社
と
葬
儀
の
関
係
（
４３
）
」
や
「
外
国
人
合
祀
問
題
（
４４
）
」
と
い
っ
た
他
の
話
題

の
ト
ピ
ッ
ク
に
押
さ
れ
て
影
を
潜
め
る
時
期
も
あ
る
た
め
、
い
き
お
い
検
討
対
象

時
期
が
長
く
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
ま
た
各
議
論
が
時
期
的
に
散
在
し
て
い
る
印
象

を
与
え
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
神
職
の
問
題
意
識
は
そ
れ
ら
の
時

期
を
通
じ
て
底
辺
に
流
れ
て
い
た
と
い
う
前
提
で
、
鳥
瞰
的
に
議
論
を
検
討
・
分

類
し
て
み
た
い
。
そ
も
そ
も
神
職
の
抱
え
る
諸
問
題
は
す
ぐ
に
は
解
決
さ
れ
な

か
っ
た
し
、
簡
単
に
解
決
で
き
る
課
題
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ

う
に
長
期
的
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
は
間
違
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み

に
神
職
現
状
打
破
論
の
構
造
を
可
視
化
し
た
も
の
が
次
頁
の
図
１
の
概
念
図
で
あ

る
。
適
宜
参
照
さ
れ
た
い
。

神
職
改
善
論
は
、
現
任
神
職
は
無
能
で
あ
る
と
の
認
識
に
基
づ
き
、
神
職
軽
視

の
風
潮
と
そ
れ
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
敬
神
思
想
の
減
退
と
い
う
問
題
を
解

決
す
る
に
は
、
ま
ず
神
職
自
体
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
が
先
決
で
あ
る
と
捉
え
る
議
論

で
あ
る
。
そ
し
て
神
職
の
質
的
向
上
の
主
な
方
法
論
と
し
て
は
、
神
職
全
体
の
学

識
ア
ッ
プ
を
重
視
す
る
知
識
向
上
論
と
、
無
能
な
神
職
が
存
在
す
る
の
は
そ
も
そ

も
任
用
方
法
に
問
題
が
あ
る
か
ら
だ
と
し
て
適
任
者
厳
選
を
優
先
課
題
と
す
る
神

職
淘
汰
論
が
あ
っ
た
。
ま
ず
代
表
的
な
知
識
向
上
論
の
中
身
を
見
て
み
よ
う
。
や
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神職現状打破論

神職改善論 神職俸給改善論

知識向上論 神職淘汰論

一斉淘汰論

神職官選論

自主学習論

良神職養成論
政府が採用

各府県で対応

神職転任論

や
長
文
で
あ
る
が
、
興
味
深
い
内
容
で
あ
る
の
で
以
下
に
掲
げ
る
こ
と
と
す
る
。

神
社
が
我
が
国
体
に
密
接
の
関
係
を
有
し
、
祭
政
二
儀
嘗
て
離
る
へ
か
ら
さ

る
も
の
な
り
し
に
も
係
ら
す
、
之
に
奉
仕
す
る
神
官
神
職
の
位
置
が
未
だ
国

民
よ
り
し
て
多
く
の
尊
敬
と
注
意
と
を
払
は
れ
ざ
る
所
以
の
者
は
何
そ
や
、

是
少
し
く
講
究
す
べ
き
の
問
題
也
。（
中
略
）
神
官
神
職
の
位
置
多
く
重
要
視

せ
ら
れ
ず
、
而
し
て
神
社
の
性
質
認
識
せ
ら
れ
さ
る
は
、
一
に
神
官
神
職
の

無
力
に
依
る
也
。（
中
略
）
諸
氏
の
多
く
は
、
余
り
に
無
学
也
。
余
り
に
出

ら
ん
だ

世
間
的
也
。
余
り
に
無
能
也
。
余
り
に
懶
惰
也
。（
中
略
）
諸
君
は
六
国
史
を

読
み
、
万
葉
集
を
繙
き
、
延
喜
式
に
職
原
抄
に
公
事
根
源
を
講
す
る
に
於
て
、

誠
に
吾
人
に
数
日
の
長
あ
り
。
然
れ
と
も
、
今
ト
ラ
ン
ス
バ
ー
ル
に
於
て
戦

争
あ
り
た
り
と
せ
む
乎
、
諸
氏
は
ト
ラ
ン
ス
バ
ー
ル
の
何
州
に
属
し
、
如
何

な
る
政
体
歴
史
を
有
す
る
か
は
、
か
の
中
学
校
の
学
生
に
問
ふ
て
後
知
る
べ

き
也
。
巴
里
倫
敦
に
至
て
は
諸
氏
は
流
石
に
何
国
の
首
都
た
る
を
知
れ
り
と

ト

ル

コ

デ
ン
マ
ー
ク
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

雖
も
、
問
ふ
て
土
耳
其
（
マ
マ
）
の
首
府
、
丁
抹

瑞
典
の
夫
に
至
ら
は
、

或
は
其
答
に
窮
せ
む
。
如
斯
に
し
て
、
諸
氏
の
多
く
は
教
育
智
識
の
程
度
に

於
て
、
全
国
幾
百
万
を
以
て
数
ふ
べ
き
、
中
学
卒
業
生
の
下
に
す
ら
あ
ら
ざ

る
べ
か
ら
す
。（
中
略
）
諸
氏
か
勉
め
て
智
識
を
古
典
捜
索
以
外
に
求
め
、

世
間
の
智
識
と
併
行
せ
む
と
す
る
は
、
神
官
神
職
の
位
置
を
し
て
重
か
ら
し

む
る
所
以
に
あ
ら
す
や
（
４５
）
。

神
社
は
国
体
と
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
ま
た
祭
祀
と
政
治
は
不
可
分
な
も
の
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
神
社
に
奉
仕
す
る
神
職
が
重
視
さ
れ
な
い
の
は
神

職
の
無
力
が
原
因
で
あ
る
と
指
摘
し
、
そ
の
具
体
例
と
し
て
、
神
職
は
六
国
史
や

万
葉
集
、
職
原
抄
と
い
っ
た
古
典
的
知
識
は
あ
る
も
の
の
、
世
界
地
理
や
世
界
史

図１ 神職現状打破論 概念図
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と
い
っ
た
一
般
教
養
の
点
で
は
中
学
卒
業
生
よ
り
は
る
か
に
劣
っ
て
い
る
と
指
摘

し
て
い
る
。
神
職
の
無
学
ぶ
り
は
専
門
知
識
の
不
足
に
お
い
て
批
判
さ
れ
る
と
い

う
よ
り
は
、
む
し
ろ
一
般
教
養
の
欠
落
と
い
う
点
か
ら
揶
揄
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
神
職
に
対
し
て
専
門
に
と
ら
わ
れ
な
い
知
識
吸

収
を
呼
び
か
け
る
議
論
は
他
に
も
散
見
さ
れ
る
が
（
４６
）
、
こ
の
主
張
は
神
職
界
の
改
善

を
神
職
自
身
の
自
助
努
力
に
期
待
し
、
政
府
や
皇
典
講
究
所
な
ど
他
所
へ
の
期

待
・
要
求
を
行
わ
な
い
点
で
他
の
議
論
と
異
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
神
職
の
自
主

的
前
進
を
待
つ
議
論
は
、
知
識
向
上
論
の
な
か
で
も
自
主
学
習
論
と
分
類
で
き
る

だ
ろ
う
。

こ
れ
と
類
似
し
た
言
説
と
し
て
、
神
職
に
自
主
的
研
学
を
動
機
付
け
る
た
め
に

神
職
を
転
任
職
化
す
べ
し
と
の
議
論
も
あ
っ
た
。
こ
の
神
職
転
任
論
は
、
任
用
令

の
変
更
を
伴
う
要
求
で
あ
る
と
い
う
点
で
上
記
の
自
主
学
習
論
と
は
一
線
を
画
し

て
い
る
。
神
職
転
任
論
と
は
以
下
の
よ
う
な
主
張
で
あ
る
。

（
社
司
社
掌
は
―
筆
者
註
）
当
初
に
補
任
し
て
よ
り
爾
後
永
久
一
ヶ
所
に
終

身
定
務
し
（
中
略
）
交
替
転
任
の
道
な
き
に
基
づ
き
、
一
旦
其
地
位
を
得
れ

は
、
仮
令
無
識
の
者
に
も
せ
よ
決
し
て
左
遷
す
る
か
如
き
憂
も
な
き
に
よ
り
、

知
ら
す
識
ら
す
の
間
、
職
相
当
の
学
芸
等
も
研
究
勉
励
す
る
精
神
に
乏
し
き

に
因
り
、（
中
略
）
外
観
的
こ
の
惰
眠
を
覚
醒
し
、
各
自
互
に
日
進
の
智
識

を
交
換
し
、
世
の
潮
流
に
伴
ひ
て
敢
て
人
後
に
落
ち
さ
ら
し
め
ん
事
を
勉
め

し
め
ん
に
は
他
な
し
、
啻
之
を
其
社
会
に
向
て
喋
々
言
説
せ
ん
よ
り
は
寧
ろ

是
の
職
も
又
一
の
転
任
職
た
ら
し
め
は
、
積
弊
の
病
根
は
自
然
に
之
を
救
済

す
る
の
一
良
手
段
た
る
に
外
な
ら
さ
る
な
り
と
信
ず
（
４７
）
。

た
ど
た
ど
し
い
言
い
回
し
で
は
あ
る
が
、
神
職
は
交
替
・
転
任
の
な
い
終
身
職

の
た
め
研
究
勉
励
の
精
神
に
乏
し
く
な
り
が
ち
だ
と
分
析
し
、
神
職
は
転
任
職
に

す
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
で
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。
転
任
に
伴
う
一
種
の
緊

張
感
に
よ
っ
て
知
的
向
上
心
を
引
き
出
す
こ
と
で
、
神
職
の
学
識
的
向
上
を
目
指

す
も
の
と
い
え
よ
う
。

一
方
で
、
神
職
の
質
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
も
、
政
府
の
さ
ら
に
積
極
的
な
働

き
か
け
を
求
め
る
声
は
以
前
か
ら
出
さ
れ
て
い
た
。

神
職
教
育
に
十
分
力
を
用
ふ
る
に
あ
ら
ず
ん
ば
、
そ
の
目
的
（
神
職
の
品
位

を
高
め
る
こ
と
―
筆
者
註
）
を
達
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
べ
し
。
故
に
ま
づ
そ

の
第
一
着
の
事
業
と
し
て
内
務
省
の
所
属
と
し
て
、
神
職
養
成
を
目
的
と
す

る
一
学
校
を
設
く
べ
し
。
凡
そ
各
種
の
学
科
に
各
そ
の
専
門
学
校
な
き
は
無

く
、
大
学
の
各
分
科
は
暫
く
措
い
て
、
其
他
に
就
き
て
言
は
む
に
、
農
業
の

た
め
に
は
札
幌
農
学
校
を
始
め
各
府
県
に
農
学
校
あ
り
。
商
業
の
た
め
に
は

高
等
商
業
学
校
を
始
め
各
所
に
商
業
学
校
あ
り
（
中
略
）
て
各
其
道
の
進
歩

を
謀
り
つ
つ
あ
る
に
、
二
万
の
人
員
を
要
す
る
神
社
の
た
め
に
一
の
官
立
学

校
な
し
と
は
何
事
ぞ
や
（
中
略
）
内
務
省
所
管
の
一
学
校
を
設
立
し
、
其
他

神
職
〔
試
験
を
経
て
就
任
す
る
神
職
を
指
す
〕
の
学
識
を
進
め
得
べ
き
方
法

を
研
究
す
べ
し
（
４８
）
。

他
分
野
を
例
に
引
き
な
が
ら
神
職
の
専
門
学
校
設
立
と
、
そ
れ
に
よ
る
学
識
向

上
を
要
求
し
て
い
る
。
こ
の
論
説
が
『
会
報
』
の
巻
頭
会
説
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た

こ
と
か
ら
も
、
神
職
会
が
官
立
の
神
職
養
成
学
校
の
必
要
性
を
強
く
認
識
し
て
い

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
だ
ろ
う
。

時
期
は
下
る
が
、
明
治
四
十
二
年
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
席
上
、
神
職
養
成
部

に
対
す
る
予
算
請
求
の
理
由
説
明
の
く
だ
り
で
、
内
務
次
官
一
木
喜
徳
郎
は
次
の

よ
う
な
発
言
を
し
た
。「
現
在
の
状
況
は
申
上
げ
な
く
て
も
御
承
知
の
こ
と
で
あ
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る
が
、
神
職
の
数
は
至
つ
て
少
な
く
、
其
上
素
養
が
十
分
で
な
い
と
云
ふ
こ
と
が

あ
る
の
で
、
何
と
か
救
済
を
図
り
た
い
と
考
へ
て
居
り
ま
す
。（
中
略
）
普
通
教

育
の
素
養
の
あ
る
者
に
尚
神
職
と
し
て
必
要
な
学
科
を
授
け
る
こ
と
に
し
た
な
ら

ば
、
固
よ
り
十
分
な
る
教
育
を
与
へ
る
こ
と
は
期
し
難
い
か
も
知
れ
ぬ
が
、
漸
次

神
職
の
改
良
を
図
り
て
往
く
上
に
於
て
は
余
程
効
が
あ
ら
う
か
と
思
つ
て
居
り
ま

す
（
４９
）
」。
神
職
の
「
素
養
が
十
分
で
な
い
」
現
状
を
指
摘
し
た
う
え
で
「
普
通
教
育

の
素
養
の
あ
る
者
」
が
神
職
と
な
る
の
が
望
ま
し
い
と
の
政
府
見
解
を
明
ら
か
に

し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
普
通
教
育
と
は
先
に
み
た
一
般
教
養
と
同
義
で
あ

り
、『
雑
誌
』
も
こ
の
発
言
を
受
け
て
「
今
の
神
職
改
造
の
主
要
な
る
点
は
普
通

学
の
素
養
に
あ
る
。
従
来
の
神
職
養
成
法
が
普
通
学
の
素
養
と
い
ふ
こ
と
に
着
眼

し
な
か
っ
た
点
が
、
確
か
に
現
今
の
神
職
の
位
置
の
低
下
し
た
原
因
を
な
し
て
居

る
」
と
ま
と
め
て
い
る
が
（
５０
）
、
こ
の
こ
と
は
神
職
の
一
般
教
養
向
上
が
政
府
の
な
か

で
も
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
そ
こ
か

ら
は
神
職
の
質
的
向
上
の
た
め
に
政
府
が
選
ん
だ
手
段
を
見
て
と
る
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
政
府
は
、
自
主
学
習
論
が
と
る
、
自
助
努
力
に
期
待
す
る
立
場
よ
り
さ

ら
に
踏
み
込
ん
で
、
自
ら
良
質
な
神
職
の
育
成
に
乗
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
神
職
学
校
設
立
と
い
う
神
職
界
の
従
来
の
要
求
を
引
き
受
け
た
も
の
で
あ
り
、

す
で
に
普
通
学
を
有
す
る
人
物
を
養
成
し
て
神
職
と
し
、
良
質
な
神
職
を
増
や
す

こ
と
で
神
職
界
の
漸
進
的
な
向
上
を
目
指
す
、
い
わ
ば
良
神
職
養
成
論
と
も
言
う

べ
き
立
場
で
あ
っ
た
。
こ
の
方
針
は
、
同
年
の
神
職
養
成
部
設
置
、
あ
る
い
は
各

地
で
の
神
職
講
習
会
の
開
催
と
し
て
実
行
に
移
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
次
に
神
職
改
善
論
の
も
う
一
系
統
で
あ
る
神
職
淘
汰
論
を
見
て
み
よ
う
。

神
職
淘
汰
論
と
は
、
前
述
の
と
お
り
、
社
会
的
蔑
視
を
受
け
る
神
職
が
存
在
す
る

の
は
そ
の
任
用
方
法
に
問
題
が
あ
る
た
め
で
あ
る
と
の
認
識
か
ら
、
神
職
の
刷
新

あ
る
い
は
神
職
採
用
の
厳
密
化
を
求
め
る
議
論
で
あ
る
。
そ
の
最
右
翼
が
一
斉
淘

汰
論
で
あ
っ
た
。
そ
の
主
張
を
見
て
み
る
と
「
余
輩
は
人
事
を
察
し
、
夜
は
天
象

を
望
む
に
、
神
社
及
び
神
職
の
廃
滅
近
く
五
十
年
を
出
で
ず
、
此
の
千
載
一
遇
の

好
機
た
る
今
日
を
逸
せ
ば
、
未
来
永
劫
殆
ん
ど
快
復
の
時
機
な
か
る
べ
し
」
と
の

悲
壮
感
漂
う
見
通
し
か
ら
「
須
ら
く
大
英
断
を
以
て
全
国
の
神
職
を
罷
免
し
、
更

に
進
歩
的
試
験
後
に
拠
て
相
当
人
物
を
採
用
し
、
其
人
を
俟
て
始
め
て
共
に
大
勢

を
論
ず
べ
き
」
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
判
断
、「
戦
後
経
営
の
第
一
着
手
と
し

て
、
内
務
大
臣
は
先
つ
挙
国
神
職
の
大
淘
汰
大
改
革
を
断
行
せ
ら
れ
ん
事
を
」
望

む
と
い
う
も
の
（
５１
）
、
あ
る
い
は
「
神
職
の
多
く
は
老
朽
又
は
若
朽
に
し
て
事
に
堪
へ

ざ
る
の
人
の
み
な
り
、
然
れ
共
今
俄
か
に
其
淘
汰
を
行
は
ん
か
。（
中
略
）
何
か

の
方
法
を
設
け
、
許
す
範
囲
に
於
て
其
淘
汰
を
断
行
す
べ
し
（
５２
）
」
と
提
唱
す
る
も
の

な
ど
が
あ
っ
た
。
後
者
の
投
稿
者
の
職
業
は
定
か
で
な
い
も
の
の
、
前
者
は
愛
媛

の
現
任
神
職
に
よ
る
投
稿
で
あ
り
、
現
任
神
職
の
な
か
に
も
こ
の
よ
う
に
急
進
的

な
意
見
を
唱
え
て
い
た
人
物
が
い
た
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。
こ
の
投
稿
者
は
、
日

露
戦
争
に
お
い
て
「
各
宗
教
者
は
鋒
を
揃
へ
て
満
韓
各
地
に
渡
り
、
恤
兵
に
慰
問

に
熱
心
尽
力
す
る
に
も
拘
は
ら
す
、
吾
人
神
職
は
漸
く
奉
仕
の
社
頭
に
於
て
、
武

運
長
久
祭
を
執
行
せ
し
が
関
の
山
に
し
て
、
絶
て
躬
か
ら
韓
地
に
赴
き
、
一
片
の

献
身
的
事
業
あ
る
を
観
ざ
る
」
神
社
界
を
恥
じ
、
強
い
口
調
で
「
神
職
の
腐
敗
」

を
た
だ
し
て
い
る
（
５３
）
。
一
方
後
者
の
投
稿
者
は
、
前
年
に
神
社
合
祀
と
い
う
神
社
の

刷
新
が
発
令
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
次
は
神
職
の
刷
新
を
行
う
番
で
あ
る
と
の
論
理

で
神
職
の
大
淘
汰
を
求
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
（
５４
）
。

こ
の
よ
う
な
急
進
的
な
議
論
が
出
さ
れ
る
一
方
で
、
神
職
任
用
令
を
改
正
し
、

良
神
職
の
み
を
採
用
し
て
淘
汰
を
行
っ
て
い
く
べ
き
だ
と
す
る
立
場
も
あ
っ
た
。

そ
れ
が
神
職
官
選
論
で
あ
る
。
同
論
は
、
社
会
的
に
神
職
が
重
視
さ
れ
な
い
理
由

は
氏
子
―
神
職
間
に
横
た
わ
る
悪
弊
に
あ
る
と
し
、
そ
の
解
決
の
た
め
に
神
職
の

官
選
化
を
訴
え
た
の
で
あ
る
。
神
職
官
選
論
の
代
表
的
な
主
張
は
以
下
の
よ
う
な
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も
の
で
あ
る
。

府
県
社
以
下
に
は
、
往
々
或
陋
策
を
以
て
氏
子
惣
代
に
諛
ひ
、
神
職
の
候
補

者
と
な
り
補
命
の
後
は
、
一
意
専
心
氏
子
惣
代
の
鼻
息
を
伺
ふ
事
に
の
み

汲
々
と
し
、
氏
子
惣
代
も
亦
己
が
神
職
を
任
命
し
た
る
が
如
き
意
気
を
以
て
、

自
由
に
神
職
を
使
役
し
、
得
意
然
た
る
者
さ
へ
な
き
に
あ
ら
ざ
る
は
、
誠
に

慨
嘆
に
堪
へ
ざ
る
所
な
り
と
す
。
盖
こ
れ
ら
の
悪
弊
を
掃
蕩
す
る
の
策
如
何

に
せ
ば
可
な
ら
ん
か
、
社
司
社
掌
を
も
官
選
に
す
る
の
外
、
良
法
あ
ら
ざ
る

べ
し
。（
中
略
）
嗚
呼
願
く
は
、
一
日
も
早
く
社
司
社
掌
官
選
令
の
発
布
あ

ら
ん
こ
と
を
（
５５
）
。

明
治
二
十
七
年
の
勅
令
二
二
号
に
よ
っ
て
神
職
の
推
薦
が
氏
子
に
委
ね
ら
れ
て

い
た
た
め
、
神
職
は
氏
子
の
推
薦
を
受
け
る
た
め
に
種
々
の
陋
策
を
講
じ
、
就
任

後
に
は
氏
子
の
顔
色
を
伺
い
つ
つ
阿
る
ば
か
り
で
、
氏
子
の
側
も
自
分
が
神
職
を

任
命
し
た
か
の
よ
う
な
気
に
な
っ
て
得
意
な
そ
ぶ
り
を
見
せ
る
と
い
う
現
状
を
嘆

き
、
こ
の
悪
弊
を
一
掃
す
る
に
は
社
司
社
掌
を
官
選
に
す
る
ほ
か
な
い
と
断
言
し

て
い
る
。
官
選
と
は
「
神
職
候
補
者
の
推
薦
は
郡
市
長
若
く
は
町
村
長
を
し
て
行

は
し
め
（
５６
）
」
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
類
似
し
た
も
の
と
し
て
は
、
神
職

推
薦
は
各
府
県
の
神
職
会
が
担
う
べ
し
と
の
意
見
（
５７
）
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
神
職

官
選
論
は
少
な
か
ら
ぬ
数
存
在
し
て
お
り
、
神
職
た
ち
の
あ
い
だ
で
氏
子
の
推
薦

に
よ
る
任
命
方
法
へ
の
疑
問
が
あ
る
程
度
共
有
さ
れ
て
い
た
事
実
が
看
取
で
き
よ

う
。
と
こ
ろ
で
、
神
職
官
選
論
の
な
か
に
は
「
府
県
社
以
下
神
社
神
職
を
一
般
解

職
し
、
氏
子
信
徒
の
推
薦
を
全
廃
し
、
更
に
地
方
庁
の
官
選
を
為
す
可
き
事
（
５８
）
」
の

よ
う
に
、
一
斉
淘
汰
論
に
極
め
て
近
し
い
議
論
も
あ
っ
た
。
こ
の
主
張
に
お
い
て

は
全
神
職
を
一
旦
解
雇
す
る
と
い
う
点
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は

む
し
ろ
、
氏
子
信
徒
の
推
薦
を
全
廃
と
し
て
官
選
に
す
べ
き
と
い
う
主
張
に
力
点

が
置
か
れ
て
お
り
、
神
職
官
選
論
と
分
類
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
も
の
だ
が
、
こ

の
事
例
か
ら
も
分
か
る
と
お
り
、
全
て
の
議
論
が
明
確
に
分
類
・
色
分
け
で
き
る

も
の
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
各
議
論
は
互
い
を
否
定
し
あ
っ
て
存
在

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
（
以
下
で
触
れ
る
神
職
俸
給
改
善
論
に
つ
い
て
は
明
確

な
批
判
が
出
さ
れ
て
い
る
が
）、
ま
ず
は
何
を
優
先
す
べ
き
か
と
い
う
順
位
づ
け

に
す
ぎ
な
い
部
分
も
多
々
あ
る
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
神
職
淘
汰
論
は
、
知
識
向
上
論
に
比
し
て
急
進
的
で

あ
り
そ
れ
ゆ
え
に
即
効
性
も
期
待
で
き
る
議
論
で
は
あ
っ
た
が
、
結
局
政
府
の
容

れ
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。

以
上
神
職
改
善
論
を
系
統
立
て
て
見
て
き
た
が
、
以
下
で
は
神
職
現
状
打
破
論

の
も
う
一
翼
で
あ
る
神
職
俸
給
改
善
論
に
焦
点
を
あ
て
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

神
職
俸
給
改
善
論
と
は
、
学
術
励
行
や
神
職
改
善
と
い
っ
た
目
標
は
、
神
職
の
生

活
苦
に
よ
っ
て
阻
ま
れ
て
い
る
と
し
て
、
ま
ず
何
よ
り
も
神
職
の
待
遇
改
善
を
求

め
る
議
論
で
あ
る
。
枚
挙
に
暇
が
な
い
ほ
ど
多
く
の
訴
え
が
誌
上
、
特
に
『
会

報
』
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
は
神
職
た
ち
の
貧
状
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

茲
に
最
も
憂
ふ
べ
く
悲
し
む
べ
き
一
事
あ
り
。
何
ぞ
や
。
現
任
神
職
生
活
の

情
態
即
是
な
り
。
今
回
の
省
令
の
如
き
、
進
ん
で
研
学
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
れ

ど
も
、
如
何
せ
ん
生
活
情
況
こ
れ
を
ゆ
る
さ
ざ
る
な
り
。
さ
れ
ば
こ
そ
無
学

の
者
の
み
多
く
し
て
、
一
般
無
気
力
な
る
の
み
。（
中
略
）
茲
に
当
局
者
諸

公
に
対
し
ま
つ
り
、
一
顧
一
慮
を
煩
し
た
き
事
こ
そ
あ
れ
。
そ
は
何
ぞ
と
云

は
ば
、
神
職
俸
給
令
こ
れ
な
り
。
試
験
法
如
何
に
厳
密
を
加
ふ
る
も
、
縦
令

判
任
官
待
遇
に
取
扱
は
る
る
と
も
、
其
待
遇
よ
ろ
し
き
を
得
ざ
る
こ
と
現
状

の
如
く
、
無
給
の
ま
ま
に
放
任
せ
ら
る
る
が
如
く
ん
ば
、
た
れ
か
神
職
た
ら

81



ん
と
す
る
も
の
あ
ら
む
や
。（
中
略
）
当
局
諸
公
は
速
に
奮
っ
て
神
職
保
護

の
道
を
講
ぜ
ら
れ
、
至
急
俸
給
令
を
発
し
て
有
為
の
人
物
を
採
用
し
、
以
て

国
家
の
宗
祀
に
仕
ふ
る
任
務
を
尽
さ
し
め
給
へ
（
５９
）
。

こ
の
史
料
の
よ
う
に
、
神
職
の
地
位
向
上
の
た
め
に
い
く
ら
試
験
方
法
改
善
や

官
位
待
遇
向
上
を
図
っ
た
と
し
て
も
、「
俸
給
の
規
定
か
出
来
無
い
上
は
、
養
成

所
も
重
任
の
氏
子
教
育
も
勤
務
上
も
、
充
分
紙
上
の
理
論
的
の
様
に
は
往
く
ま

じ
（
６０
）
」、
す
な
わ
ち
俸
給
改
善
無
し
に
は
そ
れ
ら
は
机
上
の
空
論
で
し
か
な
い
と
断

じ
、
ま
た
「
第
一
俸
給
令
を
定
め
」
る
こ
と
で
「
人
材
を
引
入
る
の
道
を
開
（
６１
）」
け

る
、
と
指
摘
す
る
議
論
は
数
多
く
存
在
す
る
（
６２
）
。
そ
の
数
と
切
実
で
リ
ア
リ
テ
ィ
溢

れ
る
訴
え
ぶ
り
か
ら
、
当
時
の
神
職
た
ち
の
生
活
の
困
窮
ぶ
り
が
う
か
が
え
る
の

は
た
し
か
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、「
神
職
其
物
自
身
が
給
料
を
云
々
す
る
は

よ
ろ
し
か
ら
ず
（
６３
）
」
と
神
職
俸
給
改
善
論
に
否
定
的
な
言
説
も
少
な
か
ら
ず
存
在
し

て
お
り
、『
雑
誌
』
は
む
し
ろ
こ
の
立
場
を
と
っ
て
い
た
様
子
で
あ
る
。
ま
た

『
会
報
』
で
も
明
治
三
十
五
年
後
半
か
ら
三
十
六
年
に
か
け
て
こ
れ
を
め
ぐ
っ
た

議
論
が
な
さ
れ
た
。

先
般
来
此
会
報
紙
上
を
閲
す
れ
ば
、
神
職
は
薄
給
な
り
俸
給
令
の
発
布
を
待

つ
と
の
論
説
時
々
記
載
有
り
て
、
実
に
見
る
も
見
苦
敷
、
歎
く
可
き
の
至
り

な
り
。（
中
略
）
神
職
に
も
全
国
中
の
諸
君
等
に
は
夫
相
応
の
価
格
有
り
て
、

村
社
の
社
掌
な
れ
ど
も
国
幣
社
の
宮
司
に
昇
進
す
べ
き
人
も
有
り
、
社
掌
が

（
マ
マ
）

其
の
人
の
的
当
な
る
定
位
な
る
人
も
有
り
、
亦
は
家
系
に
て
無
試
験
の
神
職
、

亦
は
判
任
官
待
遇
の
廉
に
て
無
試
験
の
神
職
人
も
有
り
て
、
社
掌
に
も
不
足

（
マ
マ
）

勝
な
る
神
職
殿
に
し
て
、
申
す
は
憚
あ
れ
ど
、
同
様
に
斉
服
着
用
し
て
判
任

官
待
遇
と
は
価
格
の
過
ぎ
た
る
神
職
殿
も
有
べ
し
。
さ
れ
ば
俸
給
令
を
発
布

し
て
一
般
に
一
ヶ
年
何
百
円
と
は
官
よ
り
定
め
難
し
。
就
て
は
相
当
の
試
験

を
受
け
、
奉
務
規
則
に
随
ひ
て
勉
励
せ
ば
、
其
効
験
顕
は
れ
て
己
よ
り
望
ま

ず
と
も
信
者
よ
り
捨
置
か
ず
し
て
夫
相
応
の
価
格
定
ま
り
て
生
活
は
立
つ
べ

し
（
６４
）
。

こ
の
筆
者
は
、
神
職
が
薄
給
を
歎
き
、
俸
給
改
善
を
紙
上
で
求
め
る
の
は
見
苦

し
い
と
慨
嘆
し
、
家
系
や
判
任
待
遇
に
よ
り
無
試
験
で
神
職
と
な
っ
て
い
る
よ
う

な
給
料
に
値
し
な
い
神
職
が
い
る
こ
と
が
、
俸
給
令
を
制
定
で
き
な
い
理
由
で
あ

る
と
述
べ
た
上
で
、
相
当
の
試
験
を
経
て
勉
励
す
れ
ば
自
然
と
俸
給
も
改
善
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
、
と
神
職
俸
給
改
善
論
者
た
ち
を
諌
め
て
い
る
。
同
筆
者
は
ま
た
、

俸
給
令
を
要
求
す
る
論
文
が
、
神
職
間
だ
け
で
な
く
僧
侶
や
外
国
人
の
目
に
触
れ

る
可
能
性
を
指
摘
し
て
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
「
御
互
に
赤
面
の
至
り
」

で
あ
る
と
続
け
る
。
あ
る
い
は
こ
の
危
惧
が
影
響
し
た
の
か
、
以
後
し
ば
ら
く
の

あ
い
だ
、
俸
給
令
制
定
を
求
め
る
投
稿
は
『
会
報
』
誌
上
で
あ
ま
り
見
ら
れ
な
く

な
る
。
だ
が
こ
の
問
題
が
神
職
界
で
依
然
と
し
て
重
要
課
題
と
認
識
さ
れ
て
い
た

こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
れ
は
、
明
治
三
十
八
年
の
全
国
神
職
会
大
会
に
お
い

て
「
府
県
社
以
下
神
職
俸
給
令
発
布
の
件
」
が
重
要
議
案
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、

「
本
案
は
之
を
可
決
せ
り
。
本
会
役
員
を
し
て
其
筋
に
稟
議
せ
し
む
る
こ
と
」
が

決
議
さ
れ
た
こ
と
（
６５
）
、
同
様
の
議
決
が
毎
年
の
よ
う
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
う
か
が
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
前
後
の
時
期
の
貴
衆
両
院
を
見
て
も
、
こ
の
決

議
が
請
願
あ
る
い
は
建
議
案
と
し
て
上
程
さ
れ
た
気
配
は
な
く
、
如
何
な
る
行
動

に
移
さ
れ
た
の
か
は
定
か
で
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、『
雑
誌
』
に
は
「
神
職
相
会

す
れ
ば
互
に
諸
物
価
の
暴
騰
を
口
実
と
し
て
切
り
に
給
料
の
増
額
を
唱
へ
、
氏
子
、

信
徒
に
哀
願
す
る
も
の
の
如
し
。
是
れ
神
職
界
の
今
日
唯
一
の
時
事
問
題
と
は
吾

人
呆
然
た
ら
ざ
る
を
得
ざ
る
な
り
（
６６
）

」
と
い
う
投
稿
が
寄
せ
ら
れ
た
り
、『
雑
誌
』
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中
の
社
説
に
準
じ
た
コ
ー
ナ
ー
で
以
下
の
よ
う
に
評
さ
れ
た
り
す
る
な
ど
、
神
職

俸
給
改
善
論
に
対
す
る
手
厳
し
い
姿
勢
が
目
立
つ
。

神
職
の
待
遇
に
関
す
る
要
求
が
声
を
高
め
て
来
た
。
如
何
に
も
、
神
職
の
境

（

マ

マ

）

遇
ほ
ど
見
じ
目
な
も
の
は
あ
る
ま
い
。（
中
略
）
し
か
し
な
が
ら
、（
中
略
）

今
日
の
急
務
は
、
神
職
の
待
遇
を
よ
く
し
ろ
と
い
ふ
よ
り
は
、
神
様
の
待
遇

を
よ
く
し
ろ
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
時
代
だ
ら
う
。
神
職
は
、
神
社
の
一
部
分

に
す
ぎ
ぬ
。
神
社
の
待
遇
が
当
を
得
た
ら
、
神
職
の
待
遇
は
従
つ
て
其
の
よ

ろ
し
き
に
か
な
ふ
こ
と
と
な
ら
う
。
神
職
自
身
が
、
神
様
の
待
遇
を
其
方
に

退
け
に
し
て
お
い
て
、
自
身
の
待
遇
の
方
を
先
に
い
ふ
の
は
、
少
し
く
感
服

が
出
来
兼
ね
る
。
又
、
神
社
の
待
遇
が
改
ま
つ
た
ら
、
神
職
の
待
遇
も
改
ま

る
道
理
で
、
あ
ま
り
露
骨
な
本
能
主
義
は
浅
ま
し
い
感
じ
が
す
る
。（
中

略
）
神
社
を
盛
に
す
る
方
法
を
と
ら
な
い
で
、
唯
呼
号
す
る
の
は
、
到
底
成

功
す
べ
き
も
の
で
な
い
（
６７
）
。

神
職
が
自
ら
の
待
遇
改
善
ば
か
り
を
主
張
し
、
神
社
自
体
に
対
す
る
意
識
が
後

回
し
に
さ
れ
て
い
る
現
状
を
浅
ま
し
い
と
徹
底
的
に
批
判
し
て
お
り
、
ま
ず
は

「
神
様
の
待
遇
を
よ
く
」
す
る
べ
き
だ
と
訴
え
て
い
る
。
こ
の
中
で
は
神
様
の
待

遇
向
上
の
た
め
と
し
て
、
神
�
教
育
を
お
こ
な
っ
て
正
し
い
敬
神
思
想
を
養
う
こ

と
と
、
神
社
整
理
に
よ
っ
て
神
社
の
維
持
方
法
を
確
立
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
と
位

置
づ
け
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
神
職
そ
の
も
の
に
重
き
を
置
く
と
い
う
よ
り
は

む
し
ろ
政
策
的
視
点
か
ら
神
社
界
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
傾
向
が
、『
雑
誌
』
に

は
多
い
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
他
号
の
同
コ
ー
ナ
ー
に
は
『
雑
誌
』
の
認
識
を
明

確
に
示
す
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

（
と
あ
る
質
問
者
が
―
筆
者
註
）「
政
府
は
何
故
神
職
を
地
方
庁
に
て
任
免
せ

し
め
乍
ら
一
方
俸
給
を
給
与
せ
ず
、
只
氏
子
の
信
仰
に
任
せ
報
酬
せ
し
む
る

か
」
と
い
ふ
の
だ
。（
中
略
）
今
の
神
社
に
は
、
神
饌
幣
帛
料
を
供
進
し
て

居
る
が
、
神
社
の
経
営
は
地
方
税
か
ら
は
出
し
て
居
ら
ぬ
、
又
同
し
く
社
格

を
有
し
て
居
る
神
社
で
あ
り
な
が
ら
、
幣
饌
料
の
供
進
せ
ら
れ
て
居
る
神
社

と
居
ら
ぬ
神
社
と
、
あ
る
で
は
な
い
か
。
問
題
の
根
底
は
此
所
に
あ
る
。�

同�

じ�

質�

問�

を�

す�

る�

に�

も�

、�

何�

故�

神�

社�

本�

位�

の�

質�

問�

を�

し�

な�

い�

で�

、�

神�

職�

本�

位�

の�

質�

問�

を�

す�

る�

の�

で�

あ�

ろ�

う�

。�

次
の
様
な
質
問
が
神
職
の
俸
給
問
題
よ
り
も
先

に
出
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
。
今
の
神
社
に
は
、
府
県
郷
村
社
の
社
格

を
附
し
て
置
き
な
が
ら
、
何
故
神
社
の
経
費
を
府
県
郷
村
か
ら
供
進
せ
し
め

ぬ
の
か
と
い
つ
た
な
ら
、
露
骨
な
俸
給
問
題
を
か
つ
き
出
す
よ
り
は
、
高
尚

で
而
し
て
目
的
も
達
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
６８
）
。

ま
さ
に
核
心
を
突
い
た
指
摘
で
あ
る
。『
会
報
』
と
『
雑
誌
』、
神
職
本
位
と
神

社
本
位
。
こ
こ
ま
で
の
峻
別
は
出
来
な
い
が
、
そ
の
傾
向
は
首
肯
し
う
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
神
職
現
状
打
破
論
に
関
し
て
振
り
返
っ
て
み
て
も
、『
会
報
』
が
転
任

論
や
官
選
論
、
淘
汰
論
や
俸
給
改
善
論
と
い
っ
た
多
様
な
議
論
・
改
善
方
法
を
提

示
し
、
神
職
任
用
令
の
改
正
ま
で
求
め
る
姿
勢
を
見
せ
て
い
た
の
に
対
し
、『
雑

誌
』
は
現
状
打
破
論
自
体
の
扱
い
が
『
会
報
』
に
比
べ
て
少
な
め
で
あ
り
、
内
容

的
に
も
、
淘
汰
の
断
行
を
求
め
る
議
論
や
俸
給
改
善
要
求
へ
の
批
判
と
い
っ
た
、

神
職
に
付
随
す
る
要
素
の
改
善
よ
り
も
そ
の
本
質
の
追
及
を
第
一
と
す
る
た
ぐ
い

の
言
説
を
多
く
打
ち
出
し
て
い
た
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
立
場
の
違
い
は
あ
り
な

が
ら
も
、
神
職
現
状
打
破
論
は
当
時
の
神
社
・
神
職
関
係
者
の
あ
い
だ
で
か
な
り

の
広
が
り
を
も
つ
共
通
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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明
治
三
十
五
年
の
内
務
省
令
第
四
号
に
よ
る
神
職
任
用
規
則
の
改
正
は
、
神
職

に
自
身
の
足
元
を
見
直
さ
せ
、
勉
励
を
促
す
契
機
と
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
触

発
さ
れ
る
か
た
ち
で
神
職
現
状
打
破
論
と
呼
ば
れ
る
一
連
の
議
論
が
噴
出
し
て
く

る
。
そ
れ
ら
の
各
議
論
は
、
現
状
打
破
の
方
法
論
と
し
て
は
互
い
に
異
な
る
も
の

だ
っ
た
が
、
任
用
や
待
遇
と
い
っ
た
神
職
を
取
り
巻
く
諸
問
題
の
解
決
を
企
図
し

て
い
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
底
辺
で
は
繋
が
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
多
様
な
言
説
が
全
国
の
神
職
の
あ
い
だ
で
共
有
さ
れ
、
議
論
が
交
わ
さ
れ

た
と
い
う
現
象
は
こ
れ
以
前
に
は
存
在
せ
ず
、
明
治
三
十
三
年
の
神
社
局
成
立
の

際
、
そ
の
反
響
と
し
て
い
く
ら
か
の
意
見
が
出
さ
れ
た
も
の
の
、
発
展
・
浸
透
せ

ず
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
と
は
根
本
的
に
異
な
る
現
象
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
多
様
か
つ
多
数
の
議
論
が
神
職
界
で
活
発
に
行
わ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
背
景
と
し
て
は
、
�
明
治
三
十
五
年
の
内
務
省
令
第
四
号
の
影
響
の
大
き

さ
、
�
そ
れ
に
続
く
神
社
政
策
の
影
響
、
�
雑
誌
と
い
う
存
在
、
�
社
会
的
な
学

識
向
上
の
機
運
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

ま
ず
何
よ
り
も
、
明
治
三
十
五
年
の
任
用
規
則
改
正
は
、
当
時
の
神
職
の
大
多

数
が
拠
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
の
「
五
代
以
上
引
続
き
其
神
社
に
奉
仕
し
た
る
者
の
子

孫
」、「
判
任
待
遇
以
上
に
あ
っ
た
も
の
」
と
い
う
無
試
験
任
用
条
件
を
削
除
し
た

と
い
う
点
で
、
そ
の
影
響
は
大
き
な
も
の
だ
っ
た
に
違
い
な
い
（
�
）。
こ
の
改

正
は
、
神
職
の
試
験
及
第
必
須
す
な
わ
ち
神
職
の
学
識
重
視
、
さ
ら
に
言
う
な
れ

ば
神
職
の
質
的
向
上
を
目
指
す
と
い
う
政
府
の
認
識
の
表
わ
れ
で
あ
り
、
こ
れ
に

呼
応
す
る
か
た
ち
で
い
っ
そ
う
踏
み
込
ん
だ
、
多
種
多
様
な
神
職
改
善
論
が
提
示

さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
い
っ
た
議
論
が
継
続
的
に
続
き
、
多

様
な
論
が
深
め
ら
れ
て
い
っ
た
背
景
に
は
、
神
社
整
理
や
神
職
養
成
部
設
立
に
代

表
さ
れ
る
政
府
の
一
連
の
神
社
政
策
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
�
）。
そ

れ
ら
の
新
た
な
政
策
が
打
ち
出
さ
れ
る
た
び
に
、
従
来
議
論
さ
れ
て
き
た
問
題
が

再
浮
上
し
て
そ
れ
に
関
す
る
意
見
交
換
が
改
め
て
な
さ
れ
、
議
論
が
浸
透
・
深
化

し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
上
述
し
て
き
た
よ
う
な
議
論
は
、
そ
れ
を

展
開
す
る
場
で
あ
る
雑
誌
な
く
し
て
は
存
在
し
得
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、

『
会
報
』、『
雑
誌
』
と
い
う
二
大
雑
誌
が
出
揃
い
、
異
な
る
傾
向
を
有
す
る
両
誌

が
記
事
を
掲
載
し
て
い
っ
た
こ
と
は
議
論
の
発
展
に
寄
与
し
て
い
た
と
い
え
る
だ

ろ
う
（
�
）。
実
は
明
治
三
十
九
年
、
突
如
と
し
て
『
会
報
』
と
『
雑
誌
』
の
合

併
話
が
浮
上
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
結
局
は
す
ぐ
に
立
ち
消
え
と
な
っ
た
よ
う
で

あ
る
が
、
当
時
の
『
会
報
』
で
は
、『
雑
誌
』
と
の
明
確
な
主
義
の
相
違
か
ら
合

併
を
強
く
反
対
す
る
議
論
が
出
さ
れ
て
お
り
（
６９
）
、
両
誌
の
差
異
は
当
局
者
に
も
意
識

さ
れ
、
そ
れ
は
誌
上
構
成
に
も
反
映
さ
れ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
最
後
に
、
神
職

の
学
識
向
上
を
め
ぐ
る
議
論
を
後
押
し
し
た
社
会
的
背
景
と
し
て
、
教
育
水
準
の

上
昇
傾
向
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
（
�
）。
知
識
向
上
論
を
扱
っ
た
史
料
中
で
言

及
さ
れ
た
よ
う
な
、
中
学
校
卒
業
生
よ
り
も
劣
っ
た
一
般
教
養
し
か
持
ち
合
わ
せ

て
い
な
い
神
職
が
問
題
視
さ
れ
得
た
の
は
、
裏
を
返
せ
ば
学
校
教
育
の
拡
大
と
定

着
と
い
う
社
会
状
況
が
背
景
に
あ
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
明
治
三
十
年

に
一
一
八
校
五
万
三
千
人
だ
っ
た
中
学
生
が
、
十
年
後
の
明
治
三
十
九
年
に
は
二

七
一
校
一
〇
万
九
千
人
と
二
倍
以
上
に
増
え
た
よ
う
に
、
当
該
期
は
中
等
教
育
が

幅
広
く
普
及
し
て
い
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
（
７０
）
。
こ
の
よ
う
な
周
囲
の
知
識
向
上
が
、

神
職
の
教
養
の
少
な
さ
を
一
層
顕
著
な
も
の
と
し
て
映
し
出
し
た
の
で
あ
り
、
そ

れ
に
追
い
つ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
識
を
生
じ
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
中
等
教

育
の
社
会
的
浸
透
が
日
々
進
む
な
か
に
あ
っ
て
、
世
界
地
理
や
歴
史
と
い
っ
た
一

般
教
養
の
点
で
遅
れ
を
と
り
、
さ
ら
に
は
国
語
漢
文
の
よ
う
な
基
本
学
力
さ
え
危

う
い
こ
と
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
神
職
た
ち
が
、
危
機
意
識
を
強
め
、
な
か
ば
追

い
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
自
ら
を
発
憤
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
こ
の
時
期
に
、
神
職
現
状
打
破
論
が
盛
り
上
が
り
を
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見
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
神
職
現
状
打
破
論
は
ど
の
よ
う
な
政
策
と
し
て
採
用
・
反
映
さ
れ
て

い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
概
観
し
て
、
次
章
以
降
の
展
望
と
し
た
い
。

ま
ず
、
神
職
現
状
打
破
論
の
二
大
要
求
の
一
方
で
あ
る
神
職
俸
給
改
善
論
へ
の

対
処
策
は
、
各
府
県
に
委
ね
ら
れ
た
。
地
方
に
お
け
る
神
社
・
神
職
関
係
施
策
の

実
行
に
あ
た
っ
て
は
、
事
務
の
簡
便
化
を
図
る
目
的
と
地
域
の
特
性
を
考
慮
す
る

考
え
か
ら
、
執
行
如
何
や
そ
の
具
体
的
内
容
は
地
方
適
宜
に
任
さ
れ
る
こ
と
が
多

く
（
７１
）
、
神
職
俸
給
令
も
そ
の
例
に
漏
れ
な
か
っ
た
。
既
に
明
治
三
十
四
年
の
段
階
で

神
職
報
酬
額
を
制
定
し
て
い
た
愛
知
県
の
例
が
あ
っ
た
一
方
（
７２
）
、
多
く
の
府
県
は
明

治
四
十
年
前
後
に
俸
給
規
則
を
定
め
て
い
く
こ
と
に
な
り
、
対
応
時
期
や
内
容
に

差
異
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
神
職
俸
給
規
則
に
関
し
て
は
、
第
三
章
で

埼
玉
県
の
事
例
を
と
り
あ
げ
な
が
ら
そ
の
制
定
・
改
正
過
程
を
検
討
し
て
い
く
。

他
方
の
神
職
改
善
論
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
そ
れ
に
含
ま
れ
る
数
あ
る
改
善
方

法
の
な
か
で
、
政
府
が
採
用
・
実
行
に
移
し
た
の
は
良
神
職
養
成
論
で
あ
っ
た
。

政
府
は
、
国
に
よ
る
神
職
養
成
に
乗
り
出
し
、
明
治
四
十
一
年
「
神
職
養
成
部
国

庫
補
助
に
関
す
る
建
議
」
を
可
決
、
翌
四
十
二
年
に
神
職
養
成
部
費
を
予
算
に
計

上
し
て
皇
典
講
究
所
内
に
神
職
養
成
部
を
設
立
す
る
。
結
局
、
政
府
内
で
の
神
職

養
成
と
は
な
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
皇
典
講
究
所
に
事
業
を
全
面
委
託
す
る
か
た

ち
で
良
神
職
の
育
成
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
次
章
で
詳
し
く

検
討
し
て
い
き
た
い
。

さ
て
、
従
来
、
こ
の
時
期
の
神
職
の
主
張
を
分
析
、
紹
介
す
る
研
究
は
ほ
と
ん

ど
な
く
、
あ
る
と
し
て
も
「
俸
給
お
よ
び
登
用
規
則
の
改
善
（
７３
）
」
と
い
っ
た
よ
う
な

二
大
要
求
レ
ベ
ル
の
言
及
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
神
職
の
意
見
の
諸
相
を
捉
え
き

れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
か
っ
た
。
だ
が
今
回
、『
会
報
』、『
雑
誌
』
の
二
雑
誌

を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い

え
る
だ
ろ
う
。

�
神
職
界
の
議
論
に
は
、
神
職
そ
れ
自
体
の
向
上
を
目
指
す
神
職
改
善
論
と
、
何

よ
り
も
ま
ず
待
遇
改
善
を
優
先
的
に
要
求
す
る
神
職
俸
給
改
善
論
の
二
大
潮
流

が
存
在
し
、
そ
れ
ら
は
神
職
を
め
ぐ
る
現
実
問
題
の
解
決
を
図
ろ
う
と
す
る
点

で
共
通
し
て
お
り
、
神
職
現
状
打
破
論
と
呼
び
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。

�
神
職
改
善
論
の
な
か
に
は
、
官
選
論
や
一
斉
淘
汰
論
な
ど
、
さ
ら
に
細
分
化
し

て
系
統
付
け
る
こ
と
の
出
来
る
多
様
な
議
論
が
含
ま
れ
て
お
り
、
各
論
は
互
い

を
否
定
し
あ
う
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
と
も
に
採
用
さ
れ
る
こ
と
で
効
果
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
も
し
て
い
た
。

�
各
議
論
は
『
会
報
』、『
雑
誌
』
と
い
う
性
格
を
異
に
す
る
雑
誌
上
で
展
開
さ
れ
、

両
誌
は
各
々
、
一
定
の
傾
向
を
有
し
た
議
論
を
、
数
多
く
掲
載
し
て
い
た
。

�
神
職
改
善
論
の
な
か
で
政
府
が
採
用
し
た
の
は
良
神
職
養
成
論
で
あ
り
、
こ
れ

は
神
職
改
善
論
の
な
か
で
最
も
現
実
的
か
つ
穏
便
な
議
論
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

�
神
職
俸
給
改
善
論
へ
の
対
応
は
、
神
職
俸
給
規
則
の
制
定
と
し
て
各
府
県
に
判

断
が
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
時
期
の
神
職
た
ち
の
あ
い
だ
に
は
、
神
職
界
の
課
題
を
如
何
に
し
て
解
消

し
て
い
く
か
と
い
う
改
善
志
向
が
う
ず
ま
い
て
い
た
。
そ
れ
は
、
社
会
か
ら
停
滞

を
指
摘
さ
れ
る
神
職
界
に
お
い
て
、
前
進
を
目
指
す
大
き
な
胎
動
で
あ
っ
た
と
い

え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
す
く
い
あ
げ
る
か
た
ち
で
具
体

的
な
行
政
政
策
が
実
行
に
移
さ
れ
る
の
は
、
明
治
四
十
年
代
と
い
う
明
治
の
最
末

期
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
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第
二
章

養
成
機
関
拡
充
と
諸
法
規
整
備

第
一
節

諸
種
講
習
会
の
は
じ
ま
り

明
治
期
の
神
職
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
コ
ー
ス
を
た
ど
っ
て
職
に
就
い
て
い
た
の

だ
ろ
う
か
。

第
一
章
で
見
た
と
お
り
、
明
治
二
十
八
年
の
登
用
規
則
に
よ
る
と
、
社
司
社
掌

試
験
合
格
や
家
系
・
官
位
に
よ
る
試
験
免
除
以
外
の
任
用
ル
ー
ト
に
は
神
宮
皇
學

館
卒
業
、
皇
典
講
究
所
学
階
所
有
に
よ
る
補
任
が
あ
っ
た
。
シ
ン
プ
ル
な
構
造
で

あ
る
。
そ
れ
が
、
同
三
十
五
年
の
任
用
規
則
に
よ
っ
て
任
用
の
幅
が
拡
大
さ
れ
、

多
様
な
コ
ー
ス
が
用
意
さ
れ
は
じ
め
る
。
社
司
社
掌
試
験
及
第
者
や
神
宮
皇
學
館

卒
業
者
、
皇
典
講
究
所
学
階
所
有
で
か
つ
祭
式
修
了
者
の
ほ
か
、
教
員
免
許
状
所

有
者
や
中
学
校
卒
業
者
で
祭
式
を
修
め
た
者
な
ど
、
神
社
界
独
自
の
養
成
ル
ー
ト

で
あ
る
皇
典
講
究
所
や
神
宮
皇
學
館
を
経
な
く
て
も
、
祭
式
を
修
め
れ
ば
神
職
と

な
る
道
が
開
か
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
当
時
の
神
職
養
成
所
と
し
て
は
神
宮
司
庁
経
営
の
神
宮
皇
學
館
（
７４
）
、
皇
典
講

究
所
経
営
の
國
學
院
と
い
う
二
大
教
育
機
関
の
ほ
か
、
東
京
飯
田
橋
の
皇
典
講
究

所
や
全
国
各
地
の
神
職
養
成
施
設
が
用
意
さ
れ
て
い
た
。
全
国
各
地
の
神
職
養
成

施
設
と
い
う
の
は
、
山
口
國
學
院
、
広
島
國
學
院
、
滋
賀
國
學
寮
、
宮
城
國
學
館
、

長
崎
皇
典
講
究
分
所
、
大
分
講
究
分
所
、
千
葉
講
究
分
所
等
の
こ
と
で
あ
り
（
７５
）
、
そ

こ
で
は
多
く
の
場
合
、
講
習
会
形
式
の
神
職
養
成
を
行
っ
て
い
た
が
、
内
容
や
教

習
期
間
は
区
々
で
統
一
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
（
７６
）
。
複
数
の
養
成
機
関
が
あ
っ
た
と
は

い
え
、
こ
れ
ら
諸
機
関
が
擁
し
て
い
た
学
生
の
総
数
は
せ
い
ぜ
い
七
、
八
百
名
程

度
で
あ
り
（
７７
）

、
比
較
的
大
人
数
を
抱
え
る
國
學
院
や
神
宮
皇
學
館
の
場
合
、
卒
業
生

が
神
職
と
な
る
道
を
選
ば
な
い
こ
と
も
多
々
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
神
職
の
充
足
に

は
到
底
い
た
ら
な
い
状
況
だ
っ
た
。
例
え
ば
、
國
學
院
で
言
え
ば
、
国
史
国
文
の

研
究
を
目
的
と
し
て
入
学
す
る
者
が
少
な
か
ら
ず
お
り
（
７８
）
、
ま
た
卒
業
生
の
多
く
が

中
等
学
校
の
教
員
と
な
る
と
い
っ
た
事
態
が
起
き
て
い
た
の
で
あ
る
（
７９
）
。
こ
れ
ら
の

諸
機
関
は
「
純
然
た
る
神
職
学
校
（
８０
）
」
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
神
職
界
か
ら
は

当
然
な
が
ら
神
職
学
校
の
設
立
を
求
め
る
声
が
出
て
い
た
（
８１
）
。
こ
れ
に
応
え
る
か
た

ち
で
設
置
さ
れ
た
の
が
神
職
講
習
会
で
あ
り
、
さ
ら
に
神
職
養
成
部
で
あ
っ
た
。

明
治
四
十
二
年
の
神
職
養
成
部
新
設
に
よ
っ
て
当
該
期
の
神
職
養
成
ル
ー
ト
が
完

成
す
る
こ
と
に
な
る
。

以
下
で
は
ま
ず
、
神
職
養
成
部
開
設
以
前
の
状
況
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ

う
。
本
節
で
は
任
用
ル
ー
ト
の
全
貌
を
明
ら
か
に
す
る
と
同
時
に
、
特
に
神
職
講

習
会
と
祭
式
教
習
会
、
神
職
養
成
部
に
注
目
し
て
検
討
行
う
予
定
で
あ
る
。
こ
の

三
者
は
皇
典
講
究
所
系
の
養
成
所
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
を
特

に
取
り
上
げ
る
の
は
以
下
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
神
職
講
習
会
は
、

現
任
神
職
を
対
象
と
し
た
唯
一
の
養
成
の
場
で
あ
り
、
多
く
の
神
職
が
参
加
し
た

と
同
時
に
、
皇
典
講
究
所
に
と
っ
て
も
大
き
な
事
業
だ
っ
た
と
い
う
点
で
、
当
時

の
神
職
養
成
を
検
討
す
る
際
、
重
視
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

祭
式
教
習
会
は
、
明
治
三
十
五
年
の
任
用
規
則
改
正
に
伴
い
重
き
を
増
し
た
、
祭

式
を
教
授
す
る
場
で
あ
り
、
そ
の
開
催
回
数
の
多
さ
と
受
講
生
の
幅
広
さ
か
ら
も

検
討
が
必
要
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
神
職
養
成
部
は
、
当
該
期
の
神
職

養
成
所
と
し
て
は
最
後
発
の
も
の
で
あ
る
が
、
政
府
の
手
に
よ
る
「
純
粋
な
神
職

学
校
」
を
指
向
す
る
初
の
機
関
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
神
職
改
善
を
目
指
す
政
府

の
意
図
が
最
も
明
確
に
表
れ
て
い
る
と
予
想
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
皇
典
講
究
所
は
第
一
章
第
二
節
で
も
触
れ
た
と
お
り
、
有
栖
川
宮
幟
仁

親
王
の
令
旨
に
よ
っ
て
明
治
十
五
年
に
設
立
さ
れ
た
養
成
・
研
究
機
関
で
あ
り
、
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「
国
体
の
講
明
」
と
「
徳
性
の
涵
養
（
８２
）
」
を
設
立
目
的
に
掲
げ
て
い
た
。
同
所
は
設

立
後
、
漸
次
全
国
に
分
所
を
設
置
し
て
地
域
の
皇
学
研
究
拠
点
と
す
る
こ
と
を
目

指
し
た
（
８３
）
。
神
道
事
務
局
の
生
徒
寮
を
分
離
独
立
さ
せ
て
生
徒
教
育
を
引
き
継
い
だ

皇
典
講
究
所
は
、
皇
典
に
明
る
く
、
知
識
と
所
作
を
身
に
つ
け
た
神
官
の
養
成
を

大
眼
目
と
し
て
い
た
が
（
８４
）
、
そ
れ
に
加
え
て
大
き
な
任
務
だ
っ
た
の
が
神
官
試
験
の

実
施
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
内
務
省
の
委
託
に
よ
る
も
の
で
、
設
立
当
初
は
本
所
・

分
所
が
管
内
の
府
県
社
以
下
神
官
の
新
採
用
試
験
を
実
施
し
（
８５
）
、
本
所
で
の
試
験
及

第
者
に
は
学
証
を
、
分
所
で
の
試
験
及
第
者
に
は
一
〜
三
等
の
仮
学
証
を
与
え
て

い
た
（
８６
）
。
こ
れ
に
続
い
て
、
翌
十
六
年
に
は
、
従
来
神
官
で
あ
っ
た
者
も
皇
典
講
究

所
で
試
験
を
受
け
証
書
を
受
け
る
べ
き
旨
の
達
し
が
出
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
（
８７
）
、

神
官
試
験
実
施
が
同
所
の
一
層
大
き
な
職
掌
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
明
治
十
九
年

五
月
に
は
後
年
ま
で
神
職
任
用
基
準
と
さ
れ
る
学
階
制
度
が
整
え
ら
れ
た
が
、
そ

こ
で
は
一
等
学
正
（
８８
）
か
ら
八
等
司
業
（
８９
）に
至
る
一
三
等
の
階
梯
が
定
め
ら
れ
、
学
階
に

応
じ
た
試
験
科
目
が
設
定
さ
れ
た
（
表
３
（
９０
））。
ち
な
み
に
皇
典
講
究
所
の
卒
業
生

や
そ
れ
以
前
の
学
証
・
仮
学
証
所
有
者
に
は
、
試
験
を
経
ず
に
対
応
す
る
学
階
を

付
与
さ
れ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
こ
れ
以
後
、
学
階
試
験
は
時
代
の
要

請
に
応
じ
て
少
し
ず
つ
そ
の
内
容
を
変
化
さ
せ
て
い
く
（
表
３
）。
時
代
は
く

だ
っ
て
明
治
二
十
三
年
、
山
田
顕
義
所
長
は
事
業
拡
張
に
伴
っ
て
、「
生
徒
養
成

の
任
（
９１
）
」
を
新
設
の
國
學
院
へ
移
管
し
た
。
國
學
院
は
国
史
・
国
文
・
国
法
の
教
授

を
目
的
と
し
た
教
育
機
関
と
さ
れ
（
９２
）
、
の
ち
専
門
学
校
を
経
て
大
正
八
年
に
大
学
へ

と
昇
格
す
る
こ
と
に
な
る
。

・
神
職
講
習
会

さ
て
、
生
徒
教
養
を
國
學
院
に
発
展
的
に
移
管
し
た
皇
典
講
究
所
で
は
あ
っ
た

が
、
國
學
院
が
純
粋
な
神
職
養
成
ば
か
り
を
目
指
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は

先
に
触
れ
た
。
そ
の
た
め
明
治
三
十
一
年
の
皇
典
講
究
所
評
議
員
会
で
は
「
本
所

表３ 学階試験変遷表

試 験 科 目

日本紀講義書取 古事記同左 令義解同左 万葉集同左
作文二題祝詞・通俗文

古事記講義書取 職原抄同左 土佐日記同左 作文一題

古語拾遺講義書取 祝詞式同左 作文一題祝詞

試験科目は上記を踏襲。甲乙丙による成績区分や落第規定を設けて難化・
厳密化させた。

上記試験科目のほかに府県ごとの判断で祭典式を課すことを認めた。

道義（日本道義・神道史）

国史（神代史・日本歴史）

国文（古文中古文解釈・文法・作文（祝詞・記事論説
文・普通文）・作歌（短歌））
法制（古代法制の概要・現行神社法令）

＊各種によって試験科目が異なるはずだが、差異の詳細は不明である。
［典拠］『國學院大學百年史 上巻』５３、１９１～１９４、４１５～４１９頁。

試験種目

第三種

第四種

第五種

第三種～
第五種＊

職階

司業

司業

規 則 名

学階選叙式

学階授与規則
（学階叙選式を
改正したもの）

改正学階授与規
則

月 日

明治１９．５．２７

明治２３．４．１５

明治２５．２．２５

明治４０．２．９
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は
特
に
神
�
に
関
す
る
礼
典
作
法
及
び
専
ら
祝
詞
作
文
の
業
を
修
む
べ
き
科
を
設

け
て
神
職
志
望
者
の
便
益
を
図
ら
ん
」
こ
と
が
提
案
さ
れ
、
翌
年
そ
れ
を
も
と
に

「
神
職
に
適
応
す
べ
き
学
科
速
成
の
目
的
を
以
て
神
職
講
習
会
を
設
置
」
し
た
い

旨
を
内
務
省
へ
申
請
、
こ
れ
が
認
め
ら
れ
、
明
治
三
十
三
年
に
第
一
回
神
職
講
習

会
を
開
催
す
る
に
至
っ
た
（
９３
）
。
講
習
科
目
は
祭
式
・
道
義
・
国
史
・
国
文
の
四
科
で

あ
り
、
五
ヶ
月
二
〇
週
に
及
ぶ
講
習
に
は
七
〇
余
名
が
参
加
、
五
九
名
の
修
了
者

を
出
し
た
。
講
習
に
あ
た
っ
て
は
井
上
頼
�
、
飯
田
武
郷
、
今
泉
定
助
と
い
っ
た

と
よ
か
い

ま
さ

著
名
な
学
者
が
講
師
を
つ
と
め
、
課
外
講
義
で
も
本
居
豊
頴
、
木
村
正

こ
と辭
、
中
川
友
次
郎
な
ど
そ
の
道
の
専
門
家
が
教
壇
に
立
っ
た
（
９４
）
（
表
４
）。

講
習
参
加
者
の
詳
細
は
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
の
、
官
国
幣
社
神
職

を
中
心
と
し
た
上
位
層
が
主
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
講
習
会
開
催
前

に
皇
典
講
究
所
が
内
務
省
に
提
出
し
た
案
に
よ
る
と
、
第
一
回
講
習
会

は
府
県
ご
と
に
現
任
官
国
幣
社
神
職
か
ら
一
、
二
名
ず
つ
選
ん
で
参
加
さ
せ
る
こ

と
を
企
図
し
て
い
た
し
（
９５
）
、
ま
た
、
参
加
費
用
は
自
費
、
義
援
金
、
或
い
は
差
し
支

え
な
い
範
囲
で
社
入
金
か
ら
支
出
す
る
よ
う
指
示
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
府
県
社

以
下
神
職
が
上
京
費
・
五
ヶ
月
間
の
生
活
費
等
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
た
と
は
考

え
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。
皇
典
講
究
所
は
当
初
、
全
府
県
か
ら
参
加
者
を
募
ろ
う

と
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
実
際
の
参
加
者
の
出
身
県
に
は
偏
り
が
あ
り
、
ま
た
回

ご
と
に
変
動
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
表
５
）。
各
回
の
細
か
な
デ
ー
タ
が
第
三

表４ 第一回神職講習会 講習科目及び講師

毎週時数

５

６

５

４

本居豊頴、木村正辭、三上参次、中川友次
郎による講義

＊授業は毎日午後１時開始。
［典拠］「第一回神職講習会」（『全国神職会々報』第
９号（明治３３年４月）３７頁）。

講師

宮地巌夫

荻原巌雄

久保悳鄰

青戸波江

宮地巌夫

井上頼�
飯田武郷

今泉定助

佐伯有義

同上

落合直文

三木五百枝

丸山正彦

荻原巌雄

内 容

作法、口授、練習

同上

同上

同上

教育勅語

神代記

古事記

神皇正統記

神�史
神社制度

土佐日記

祝詞式

続記宣命

作文

科目

祭式

道義

国史

国文

課外

表５ 神職講習会参加者 県別人員 （人）

明治４０
年末ま
で合計

３０

４
６
２
１
２４
４
４
３
１１
１
８
２
４
２
５
８
４
９
８

４３６

［典拠］第１回～３回については「第一、二、三回神職講習会々員県別人員
調」（『雑誌』第１冊第２号（明治３５年２月）４４～４５頁）。明治４０年末までの
合計は「神職講習会修了者数府県別表」（『國學院大學八十五年史』３７４頁）
より抜粋。

三回

５

―
―
―
―
２
１
―
１
１
―
１
１
１
１
―
―
―
―
―

５５

二回

６

―
―
１
―
２
２
１
―
２
―
２
２
１
―
１
１
１
１
１

５１

一回

２

２
４
１
１
―
―
―
―
２
１
―
―
―
―
１
―
―
―
―

５９

山口

香川
愛媛
高知
宮崎
岡山
栃木
秋田
熊本
福岡
鹿児島
石川
山梨
群馬
埼玉
大分
広島
愛知
佐賀
京都

計

明治４０
年末ま
で合計

４

３７
１０
９
２９
１１
４８
１５
６
１０
６
８
１９
３
６
７
１６
１４
７
９

１３

三回

―

１１
―
―
４
２
３
―
１
２
１
１
６
―
―
４
３
―
―
２

１

二回

―

１
１
―
６
―
１
１
１
―
―
２
５
２
１
１
―
２
２
―

１

一回

１

５
１
１
１
１
４
２
２
３
２
１
１
１
２
１
７
１
３
２

３

北海道

東京
大阪
神奈川
兵庫
長崎
新潟
千葉
奈良
三重
静岡
滋賀
長野
宮城
福島
岩手
青森
山形
富山
鳥取

島根
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回
分
ま
で
し
か
な
い
た
め
確
定
的
な
こ
と
は
言
え
な
い
も
の
の
、
東
京
、
兵
庫
、

新
潟
、
長
野
や
山
口
の
よ
う
に
毎
回
参
加
者
を
出
す
府
県
が
あ
る
一
方
で
、
神
奈

川
や
香
川
、
愛
媛
や
宮
崎
の
よ
う
に
第
一
回
し
か
参
加
し
な
い
県
、
反
対
に
岡
山
、

栃
木
、
熊
本
の
よ
う
に
二
回
、
三
回
か
ら
参
加
す
る
県
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

偏
り
の
要
因
と
し
て
は
府
県
の
神
社
数
や
開
催
場
所
で
あ
る
東
京
と
の
距
離
、
あ

る
い
は
皇
典
講
究
分
所
や
地
方
國
學
院
の
有
無
が
想
像
で
き
る
が
、
ど
れ
も
デ
ー

タ
と
の
整
合
性
が
あ
る
と
は
言
え
ず
、
本
稿
で
は
そ
の
と
き
ど
き
の
各
府
県
の
皇

典
講
究
分
所
や
神
職
取
締
所
（
９６
）
の
積
極
性
の
差
異
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
指
摘

す
る
に
と
ど
め
て
お
く
。

神
職
講
習
会
は
そ
の
必
要
性
を
認
め
ら
れ
て
翌
年
以
降
も
毎
年
開
催
さ
れ
る
こ

と
と
な
り
、
講
習
会
参
加
者
は
毎
回
五
〇
名
を
超
え
た
。
講
習
会
の
開
催
は
神
社

系
雑
誌
の
広
告
欄
で
告
知
さ
れ
（
９７
）
、
そ
の
模
様
や
成
果
は
誌
上
で
紹
介
さ
れ
て
い
く

と
同
時
に
、
地
方
で
の
講
習
会
開
催
の
手
本
と
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ

し
て
明
治
四
十
二
年
に
は
、
神
職
講
習
会
は
神
職
養
成
部
へ
と
発
展
的
に
解
消
す

る
こ
と
に
な
る
。

・
祭
式
教
習
会

明
治
三
十
五
年
の
神
職
任
用
規
則
の
改
正
に
よ
っ
て
祭
式
講
習
修
了
が
学
階
所

有
者
や
判
任
待
遇
経
験
者
に
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
前
述
の
と
お
り
で
あ

る
。
学
階
試
験
で
は
神
職
た
る
に
必
要
な
学
問
知
識
が
問
わ
れ
、
祭
祀
に
あ
た
っ

て
の
動
作
や
立
居
振
舞
い
と
い
っ
た
実
践
部
分
は
試
験
科
目
に
組
み
込
ま
れ
て
い

な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
祭
祀
を
重
視
す
る
傾
向
を
み
せ
た
任
用
規
則
改
正
に

よ
っ
て
神
職
の
必
修
事
項
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
皇
典
講
究
所
で
は
旧
儀
文
献
の

調
査
す
な
わ
ち
諸
礼
典
の
研
究
も
行
っ
て
い
た
が
、
政
府
の
こ
の
よ
う
な
意
向
を

受
け
て
祭
式
教
習
会
の
実
施
と
祭
式
試
験
の
規
定
制
定
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
。

第
一
回
祭
式
教
習
会
も
雑
誌
に
広
告
を
掲
載
し
て
参
加
者
を
募
り
（
９８
）
、
明
治
三
十

五
年
十
二
月
に
お
よ
そ
七
〇
名
を
集
め
て
開
催
さ
れ
た
。
祭
式
教
習
会
は
一
期
五

週
間
（
週
二
四
時
間
の
授
業
）
の
な
か
で
、
着
座
、
起
座
に
始
ま
り
祝
詞
奉
読
や

玉
串
・
神
饌
献
備
、
祓
の
行
い
方
に
至
る
ま
で
祭
式
の
所
作
を
伝
授
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
。
教
習
会
は
皇
典
講
究
所
で
年
二
回
開
催
さ
れ
る
ほ
か
、
希
望
に
応

じ
て
地
方
へ
の
出
張
講
義
も
行
わ
れ
、
明
治
四
十
年
末
ま
で
の
修
了
者
は
一
七
五

一
人
を
数
え
た
。
地
方
に
お
け
る
出
張
教
習
を
要
請
す
る
に
は
三
〇
名
以
上
の
参

加
者
が
必
要
だ
っ
た
が
、
実
際
に
東
京
・
大
阪
・
岡
山
・
島
根
・
滋
賀
な
ど
一
二

府
県
で
実
施
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
し
て
祭
式
教
習
会
も
神
職
講
習
会
同
様
、
神
職

養
成
部
内
の
祭
式
講
習
会
へ
と
名
前
を
変
え
て
継
続
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
ま

た
、
祭
式
教
習
に
あ
わ
せ
て
祭
式
試
験
規
定
も
定
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
こ
れ

に
よ
っ
て
神
職
任
用
規
則
に
明
記
さ
れ
た
「
祭
式
を
修
め
た
者
」
と
い
う
条
件
が
、

祭
式
教
習
修
了
も
し
く
は
祭
式
試
験
合
格
に
よ
っ
て
充
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
（
９９
）
。

ち
な
み
に
、
神
職
講
習
会
は
参
加
費
三
円
、
祭
式
教
習
会
授
業
料
は
八
円
、
祭

式
試
験
受
験
料
は
二
円
五
〇
銭
（
証
明
書
料
は
別
途
一
円
）
で
あ
り
、
神
職
講
習

会
や
祭
式
教
習
会
に
参
加
す
る
に
は
ひ
と
月
一
五
〜
三
〇
円
の
生
活
費
（
宿
代
・

食
費
な
ど
）
や
そ
の
他
往
復
旅
費
や
雑
費
が
必
要
で
あ
っ
た
（
１００
）
。
米
一
石
が
一
五
円

前
後
だ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
安
い
出
費
と
は
言
え
な
か
っ
た
だ
ろ
う
（
１０１
）
。

第
二
節

神
職
養
成
部
の
成
立

明
治
四
十
一
年
二
月
、
神
社
関
連
議
員
に
よ
っ
て
「
神
職
養
成
部
国
庫
補
助
に

関
す
る
建
議
案
」
が
衆
議
院
に
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
建
議
案
は
神
職
界
の
意
向
を

受
け
て
提
出
さ
れ
た
も
の
と
見
て
間
違
い
な
い
。
神
職
界
が
政
府
の
手
に
よ
る
神

職
学
校
の
設
立
を
望
ん
で
い
た
こ
と
は
第
一
章
で
触
れ
た
と
お
り
で
あ
る
し
、
同

建
議
案
の
提
出
者
で
あ
る
小
田
貫
一
、
恒
松
隆
慶
は
、
神
職
界
と
政
界
の
パ
イ
プ
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役
と
し
て
活
躍
し
た
人
物
で
、
そ
れ
ま
で
も
神
社
局
設
立
運
動
や
官
国
幣
社
国
庫

支
弁
、
府
県
社
以
下
神
社
神
饌
幣
帛
料
供
進
を
は
じ
め
と
す
る
神
職
界
の
懸
案
事

項
を
政
府
に
働
き
か
け
て
き
た
実
績
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

当
時
の
政
界
に
は
神
社
関
連
議
員
と
呼
び
う
る
一
連
の
議
員
が
存
在
し
て
い
た
。

大
津
淳
一
郎
や
早
川
龍
介
、
恒
松
隆
慶
や
小
田
貫
一
、
滝
口
帰
一
、
内
藤
正
義
と

い
っ
た
議
員
た
ち
が
そ
う
で
あ
り
、
彼
ら
の
功
績
は
『
会
報
』
で
も
評
さ
れ
て
い

る
が
（
１０２
）
、
な
か
で
も
大
津
と
早
川
は
そ
の
中
心
的
存
在
だ
っ
た
。
大
津
淳
一
郎
は
早

く
か
ら
自
由
民
権
運
動
に
参
加
し
た
茨
城
県
選
出
の
衆
議
院
議
員
で
あ
り
、
そ
の

所
属
政
党
は
、
立
憲
改
進
党
―
進
歩
党
―
憲
政
本
党
―
立
憲
国
民
党
―
立
憲
同
志

会
―
憲
政
会
―
立
憲
民
政
党
と
、
改
進
党＝

「
民
党
」
系
あ
る
い
は
反
政
友
会
系

で
一
貫
し
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
早
川
龍
介
は
、
愛
知
県
選
出
の
衆
議
院
議
員
で

あ
り
、
大
成
会
―
国
民
協
会
と
「
吏
党
」
に
所
属
、
そ
の
後
帝
国
党
を
経
て
政
友

会
に
転
属
し
た
の
ち
同
志
会
―
憲
政
会
へ
と
移
っ
た
人
物
で
あ
る
。
つ
ま
り
大
津

と
早
川
は
、
明
治
年
間
を
通
じ
て
ほ
ぼ
常
に
政
治
的
に
は
対
立
す
る
党
派
に
属
し

て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
議
会
内
保
守
派
の
早
川
と
、
自
由
民
権
運
動
経
験

者
の
大
津
が
、
神
社
に
関
連
す
る
議
題
に
お
い
て
は
連
携
し
た
動
き
を
見
せ
て
い

た
事
実
は
、
神
�
崇
敬
に
関
す
る
彼
ら
の
論
理
が
所
属
会
派
を
問
わ
ず
、
ま
た
時

期
を
問
わ
ず
、
議
会
に
存
在
す
る
共
通
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を

象
徴
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
（
１０３
）
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
広
範
な
関
係
議
員
を
持
つ

こ
と
は
、
神
�
関
連
の
議
案
を
特
定
党
派
の
私
的
な
願
望
以
上
の
民
意
と
し
て
主

張
す
る
際
に
有
効
的
で
も
あ
っ
た
（
１０４
）
。
実
際
、
衆
議
院
に
提
出
さ
れ
た
多
く
の
建
議

案
や
請
願
は
そ
の
大
半
が
可
決
も
し
く
は
採
択
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
な
か
委
員
会
の
議
題
に
上
っ
た
「
神
職
養
成
部
国
庫
補
助
に
関
す

る
建
議
案
」
で
あ
っ
た
が
、
以
下
で
そ
の
議
事
過
程
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
（
１０５
）
。

ま
ず
、
島
根
選
出
、
政
友
会
所
属
議
員
で
あ
る
恒
松
隆
慶
が
提
出
理
由
の
あ
ら
ま

し
を
述
べ
た
。
長
文
に
わ
た
る
が
、
引
用
す
る
。

近
来
神
社
の
保
存
事
な
ど
も
、
勅
令
等
が
出
る
や
う
に
な
っ
て
、
地
方
で
も

到
底
維
持
が
む
つ
か
し
い
や
う
な
こ
と
で
、
郷
村
社
な
ど
も
非
常
に
合
併
致

し
て
居
る
、
そ
れ
で
稍
や
神
社
の
保
存
の
途
は
見
込
が
就
き
か
け
て
居
る
や

う
な
有
様
で
あ
り
ま
す
が
、
偖
そ
れ
に
事
へ
る
と
こ
ろ
の
﹇
１
﹈
神
職
の
有

様
は
、
実
に
ど
う
も
驚
い
た
者
で
あ
っ
て
、
折
角
合
併
し
た
郷
村
社
に
も
相

当
の
人
を
求
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
今
日
の
有
様
で
、
或
は
五
社
六
社
兼
務

す
る
と
云
ふ
や
う
な
理
窟
で
あ
る
。
然
る
に
其
兼
務
す
る
神
社
は
ど
う
か
と

云
へ
ば
、
祭
祀
に
付
て
も
碌
々
祝
詞
を
上
げ
る
こ
と
が
出
来
ぬ
と
云
ふ
や
う

な
人
も
あ
っ
て
、
到
底
今
日
の
や
う
な
有
様
で
は
、
実
は
我
国
の
特
殊
の
事

情
の
あ
る
神
社
に
対
し
ま
し
て
、
何
と
か
途
を
着
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思

ふ
、
そ
こ
で
此
神
官
の
養
成
の
途
は
東
京
に
は
皇
典
講
究
所
も
あ
り
ま
す
、

で
其
方
で
一
つ
是
等
の
養
成
の
途
を
も
う
少
し
拡
張
し
て
―
―
現
在
多
少
の

途
は
皇
典
講
究
所
の
方
で
は
手
を
着
け
て
居
る
さ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
な
か

な
か
神
官
の
試
験
な
ど
が
あ
っ
て
も
、
斯
う
云
う
養
成
の
途
が
な
け
れ
ば
、

其
人
を
得
る
と
云
ふ
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。﹇
２
﹈
是
は
大
し

た
金
額
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
け
れ
ど
も
、
凡
そ
三
万
円
位
の
金
額
を
以
て
扶

助
が
出
来
た
な
れ
ば
、
将
来
に
向
っ
て
相
当
の
学
術
礼
典
を
講
究
す
る
と
こ

ろ
の
機
関
を
備
へ
る
と
こ
ろ
の
、
神
職
養
成
の
途
が
就
い
て
来
や
う
と
云
ふ

有
様
で
、
吾
々
は
今
日
の
現
職
の
有
様
を
ど
う
か
し
て
進
め
た
い
と
云
ふ
考

え
で
あ
り
ま
す
。﹇
３
﹈
何
分
一
般
の
神
職
の
現
在
の
有
様
は
誠
に
微
弱
な

も
の
で
あ
っ
て
、
到
底
神
職
が
金
を
助
け
合
っ
て
完
全
な
事
を
す
る
こ
と
は

到
底
為
し
難
い
こ
と
で
あ
る
の
で
す
。

90



恒
松
は
、
ま
ず
、﹇
１
﹈
量
的
、
質
的
に
問
題
の
あ
る
神
職
の
有
様
に
言
及
し
、

国
と
特
殊
の
関
係
の
あ
る
神
社
の
こ
と
な
の
で
、
何
と
か
手
を
打
た
ね
ば
な
ら
な

い
と
切
り
出
す
。
そ
し
て
、
神
職
養
成
は
皇
典
講
究
所
が
着
手
し
て
は
い
る
も
の

の
、
き
ち
ん
と
し
た
養
成
の
途
が
な
く
て
は
適
当
な
人
物
を
得
る
こ
と
は
難
し
い

と
続
け
、
そ
の
達
成
の
た
め
に
も
﹇
２
﹈
三
万
円
の
補
助
を
も
ら
え
れ
ば
、
学
術

礼
典
の
講
究
機
関
を
備
え
た
神
職
養
成
の
途
も
ひ
ら
け
る
だ
ろ
う
と
訴
え
る
の
で

あ
る
。
な
に
し
ろ
﹇
３
﹈
神
職
た
ち
は
微
弱
で
あ
り
、
互
い
に
資
金
を
出
し
合
っ

て
自
ら
修
養
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
あ
る
、
と
。
恒
松
に
続
い
て
、

社
家
出
身
で
広
島
選
出
の
小
田
貫
一
が
皇
典
講
究
所
の
厳
し
い
経
営
状
況
を
指
摘

し
た
。提

出
者
た
る
私
か
ら
大
要
を
述
べ
ま
す
が
、（
中
略
）
今
日
政
府
の
方
で
も
、

神
職
な
る
も
の
は
ま
る
で
棄
置
く
の
で
な
く
、
即
ち
理
由
書
に
も
書
い
て
あ

り
ま
す
通
り
、
皇
典
講
究
所
な
る
も
の
が
あ
っ
て
、
即
ち
明
治
十
五
年
有
栖

川
一
品
親
王
を
総
裁
と
し
て
設
置
し
た
も
の
が
あ
る
。
之
に
対
し
て
﹇
４
﹈

神
官
の
試
験
其
他
神
職
の
講
習
会
、
或
は
祭
事
の
講
習
会
と
云
ふ
も
の
を
委

託
す
る
と
云
ふ
形
に
な
っ
て
あ
る
。
神
社
に
仕
へ
る
神
職
の
こ
と
は
内
務
省

直
接
に
之
を
扱
は
ず
、
皇
典
講
究
所
に
其
養
成
を
任
せ
て
居
る
と
云
ふ
や
う

な
今
日
の
現
状
で
あ
る
。（
中
略
）﹇
５
﹈
で
今
日
も
講
究
所
な
る
も
の
ゝ
な

す
と
こ
ろ
は
、
殆
ど
力
を
尽
し
て
居
る
が
如
く
見
え
ま
す
け
れ
ど
も
、
何
さ

ま
経
済
と
云
ふ
も
の
に
な
っ
て
は
、
所
謂
地
方
神
社
の
寄
付
と
か
、
も
し
く

は
有
志
者
の
寄
付
金
と
か
、
又
生
徒
を
扱
ふ
た
め
に
多
少
の
収
入
金
と
云
ふ

も
の
が
あ
る
。
或
は
神
官
の
試
験
の
た
め
に
寄
付
金
を
さ
せ
た
と
こ
ろ
の
も

の
と
云
ふ
が
如
き
、
誠
に
経
済
も
微
々
た
る
憐
な
る
有
様
で
今
日
維
持
し
て

居
る
次
第
、
此
の
如
き
有
様
で
あ
る
故
に
、
到
底
神
職
と
云
ふ
も
の
ゝ
養
成

と
云
ふ
事
柄
は
目
的
通
り
に
行
っ
て
往
く
こ
と
の
で
き
な
い
現
況
で
あ
り
ま

す
。（
中
略
）
故
に
此
建
議
案
を
出
し
て
唯
今
恒
松
君
が
云
は
れ
る
通
り
、

﹇
６
﹈
吾
々
の
見
込
で
は
凡
そ
三
万
円
ば
か
り
七
箇
年
位
年
々
補
助
し
て
参

れ
ば
、
今
日
の
憐
な
る
神
職
の
有
様
も
稍
や
改
善
す
る
見
込
が
立
ち
、
従
っ

て
神
社
の
尊
厳
を
維
持
す
る
途
も
達
す
る
で
あ
ろ
う
と
、
斯
う
考
へ
ま
し
て

本
案
を
提
出
し
た
や
う
な
次
第
で
あ
り
ま
す
。（
中
略
）

小
田
は
、﹇
４
﹈
皇
典
講
究
所
は
委
託
さ
れ
て
神
職
試
験
や
講
習
会
を
実
施
し

て
い
る
が
、
内
務
省
は
神
職
養
成
に
直
接
手
を
出
し
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
、

と
内
務
省
の
神
職
養
成
へ
の
没
交
渉
ぶ
り
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
皇
典

講
究
所
の
実
情
は
ど
う
か
と
い
う
と
、﹇
５
﹈
神
社
や
有
志
に
よ
る
寄
付
金
頼
み

の
微
弱
な
経
済
状
態
で
あ
り
、
到
底
神
職
養
成
を
目
的
ど
お
り
に
遂
行
し
て
い
け

る
状
況
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
政
府
が
﹇
６
﹈
年
三
万
円
ず

つ
七
年
ほ
ど
補
助
し
て
い
け
ば
、
神
職
の
貧
状
も
改
善
の
見
込
み
が
た
ち
、
神
社

の
尊
厳
も
維
持
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
意
図
か
ら
建
議
を
提
出
し
た
、
と

説
明
す
る
。
ち
な
み
に
年
三
万
円
の
支
出
内
訳
は
「
三
万
円
の
内
一
万
五
千
円
は

養
成
部
の
費
用
と
し
、
五
千
円
は
地
方
講
習
及
本
支
部
講
習
費
、
一
万
円
は
礼
典

調
査
費
と
云
ふ
こ
と
に
金
を
要
す
る
（
１０６
）
」
と
い
う
算
段
で
あ
っ
た
。

実
は
皇
典
講
究
所
の
苦
し
い
経
済
状
況
は
設
立
当
初
か
ら
続
い
て
い
た
も
の

だ
っ
た
。
同
所
の
収
入
は
主
に
各
神
社
（
特
に
官
国
幣
社
）
か
ら
の
課
出
金
に

頼
っ
て
お
り
、
官
国
幣
社
に
は
社
入
金
の
一
割
を
寄
付
す
る
よ
う
指
示
が
出
さ
れ

て
い
た
。
し
か
し
各
神
社
の
収
入
は
人
民
の
信
仰
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
た
め
社

入
金
自
体
が
確
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
皇
典
講
究
所
の
財
政
基
盤

も
安
定
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
当
時
の
皇
典
講
究
所
は
明
治

三
十
九
年
に
見
舞
わ
れ
た
火
災
に
よ
っ
て
復
興
拡
張
計
画
の
途
上
に
あ
っ
た
。
建
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物
・
設
備
の
新
築
・
整
備
費
用
八
万
円
弱
の
う
ち
四
十
一
年
ま
で
に
集
ま
っ
た
の

は
わ
ず
か
一
万
四
千
円
余
り
、
銀
行
借
入
金
の
利
子
返
済
に
追
わ
れ
て
負
債
は
膨

ら
む
一
方
で
、
三
十
九
年
、
四
十
二
年
に
は
下
賜
金
を
願
い
出
て
何
と
か
凌
い
で

い
る
有
様
だ
っ
た
の
で
あ
る
（
１０７
）
。

こ
の
よ
う
な
恒
松
・
小
田
の
要
求
に
対
し
て
、
政
府
委
員
と
し
て
発
言
し
た
内

務
省
神
社
局
長
水
野
錬
太
郎
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
補
助
金
支
給
に
難
色
を
示

し
た
。神

職
を
養
成
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
そ
れ
は
極
め
て
同
情
を
表
す
る
と
こ
ろ

で
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
併
な
が
ら
此
事
だ
け
は
申
上
げ
て
置
か
ね
ば
な
り

ま
せ
ぬ
。
そ
れ
は
﹇
７
﹈
国
庫
か
ら
し
て
費
用
を
補
助
し
て
神
職
を
養
成
し

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
ま
で
に
迫
っ
て
居
る
か
ど
う
か
と
云
ふ
こ
と
に
な

り
ま
す
る
と
、
そ
れ
程
の
こ
と
な
ら
ば
既
に
今
日
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の

で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
今
日
国
費
多
端
の
際
に
国
庫
か
ら
補
助
し
て
や
ら
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
こ
と
は
認
め
て
居
り
ま
せ
ぬ
。
併
な
が
ら
今
日
と
雖
も

尚
今
後
と
雖
も
神
職
に
相
当
の
学
術
を
与
え
立
派
な
人
を
神
職
に
す
る
と
云

ふ
こ
と
は
、
是
は
極
め
て
必
要
の
こ
と
と
思
ひ
ま
す
。
此
点
に
於
て
は
敢
て

異
議
は
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
唯
国
費
か
ら
費
用
を
出
す
こ
と
が
出
来
る

か
ど
う
か
と
云
ふ
こ
と
は
、
そ
れ
は
ど
う
も
明
言
が
で
き
ま
せ
ぬ
。

神
職
養
成
の
必
要
性
は
認
め
な
が
ら
も
、﹇
７
﹈
国
庫
多
端
の
折
、
国
か
ら
補

助
金
を
拠
出
し
て
ま
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
は
思
え
な
い
、
と
き
っ
ぱ

り
と
言
い
切
っ
て
い
る
。
水
野
錬
太
郎
は
、「
私
は
嘗
て
内
務
省
の
局
長
と
し
て

は
是
非
宗
教
局
長
か
神
社
局
長
に
な
り
、
神
社
、
宗
教
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
を
研

究
し
た
い
と
い
ふ
念
願
で
あ
つ
た
（
１０８
）

」
と
の
ち
に
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
神
社
行
政

に
積
極
的
に
取
り
組
ん
だ
人
物
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
後
年
の
回
想
で
あ
り
、
彼

が
就
任
当
初
か
ら
ど
の
程
度
の
思
い
を
神
社
行
政
に
対
し
抱
い
て
い
た
か
は
差
し

引
い
て
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
で
も
、
事
実
、
水
野
神
社
局
長
の
も

と
で
は
官
国
幣
社
経
費
国
庫
支
弁
化
や
府
県
社
以
下
神
社
神
饌
幣
帛
料
供
進
、
神

社
整
理
と
い
っ
た
大
き
な
課
題
が
順
次
達
成
・
実
施
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
よ
う

な
神
社
行
政
に
理
解
を
持
っ
て
い
た
水
野
錬
太
郎
を
し
て
た
め
ら
わ
せ
る
三
万
円

の
国
庫
補
助
要
求
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

水
野
の
難
渋
に
対
し
、
恒
松
は
「
費
用
の
こ
と
は
兎
も
角
、
大
体
に
於
て
此
事

を
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
以
上
は
…
ま
あ
さ
う
云
ふ
こ
と
で
あ
れ
ば
、
此
建
議
が

成
立
っ
て
通
過
し
た
な
ら
ば
、
十
分
此
建
議
を
容
れ
て
戴
く
と
云
う
希
望
を
致
し

て
、
ど
う
で
す
か
も
う
決
議
し
て
は
。
別
に
異
論
が
な
け
れ
ば
今
日
決
議
し
て

は
…
」
と
発
言
し
て
採
決
を
促
し
た
。
こ
の
発
言
か
ら
は
、
補
助
金
の
有
無
は
措

く
に
し
て
も
、
政
府
の
手
に
よ
る
神
職
養
成
の
必
要
性
を
政
府
自
身
に
認
め
さ
せ

る
こ
と
を
重
視
し
て
い
た
神
職
関
連
議
員
の
姿
が
う
か
が
え
る
。
予
算
獲
得
以
上

に
政
府
に
必
要
性
を
迫
る
こ
と
が
大
事
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
結
局
、
同
建
議
案
は

満
場
一
致
で
可
決
さ
れ
、
翌
四
十
二
年
度
の
内
務
省
予
算
に
は
神
職
養
成
費
が
組

み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
内
務
省
が
委
員
会
に
提
出
し
た
予
算
は
神

職
養
成
費
八
千
円
、
調
査
費
用
二
千
円
の
計
一
万
円
で
あ
り
、
最
終
的
に
神
職
養

成
部
に
割
り
当
て
ら
れ
た
費
用
は
七
千
二
百
円
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
衆
議
院
予
算

委
員
会
席
上
で
予
算
の
減
額
請
求
に
つ
い
て
そ
の
理
由
を
質
問
さ
れ
た
一
木
内
務

次
官
は
、
内
務
省
も
神
職
養
成
の
必
要
性
は
感
じ
て
い
る
も
の
の
「
何
分
財
政
の

都
合
も
あ
っ
て
、
一
時
に
多
額
の
金
を
計
上
す
る
訳
に
参
ら
ず
、
先
づ
取
敢
ず
是

だ
け
要
求
し
た
」
と
述
べ
、「
是
で
目
的
を
達
し
得
る
や
否
や
は
固
よ
り
十
分
な

こ
と
は
む
づ
か
し
い
が
（
中
略
）
漸
次
神
職
の
改
良
を
図
り
て
往
く
上
に
於
て
は
、

余
程
効
が
あ
ら
う
か
と
思
う
て
居
」
る
、
と
神
職
養
成
の
端
緒
と
し
て
養
成
部
設
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置
を
位
置
づ
け
た
（
１０９
）
。
政
府
の
明
治
四
十
二
年
度
予
算
方
針
は
「
一
般
の
経
費
は
之

を
緊
縮
し
新
要
求
は
成
べ
く
之
を
見
合
せ
、
又
既
定
計
画
の
分
も
成
べ
く
節
減
す

る
」、「
既
定
の
継
続
費
は
年
割
額
の
変
更
な
ど
に
よ
っ
て
変
更
（
縮
小
）
す
る
」

と
い
っ
た
縮
小
路
線
だ
っ
た
（
１１０
）
。
内
務
省
予
算
に
関
し
て
言
え
ば
、
地
方
改
良
事
業

奨
励
費
四
万
三
千
円
（
貯
蓄
奨
励
費
な
ど
）
や
釧
路
築
港
費
二
三
万
円
、
軽
便
鉄

道
一
〇
万
円
な
ど
が
認
め
ら
れ
た
一
方
で
、
横
浜
の
水
道
補
助
費
は
三
年
で
一
七

五
万
円
の
予
算
計
画
に
対
し
同
年
度
は
一
万
円
と
な
り
、
小
樽
築
港
は
繰
延
べ
と

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
文
部
省
管
轄
事
業
に
つ
い
て
言
え
ば
、
高
等
学
校
そ
の
他
の

創
立
費
が
繰
延
べ
に
、
普
通
教
育
奨
励
金
が
予
定
よ
り
一
〇
万
円
減
ぜ
ら
れ
た
一

五
万
円
と
さ
れ
る
な
ど
、
繰
延
節
減
は
多
方
面
に
わ
た
っ
た
（
１１１
）
。
こ
の
よ
う
な
な
か

新
規
事
業
の
神
職
養
成
部
補
助
費
が
小
額
な
が
ら
認
め
ら
れ
た
の
は
、
評
価
に
値

す
る
成
果
だ
と
思
わ
れ
る
。

明
治
四
十
二
年
五
月
、
神
職
養
成
部
は
内
務
省
管
轄
事
業
の
一
環
と
位
置
づ
け

ら
れ
た
う
え
で
、
経
費
七
千
二
百
円
を
も
っ
て
皇
典
講
究
所
に
そ
の
運
営
・
実
施

が
委
託
さ
れ
た
。
三
万
円
の
補
助
は
実
現
し
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
当
時
の
皇
典

講
究
所
・
國
學
院
大
學
の
予
算
は
併
せ
て
二
万
円
程
度
で
あ
り
、
予
算
七
千
円
を

超
え
る
神
職
養
成
部
の
運
営
は
、
経
費
の
点
か
ら
い
え
ば
國
學
院
を
上
回
る
、
大

き
な
事
業
と
い
え
た
（
１１２
）
。
皇
典
講
究
所
に
そ
の
任
が
委
ね
ら
れ
た
の
は
神
職
養
成
に

実
績
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
り
、
委
託
と
は
い
っ
て
も
国
庫
補
助
が
組
ま
れ
た
と
い

う
点
で
そ
れ
ま
で
の
神
職
講
習
会
等
の
委
託
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
（
１１３
）
。
支
給

額
に
不
満
は
残
る
も
の
の
（
１１４
）
、
そ
の
位
置
づ
け
に
お
い
て
神
職
養
成
部
は
、
神
職
界

の
要
求
に
応
え
た
も
の
と
評
価
さ
れ
た
だ
ろ
う
。

で
は
神
職
養
成
部
に
お
い
て
は
如
何
な
る
事
業
が
行
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
神

職
養
成
部
に
は
神
職
教
習
科
、
神
職
講
習
科
、
祭
式
講
習
科
の
三
科
が
置
か
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
神
職
教
習
科
は
神
社
知
識
の
な
い
素
人
を
対
象
と
し
た
学
科
で
、

卒
業
と
同
時
に
神
職
任
用
資
格
が
付
与
さ
れ
る
コ
ー
ス
で
あ
り
、
神
職
講
習
会
は

現
任
神
職
を
対
象
と
し
て
、
神
職
た
る
に
必
要
な
学
術
祭
式
の
講
習
が
行
わ
れ
た
。

祭
式
講
習
会
は
神
職
・
素
人
に
限
ら
ず
希
望
者
に
祭
式
を
教
授
し
、
修
了
証
を
与

え
る
場
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
ら
三
講
習
は
国
庫
金
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ

た
も
の
だ
っ
た
た
め
、
参
加
者
に
は
授
業
料
や
証
書
料
そ
の
他
の
料
金
は
一
切
か

か
ら
な
か
っ
た
。

神
職
教
習
科
は
一
〇
ヶ
月
の
受
講
期
間
に
倫
理
、
歴
史
、
国
文
、
法
制
、
礼
式

を
習
得
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
、
卒
業
者
に
は
そ
の
成
績
に
よ
り
一
等
以
下
六
等

ま
で
の
学
階
司
業
（
す
な
わ
ち
社
司
以
上
の
階
位
）
が
授
与
さ
れ
た
（
１１５
）
。
受
講
生
は

地
方
庁
の
推
薦
者
（
各
二
名
、
補
欠
一
名
）
と
一
般
か
ら
の
志
望
者
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
初
年
度
の
神
職
教
習
科
に
は
一
〇
六
名
（
う
ち
各

府
県
知
事
の
推
薦
に
よ
る
者
一
〇
二
名
）
が
参
加
し
て
い
る
（
１１６
）
。
そ
し
て
地
方
庁
の

推
薦
に
せ
よ
一
般
志
望
に
せ
よ
、
そ
の
受
講
資
格
は
「
中
学
第
三
学
年
若
く
は
之

に
相
当
せ
る
学
校
の
課
程
を
卒
た
る
者
」
も
し
く
は
「
前
項
と
同
等
の
程
度
に
於

け
る
左
の
学
科
試
験
に
及
第
し
た
る
者

倫
理

国
語

漢
文

歴
史

地
理

算
術
」
と
規
定
さ
れ
た
（
１１７
）
。
こ
の
規
定
の
示
す
と
こ
ろ
は
、
一
般
教
養
を
あ
る
程
度

身
に
つ
け
て
い
る
人
物
に
専
門
知
識
を
教
授
し
て
い
く
と
い
う
姿
勢
で
あ
り
、
そ

こ
に
は
学
問
的
ベ
ー
ス
の
整
っ
た
層
を
対
象
と
す
る
こ
と
で
神
職
を
速
成
し
や
す

く
す
る
と
同
時
に
、
普
通
学
の
素
養
の
あ
る
人
物
を
神
職
に
し
た
い
と
の
思
惑
が

読
み
取
れ
る
。
第
一
章
で
述
べ
た
と
お
り
、
神
職
の
教
養
の
無
さ
が
そ
の
社
会
的

地
位
の
低
さ
の
所
以
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
の
規
定
の

意
図
は
十
分
察
せ
ら
れ
よ
う
。
神
職
教
習
科
で
の
講
義
科
目
は
表
６
の
と
お
り
で

あ
る
。
古
道
概
要
、
神
�
史
あ
る
い
は
神
社
制
度
や
祭
式
と
い
っ
た
神
職
な
ら
で

は
と
頷
け
る
科
目
が
あ
る
一
方
で
、
外
国
史
や
国
文
、
法
制
大
意
の
よ
う
な
一
般

教
養
に
分
類
で
き
る
講
義
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
、
こ
こ
か
ら
も
専
門

93



に
偏
ら
な
い
普
通
学
を
有
す
る
神
職
の
育
成
が
目
指
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が

え
る
だ
ろ
う
。

神
職
講
習
科
は
、
現
任
神
職
を
対
象
と
し
た
学
術
祭
式
の
講
習
を
年
二
回
、
各

一
〇
週
の
期
間
で
開
催
し
た
。
明
治
四
十
二
年
五
月
に
定
め
ら
れ
た
神
職
養
成
部

規
則
中
の
神
職
講
習
科
科
目
は
、
九
月
一
日
の
開
講
に
向
け
て
制
定
直
後
に
改
正

が
加
え
ら
れ
、
講
義
詳
細
が
規
定
さ
れ
た
が
、
そ
の
講
習
科
目
が
次
頁
の
表
７
で

あ
る
。
第
一
回
神
職
講
習
会
で
の
講
習
科
目
（
表
４
）
と
比
較
し
て
み
る
と
、
ま

ず
法
制
と
い
う
科
目
の
新
設
が
目
に
と
ま
る
。
そ
れ
ま
で
国
史
の
一
部
と
し
て
扱

わ
れ
て
い
た
神
社
制
度
が
、
現
行
神
社
制
度
と
制
度
沿
革
史
と
し
て
教
授
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
歴
史
に
割
か
れ
る
時
間
が
増
え
て
そ
の
内
容
が

細
分
化
さ
れ
る
と
と
も
に
、
神
道
哲
学
要
義
な
る
授
業
が
二
〇
時
間
に
わ
た
っ
て

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
神
道
哲
学
要
義
を
担
当
し
た
の
は
近
代
神
道
学
の
祖
、
田
中
義
能
で
あ
る
。

東
京
帝
国
大
学
に
お
い
て
井
上
哲
次
郎
の
も
と
で
教
育
学
と
神
道
研
究
を
行
っ
た

田
中
の
根
底
に
は
井
上
の
国
民
道
徳
論
の
影
響
も
あ
っ
て
、
教
育
勅
語
に
道
徳
の

本
源
を
求
め
、
万
世
一
系
の
皇
室
を
機
軸
に
据
え
る
忠
孝
思
想
が
流
れ
て
い
た
。

し
か
し
明
治
四
十
一
年
頃
か
ら
は
、
神
道
こ
そ
が
国
の
道
徳
・
行
動
規
範
で
あ
り
、

超
歴
史
的
な
民
族
精
神
で
あ
る
と
す
る
独
自
の
論
を
展
開
す
る
よ
う
に
な
り
、

「
教
育
勅
語
の
神
道
的
解
釈
の
先
駆
者
の
ひ
と
り
」
と
称
さ
れ
る
思
想
体
系
を
完

成
さ
せ
て
い
く
（
１１８
）
。
神
職
養
成
部
開
講
の
明
治
四
十
二
年
頃
は
、
田
中
が
ち
ょ
う
ど

学
問
的
な
展
開
を
見
せ
始
め
る
こ
ろ
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
講
義
を
行
っ
て
い
た

の
か
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
田
中
の
行
っ
た
講
義
内
容
と
ま
で
は
い
か
な
く

と
も
、
歴
史
的
に
、
あ
る
い
は
日
本
と
い
う
社
会
の
な
か
で
神
社
が
ど
の
よ
う
に

位
置
づ
け
う
る
か
、
と
い
っ
た
テ
ー
マ
で
講
義
を
進
め
た
だ
ろ
う
こ
と
は
「
神
道

哲
学
要
義
」
と
い
う
科
目
名
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
が
、
神
社
制
度
や
神
社
史
と

表６ 神職教習科 講義科目

第三学期

毎週時数

計３

計９

計９

計４

４

２９

各専門家講演 講演 練習 雅楽

＊国文選は徒然草・大鏡・枕草子などを扱う講義である。
［典拠］「神職養成部規則」（『雑誌』第８冊第５号（明治４２年５月）５８頁）。

１

２

１

３

３

２

３

３

２

１

２

１

１

内容

同左

同左

同左

同左

同左

同左

同左

同左

同左

同左

令義解、職員令、神�令
同左

皇室に関する諸典礼

同左

計

第二学期

毎週時数

計３

計９

計９

計４

４

２９

１

２

１

３

３

２

３

３

２

１

１

２

１

内容

同左

古道要義

同左

古史要義

同左

同左

同左

同左

同左

同左

同左

同左

同左

同左

計

第一学期

毎週時数

計３

計９

計９

計４

４

２９

１

２

１

２

３

３

３

３

２

１

１

２

１

内容

勅語勅諭詔書等

古道概要

神�史
古史概要

本邦史

外国史（中学四五年程度
にて其大要）

国文選三

国文選一

文典

作文

神�に関する法制史日授
神社制度口授

法制大意口授

祭式

計

科目

倫理

歴史

国文

法制

礼式

課外
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い
っ
た
神
社
を
め
ぐ
る
実
際
的
な
知
識
だ
け
で
な
く
、
神
社
の
歴
史
的
・
社
会
的

意
味
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
授
業
が
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
し
て
組
ま
れ
た
こ
と
は
、
大

き
な
変
化
だ
と
い
え
よ
う
（
１１９
）
。

さ
て
、
神
職
講
習
会
講
義
科
目
の
変
化
の
話
に
も
ど
る
と
、
少
な
い
な
が
ら
も
、

外
国
史
（
中
国
史
）
の
時
間
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
神
職
教
習
科
と
も
共

通
す
る
変
化
で
あ
る
。
ま
た
、
従
来
の
習
会
が
二
〇
週
の
会
期
で
実
施
さ
れ
た
の

に
比
べ
、
明
治
四
十
二
年
以
降
の
神
職
講
習
科
で
は
一
〇
週
間
で
多
岐
に
わ
た
る

講
義
を
こ
な
す
よ
う
定
め
ら
れ
て
お
り
、
前
者
が
週
二
〇
時
間
の
講
習
（
課
外
講

義
は
含
ま
ず
）
だ
っ
た
の
に
対
し
、
後
者
は
三
二
時
間
（
講
義
を
含
ま
な
い
場
合

は
計
二
八
・
五
時
間
）
と
、
拘
束
時
間
も
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

講
習
自
体
が
ハ
ー
ド
な
も
の
に
な
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
以
上
の
よ
う
な

講
習
内
容
の
変
化
か
ら
は
、
自
ら
が
拠
っ
て
立
つ
神
社
制
度
や
神
社
史
、
さ
ら
に

は
神
社
の
国
家
的
意
味
、
そ
し
て
本
国
・
外
国
史
や
国
文
に

至
る
ま
で
、
多
く
の
知
識
が
神
職
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
状
況
が
透
け
て
み
え
る
。

祭
式
講
習
会
に
つ
い
て
言
え
ば
、
師
範
科
と
普
通
科
に
分

け
て
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
前
者
は
地
方
に
お
け
る
祭

式
の
師
範
と
な
る
者
の
養
成
を
目
指
し
た
講
習
、
後
者
は
一

般
生
を
対
象
と
し
て
行
わ
れ
た
講
習
で
あ
っ
た
。
普
通
講
習

が
最
も
多
く
開
催
さ
れ
た
も
の
の
、
師
範
講
習
以
外
に
も
官

公
吏
を
対
象
と
し
た
講
習
や
、
祝
詞
も
同
時
に
教
授
す
る
講

習
な
ど
、
必
要
に
応
じ
て
多
様
な
内
容
で
実
施
さ
れ
た
よ
う

で
あ
る
（
表
８－

�
）。

以
上
の
よ
う
な
神
職
養
成
部
の
初
年
の
成
績
を
評
価
し
た

内
務
省
は
、
翌
四
十
三
年
四
月
、
改
め
て
神
職
養
成
を
同
所

に
委
託
し
、
八
千
円
の
費
用
を
支
給
し
た
。
神
職
養
成
部
三
科
の
大
正
七
年
ま
で

の
実
績
が
表
８
で
あ
る
。
一
目
見
て
退
学
者
や
不
合
格
者
の
多
さ
に
気
づ
く
。
神

職
教
習
科
参
加
者
の
二
〇
％
、
神
職
講
習
科
の
一
二
％
以
上
が
修
了
に
至
っ
て
お

ら
ず
、
教
習
・
講
習
の
厳
し
さ
が
う
か
が
え
る
。
な
お
、
こ
の
神
職
養
成
部
の
三

科
設
置
に
よ
っ
て
、
当
該
時
期
の
神
職
養
成
コ
ー
ス
は
完
成
し
た
（
１２０
）
。
明
治
四
十
二

年
七
月
、
前
月
の
神
職
教
習
科
開
講
を
受
け
、
政
府
は
明
治
三
十
五
年
の
神
職
任

用
規
則
を
改
正
し
、
第
十
一
条
第
四
項
に
「
内
務
大
臣
の
委
託
に
依
り
開
設
せ
る

皇
典
講
究
所
神
職
養
成
部
神
職
教
習
科
卒
業
の
者
」
を
加
え
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て

完
成
し
た
神
職
任
用
ル
ー
ト
の
概
念
図
が
図
２
で
あ
る
。
神
職
と
な
る
の
に
多
様

な
バ
イ
パ
ス
を
用
意
す
る
こ
と
で
、
有
為
な
神
職
を
積
極
的
に
採
用
し
よ
う
と
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
中
央
に
お
け
る
神
職
養
成
と
前
後
し
て
、
各
地
で
も
講
習
会
が
開

表７ 神職講習科 講習科目

総時数

計３６

計９５

計４６

計３５

計５０

計５３

３１５

［典拠］「神職養成部規則中改正」（『雑誌』第８冊第
９号（明治４２年９月）５０～５１頁）。

２１

１５

２０

１５

２０

１５

２０

５

１８

１０

１２

６

１５

１０

１０

２５

５

１５

１０

４

４

８

８

６

１０

１３

内 容

倫理大意

道話

神代史

神武天皇より奈良朝まで

平安朝より明治まで

神�史
神道哲学要義

支那史概論

祝詞宣命風土記類及作文法

祝詞作文及講評

名文評釈

万葉集論評釈

神社制度（現制）

神社制度の沿革

令義解（神�令）
行事作法

衣紋

儀式次第

調度装束

詔書

勅諭

神社要綱

神社建築

勅語につきて

有職故実（博物館等実地示教）

其他

計

科目

倫理

歴史

国文

法制

祭式

講義
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催
さ
れ
て
い
た
。
地
方
で
の
神
職
講
習
会
の
嚆
矢
は
定
か
で
は
な
い
が
、
明
治
三

十
四
年
末
既
に
埼
玉
県
に
お
い
て
雅
楽
講
習
会
が
開
か
れ
た
と
の
彙
報
が
『
会

報
』
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
以
後
も
全
国
各
県
の
事
例
が
続
々
と
誌
上
で
紹
介
さ

れ
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
な
か
、
明
治
四
十
四
年
の
地
方
長
官
会
議
の
席
上
、
と

き
の
内
務
大
臣
平
田
東
助
が
演
説
を
行
い
、
各
府
県
に
神
職
養
成
へ
の
一
層
の
尽

力
を
求
め
た
。

平
田
内
相
は
、
神
職
の
任
用
な
ら
び
に
養
成
に
つ
い
て
言
及
し
た
際
、「
地
方

に
於
て
も
漸
次
神
職
講
習
を
催
せ
る
も
の
あ
」
る
こ
と
を
歓
迎
し
、
そ
の
具
体
的

な
進
展
状
況
に
つ
い
て
「
県
郡
費
を
以
て
神
職
養
成
の
業
を
補
助
せ
る
も
の
約
一

九
県
に
及
び
、
進
ん
で
地
方
神
職
俸
給
手
当
に
就
き
其
の
給
与
規
程
を
設
け
以
て

地
位
の
安
固
と
待
遇
の
改
善
と
を
計
れ
る
も
の
一
府
一
六
県
に
し
て
、
神
職
に
対

す
る
教
養
待
遇
の
途
両
つ
な
が
ら
漸
く
其
の
緒
に
就
か
ん
と
す
る
に
至
れ
り
」
と

紹
介
し
て
い
る
（
１２１
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
続
け
て
神
職
の
問
題
状
況
を
次
の
よ

う
に
論
じ
て
い
る
。

全
国
現
任
神
職
の
経
歴
を
見
る
に
神
職
試
験
合
格
者
三
百
四
十
九
人
、
神
宮

皇
學
館
及
國
學
院
卒
業
生
百
人
、
神
職
養
成
部
卒
業
生
四
十
人
、
中
学
以
上

の
学
業
を
了
り
た
る
者
及
国
史
及
国
文
の
教
育
免
許
状
を
有
す
る
者
二
百
二

人
、
通
計
六
百
九
十
二
人
を
算
す
と
雖
も
、
之
を
全
国
十
四
万
の
神
社
に
奉

仕
す
る
現
任
神
職
一
万
四
千
余
人
に
比
す
れ
ば
其
の
数
極
め
て
少
く
、
自
余

（
マ
マ
）

は
格
別
の
学
暦
を
有
せ
ず
従
前
の
勤
続
者
た
る
の
故
を
以
て
其
の
職
に
居
る

者
多
き
を
占
む
る
を
見
る
。
素
よ
り
是
等
神
職
の
中
に
は
郷
党
里
閭
の
間
に

表８ 神職養成部実績

表８－� 神職教習科 （人）

聴講生

４

１

２

７

３

１

１１

４

４

３７

表８－� 祭式講習科 （人）

奏任待
遇神職
講習

５４

８

―

―

―

―

―

―

―

６２

＊１ 本文で言及した数字とは異なるが、そのままとした。
＊２ 祝詞科兼修の数字は、普通講習受講者中、祝詞講習
も受けた者を表す。

［典拠］「神職養成部実績」（『國學院大學百年史 上巻』
４４８～４４９頁）。

卒業者

６４

６３

８１

８１

９６

６９

９３

８１

６５

６９３

表８－� 神職講習科 （人）

聴講生

４

―

１２

１３

１８

２２

２３

１５

１９

１２６

祝詞科
兼修＊２

―

―

―

―

７８

９３

６５

９５

５７

３８８

不合格者

２６

４

７

７

８

１３

９

１３

１０

９７

修了者

９３

５５

４８

４７

５１

４９

４６

３２

５９

４８０

官公吏
講習

―

―

３８

９

―

―

３７

―

―

８４

退学者

１０

１２

５

１０

１３

１５

４

１０

７

８６

退学者

２２

１１

５

８

５

８

３

１

３

６６

普通講
習

―

１４８

６７

６２

８９

１０５

６６

１０５

８１

７２３

入学者

１００＊１

７９

９３

９８

１１７

９７

１０６

１０４

８２

８７６

入学者

１１５

６６

５３

５５

５６

５７

４９

３３

６２

５４６

師範講
習

６２

３１

―

―

―

―

―

―

１９

１１２

年度

明治４２年

４３年

４４年

大正元年

２年

３年

４年

５年

６年

計

年度

明治４２年

４３年

４４年

大正元年

２年

３年

４年

５年

６年

計

年度

明治４２年

４３年

４４年

大正元年

２年

３年

４年

５年

６年

計
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判
任
待
遇
以
上

社
司
・
社
掌
試

験
合
格
者

神
職
養
成
部

教
習
科
卒
業

以
前
か
ら
の
勤

続
者

皇
典
講
究
所
学

階
所
有
者

中
学
校
以
上

の
学
校
卒
業

者 五
年
以
上
列

任
官
以
上
の

官
務
従
事
者

国
史
・
国
文
の

教
員
免
許
状

所
有
者

神
宮
宮
掌
以

上
の
現
任
者

神
宮
皇
學
館

専
科
卒
業

神
宮
皇
學
館

本
科
卒
業

社司、社掌（判任官）

祝
詞
作
文

祭
式
修
了

祭
式
修
了

祭
式
修
了

祭
式
及
び

国
典
修
了

祭
式
修
了

於
て
相
当
の
徳
望
と
信
用
と
を
負
ふ
も

の
之
あ
る
べ
し
と
雖
も
、
地
方
の
範
た

る
に
足
る
べ
き
適
応
の
学
識
素
養
等
尚

ほ
未
だ
充
分
な
ら
ざ
る
も
の
あ
る
は
洵

に
遺
憾
に
堪
へ
ざ
る
所
と
す
。
依
て
将

来
其
の
任
用
を
重
ん
ず
る
と
共
に
一
般

に
神
職
を
通
じ
て
其
の
人
格
の
修
養
と

学
識
の
開
発
と
に
就
き
一
層
考
慮
せ
ら

れ
ん
こ
と
望
む
（
１２２
）
。

正
規
の
試
験
を
経
た
学
歴
や
一
般
教
養
を

持
た
ず
、「
地
方
の
範
た
る
に
足
る
べ
き
適

応
の
学
識
素
養
等
尚
ほ
未
だ
充
分
な
ら
ざ

る
」
神
職
の
多
さ
を
、
具
体
的
な
数
字
を
挙

げ
て
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期

の
神
職
の
保
有
資
格
の
な
か
で
最
も
多
い
学

階
は
、
皇
典
講
究
所
の
学
階
試
験
に
及
第
し

て
授
与
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
な
り
の

資
格
と
認
め
ら
れ
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
だ

が
、
内
務
省
の
要
求
す
る
レ
ベ
ル
の
も
の
で

は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て

神
職
の
資
格
数
を
見
て
み
る
と
（
表
９
）、

政
府
が
求
め
る
レ
ベ
ル
の
学
歴
を
有
す
る
神

職
は
実
際
に
極
め
て
少
数
だ
っ
た
こ
と
が
分

か
る
。
神
職
資
格
と
し
て
多
い
順
に
皇
典
講

表９ 神職資格一覧 （人）

埼玉県

社司社掌

４

２７８

―

―

―

２

１７

―

１７６

４７７

＊上記は明治４４年３月末日調査による数字である。
［典拠］「神職に関する参考資料」（『埼玉県庁文書』明２４２１―６８）。

官国幣社
�宜主典

―

―

―

１

―

―

―

―

５

６

全 国

社司社掌

３４４

７，４８１

３１

５４

８

１８３

１，２４２

１７５

４，０５６

１４，４７４

官国幣社
�宜主典

５

１３１

９

２１

６

６

７０

４４

１５６

４４８

神職試験合格者

皇典講究所学階所有者

神職養成部教習科卒業生

神宮皇學館卒業生

国史国文科の教員免許状所有者

官公立中学校又は之と同等以上の官公立学校卒業生

判任待遇以上の職に在りし者

神宮神職たりし者

従前の神職勤続者

計

図２ 神職就任経路

＊明治４４年３月末時点で所有資格の多い順に左から並べた。

[典拠]「官国幣社及神宮神部署神職任用令」、「府県社以下神社神職任用規則」より作成。
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究
所
学
階
所
有
者
、
従
来
の
神
職
勤
続
者
、
判
任
待
遇
以
上
経

験
者
と
続
く
が
、
こ
れ
ら
は
平
田
が
言
及
し
た
学
識
素
養
上
問

題
の
あ
る
神
職
た
ち
で
あ
り
、
こ
の
三
資
格
が
全
体
の
八
八
％

を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
従
来
の
神
職
勤
続
者

と
は
、
お
そ
ら
く
明
治
十
六
年
の
内
務
省
の
指
示
に
従
わ
ず
学

階
試
験
を
受
け
な
か
っ
た
神
職
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ

で
、
神
職
養
成
部
神
職
教
習
科
は
、
前
々
年
に
開
講
し
た
ば
か

り
で
未
だ
四
〇
名
の
神
職
を
輩
出
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
で
も
本
来
な
ら
ば
表
９
調
査
時
点
に
お
い
て
教
習
科
第
一

期
生
六
四
名
が
卒
業
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
（
表
８
）。
卒
業

生
の
三
分
の
一
は
神
職
に
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

神
職
養
成
学
校
と
し
て
設
置
さ
れ
た
神
職
教
習
科
で
あ
っ
て
も
、

卒
業
生
の
神
職
と
し
て
の
進
路
が
振
る
わ
ず
、
政
府
の
期
待
す

る
良
神
職
の
増
加
に
は
結
び
つ
か
な
か
っ
た
様
子
が
う
か
が
え

る
。
だ
が
そ
れ
は
、
神
職
と
い
う
仕
事
に
魅
力
が
な
か
っ
た
た

め
に
引
き
起
こ
さ
れ
た
と
言
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
従
来
の
神
職

が
多
く
の
神
社
を
兼
務
し
て
お
り
神
職
の
ポ
ス
ト
に
空
き
が
な

か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
（
１２３
）
。
神
職
就
職
希
望
者
に
は
就
職
難

の
状
況
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
現
況
を
踏
ま
え
、
各
地
で
も
神
職
の
学
識
向

上
の
た
め
の
講
習
会
が
開
催
さ
れ
、
県
費
や
郡
費
に
よ
る
補
助

も
行
わ
れ
て
い
た
（
表
１０
）。
講
習
回
数
が
未
詳
の
県
も
多
い

も
の
の
、
府
県
に
よ
っ
て
だ
い
ぶ
差
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
皇
典

講
究
所
主
催
の
神
職
講
習
会
参
加
者
（
表
５
）
を
こ
れ
と
比
較

し
て
み
る
と
、
各
府
県
の
講
習
会
参
加
人
数
と
講
習
会
開
催
数

表１０ 全国神職講習一覧

学術並祭式
講習回数

２１

２０
６
６
３

回数未詳
６
２０
３７

回数未詳
１２
４
２

５
２９
６
２６
１
２

７他に祭式講習
会数回

２
回数未詳

―

４７５ 其他回数未詳

＊明治４４年４月以前のデータであると推測される。
［典拠］「神社に関する参考資料」（『埼玉県行政文書』明２４２１―６８）。

明治三十九年
以降郡費補助
（円）

―

１９６
―
―
１６０
―
―
―
３９０
―
―
５０
―

―
５６６．８

―
―
―
―
１００

―
―
―

３，８１７．８

県費補助
（円）

１４０

５００
２３２
―
３００
―
―
―
３００
―

１，０００
２１０
２４０

１９０
４００
―
―
―
―
―

―
２００
―

５，８５２

青 森

山 形
秋 田
福 井
石 川
富 山
鳥 取
島 根
岡 山
広 島
山 口
和 歌 山
徳 島

香 川
愛 媛
高 知
福 岡
大 分
佐 賀
熊 本

宮 崎
鹿 児 島
沖 縄

合 計

学術並祭式
講習回数

１

４８
２６
５
４
６
２５
６
２８

回数未詳
８

回数未詳
祭式講習会を
各郡に開催
回数未詳
回数未詳

８
１８

回数未詳
２３
６

３０
２１
４

回数未詳

明治三十九年
以降郡費補助
（円）

―

―
―
―
１２０
―
―
―

２，０５０
―
―
１２５
―

―
―
―
―
４０
２０
―

―
―
―

―

県費補助
（円）

―

―
―
―
２００
―
２００
―
３００
２００
―
２５０
―

４０５
―
―
―
―
３００
―

―
―
―

２８５

北 海 道

東 京
京 都
大 阪
神 奈 川
兵 庫
長 崎
新 潟
埼 玉
群 馬
千 葉
茨 城
栃 木

奈 良
三 重
愛 知
静 岡
山 梨
滋 賀
岐 阜

長 野
宮 城
福 島

岩 手
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に
は
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
相
関
関
係
あ
る
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
講
習
会
参
加

の
多
い
府
県
は
各
々
の
講
習
会
も
熱
心
に
行
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
そ

の
一
方
で
埼
玉
県
な
ど
は
皇
典
講
究
所
開
催
の
講
習
へ
の
参
加
者
は
少
な
く
県
下

の
講
習
回
数
が
多
く
な
っ
て
お
り
両
者
の
相
関
関
係
は
見
ら
れ
な
い
が
、
同
県
は

早
く
か
ら
独
自
の
神
職
講
習
会
を
開
い
て
い
た
た
め
に
皇
典
講
究
所
の
講
習
会
へ

の
参
加
が
少
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
講
習
会
回
数
の
各

府
県
ご
と
の
差
異
は
、
開
催
を
決
定
す
る
各
府
県
神
職
会
の
熱
心
さ
如
何
に
起
因

し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
神
職
講
習
会
へ
の
県
費
補
助
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い

て
は
、
第
三
章
に
お
い
て
埼
玉
県
の
事
例
を
挙
げ
て
検
討
し
て
い
く
。

第
三
節

職
掌
拡
大
と
諸
法
規
整
備

神
職
任
用
の
ル
ー
ト
整
備
に
つ
い
て
は
前
節
で
詳
述
し
た
が
、
そ
れ
と
並
行
し

て
そ
の
職
務
内
容
に
も
順
次
規
定
が
加
え
ら
れ
て
い
っ
た
。
以
下
で
は
神
職
の
職

掌
の
明
文
化
・
拡
大
の
過
程
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
任
用
規
則
を
検
討

し
て
い
き
た
い
。

明
治
四
十
一
年
三
月
、
神
社
財
産
に
関
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
た
（
１２４
）
。
そ
し
て
同

年
の
う
ち
に
、
神
社
財
産
の
登
録
に
関
す
る
件
（
勅
令
第
一
七
七
号
）
や
神
社
の

財
産
登
録
及
管
理
並
会
計
規
則
（
内
務
省
令
第
一
二
号
）
と
い
っ
た
関
連
法
規
が

漸
次
定
め
ら
れ
て
い
く
。
こ
の
発
端
は
政
府
に
よ
る
「
神
社
財
産
に
関
す
る
法
律

案
」
の
提
出
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
提
出
理
由
は
「
神
社
財
産
に
関
す
る
現
行
の
規

定
と
云
ふ
も
の
は
甚
だ
不
備
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
様
々
な
法
律
が
出
さ
れ
て
い

る
た
め
、
明
瞭
を
欠
く
状
態
に
な
っ
て
お
り
、
弊
害
が
多
い
」
た
め
「
こ
れ
ら
を

纏
め
て
法
律
を
統
一
し
た
い
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
（
１２５
）
。
同
法
案
は
貴
族
院
で
可
決

さ
れ
た
の
ち
衆
議
院
に
回
し
て
審
議
が
行
わ
れ
、
そ
こ
で
は
神
社
財
産
の
管
理
者

に
関
し
て
多
く
の
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
。
氏
子
総
代
や
「
信
徒
総
代
と
云
ふ
も
の

が
総
て
神
社
の
こ
と
を
扱
っ
て
居
る
所
」
が
あ
り
、
彼
ら
が
「
勝
手
の
こ
と
を
し

て
」「
私
の
為
に
す
る
や
う
な
こ
と
が
あ
る
」
と
い
う
旧
弊
が
問
題
と
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
水
野
神
社
局
長
も
「
自
分
が
監
理
し
て
自
分
が
処
分

す
る
云
ふ
と
、
多
く
は
弊
の
生
ず
る
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
氏
子
信
徒
あ
る
い

は
神
職
に
よ
っ
て
神
社
財
産
が
勝
手
に
処
分
さ
れ
た
り
、
私
的
に
流
用
さ
れ
た
り

し
て
い
る
現
状
を
阻
止
す
る
必
要
が
あ
る
と
応
え
て
い
る
（
１２６
）
。
神
社
は
「
法
律
上
権

利
義
務
の
主
体
（
１２７
）
」
で
あ
り
、
個
人
あ
る
い
は
集
団
が
そ
の
財
産
を
恣
意
的
に
処
分

す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
の
だ
が
、
明
文
化
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
議
論
が
反
映
さ
れ
て
、
神
社
財
産
に
関
す
る
法
律
で
は
神
社
財

産
の
処
分
に
は
地
方
長
官
の
了
承
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
財
産
処
分
に
あ
た
っ
て

は
神
職
や
氏
子
総
代
及
び
崇
敬
者
総
代
が
そ
の
財
産
を
取
得
で
き
な
い
旨
が
明
記

さ
れ
た
。
こ
の
法
律
は
神
社
財
産
の
適
正
な
処
理
と
そ
れ
に
よ
る
神
社
経
営
の
安

定
維
持
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
意
味
で
は
同
時
期
に
行
わ
れ
て
い

た
神
社
整
理
も
こ
の
神
社
財
産
に
関
す
る
法
律
と
同
じ
性
質
を
持
っ
て
い
た
と
い

え
る
。
神
社
整
理
の
場
合
は
祭
祀
実
態
の
な
い
神
社
を
合
併
し
、
合
祀
さ
れ
た
神

社
の
財
産
を
合
祀
先
神
社
の
所
有
と
す
る
こ
と
で
、
神
社
の
経
営
を
安
定
さ
せ
、

そ
れ
に
よ
っ
て
神
社
崇
敬
の
念
を
高
め
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
神
社
経
済
の
適
正
化
を
目
指
し
た
法
律
に
続
い
て
、
そ
れ
を
補

強
・
具
体
化
し
た
諸
法
令
が
出
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
四
十
一
年
七
月
の
神

社
財
産
の
登
録
に
関
す
る
件
（
勅
令
一
七
七
号
）
で
は
不
動
産
や
宝
物
と
い
っ
た

神
社
財
産
の
登
記
徹
底
を
指
示
し
、
続
く
神
社
の
財
産
登
録
及
管
理
並
会
計
に
関

す
る
件
（
内
務
省
令
第
一
二
号
、
以
下
会
計
規
定
）
で
は
神
社
財
産
関
連
諸
業
務

の
詳
細
を
定
め
て
い
る
が
、
後
者
は
会
計
事
務
を
神
職
の
職
掌
と
規
定
し
た
と
い

う
点
で
特
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
部
を
抜
粋
し
た
も
の

が
以
下
で
あ
る
。

99



第
三
章

会
計

第
七
条

会
計
年
度
は
毎
年
四
月
一
日
に
始
ま
り
翌
年
三
月
三
十
一
日
に
終

る
第
八
条

毎
年
度
収
入
支
出
は
予
算
を
定
め
毎
年
二
月
末
日
ま
て
に
地
方
長

官
の
認
可
を
受
く
へ
し
。
之
を
変
更
せ
ん
と
す
る
と
き
亦
同
じ

第
九
条

収
入
支
出
は
神
職
の
職
名
を
以
て
之
を
執
行
す
へ
し

第
十
条

収
入
支
出
は
帳
簿
に
記
入
し
記
入
毎
に
神
職
検
印
を
捺
す
へ
し

（
中
略
）

第
十
四
条

基
本
財
産
は
其
の
神
社
維
持
の
為
已
む
を
得
さ
る
場
合
に
於
て

地
方
長
官
の
認
可
を
受
く
る
に
非
さ
れ
は
之
を
費
消
す
る
こ
と
を
得
す

（
中
略
）附

則

本
令
中
第
三
章
会
計
に
関
す
る
規
定
は
地
方
長
官
の
指
定
し
た
る
神
社
に
之

を
適
用
す
（
１２８
）

会
計
年
度
を
定
め
て
正
確
な
帳
簿
記
入
を
求
め
る
な
ど
、
公
的
な
収
支
枠
組
み

を
神
社
経
済
に
も
適
用
す
る
と
と
も
に
、
神
社
に
関
わ
る
会
計
を
神
職
が
一
元
的

に
管
理
し
、
そ
れ
を
第
三
者
で
あ
る
地
方
長
官
が
監
督
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神

社
財
産
を
正
し
く
維
持
し
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
が
表
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
見
ら

れ
る
金
銭
管
理
者
の
明
確
化
と
そ
こ
へ
の
監
督
強
化
は
、
部
落
有
林
野
統
一
運
動

に
代
表
さ
れ
る
、
公
費
―
私
費
の
峻
別
を
目
指
し
た
地
方
改
良
事
業
と
同
じ
方
向

性
を
有
し
て
い
る
。
神
社
の
所
有
す
る
財
産
を
氏
子
や
神
職
あ
る
い
は
村
・
部
落

の
共
有
財
産
と
捉
え
が
ち
だ
っ
た
従
来
の
習
慣
を
改
め
、
明
確
な
線
引
き
を
行
っ

た
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
会
計
規
定
は
全
神
社
が
対
象
と
さ
れ
た
わ
け
で
は
な

く
、
附
則
に
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
地
方
長
官
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
た
神
社

の
み
に
適
用
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
（
１２９
）
。
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
財
産
に
対
し
て
け

じ
め
あ
る
姿
勢
は
、
本
来
全
て
の
神
社
に
求
め
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

お
そ
ら
く
は
、
地
方
庁
の
負
担
と
な
る
監
督
業
務
量
へ
の
配
慮
か
ら
、
神
社
の
財

産
規
模
の
多
寡
を
勘
案
し
て
一
部
神
社
が
そ
の
対
象
と
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で

あ
る
（
１３０
）
。

と
こ
ろ
で
、
会
計
規
定
に
よ
っ
て
神
社
会
計
業
務
は
神
職
の
職
掌
と
定
め
ら
れ
、

ま
た
帳
簿
管
理
な
ど
も
神
職
に
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、
神

職
任
用
規
則
に
も
改
正
が
加
え
ら
れ
た
。
大
正
元
年
十
一
月
の
府
県
社
以
下
神
社

神
職
任
用
規
則
で
は
、
試
験
科
目
が
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

第
一
条

年
齢
二
十
年
以
上
の
男
子
に
し
て
社
司
社
掌
試
験
に
及
第
し
た
る

者
に
あ
ら
さ
れ
は
社
司
社
掌
に
補
す
る
こ
と
を
得
す

（
中
略
）

第
八
条

社
司
社
掌
の
試
験
科
目
は
左
の
如
し

一

祭
式

二

倫
理

三

国
文

作
文
は
祝
詞
体
公
文
体

四

国
史

五

法
制

現
行
神
社
法
令

六

算
術

（
後
略
）

明
治
三
十
五
年
の
規
則
で
は
「
祭
式
、
倫
理
、
国
文
、
作
文
、
法
制
」
の
五
科

目
だ
っ
た
も
の
が
、「
祭
式
、
倫
理
、
国
文
、
国
史
、
法
制
、
算
術
」
の
六
科
目

に
増
加
、
再
編
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
改
正
理
由
は
、「
神
職
か
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本
分
と
し
て
国
史
の
大
礼
に
通
せ
さ
る
へ
か
ら
さ
る
と
会
計
整
理
上
数
理
観
念
の

必
要
あ
る
か
為
め
と
に
由
る
も
の
に
し
て
、
作
文
は
普
通
独
立
の
科
目
と
せ
す
、

国
語
の
一
部
に
属
せ
し
む
る
一
般
の
例
に
倣
ひ
て
、
之
を
国
文
科
の
内
に
加
へ
ら

れ
た
る
も
の
な
り
（
１３１
）
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
神
社
の
会
計
管
理
者
と
し
て
数
字

計
算
能
力
が
神
職
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
国
史
科
目

の
採
用
に
関
し
て
言
え
ば
、
従
来
の
神
職
試
験
で
も
国
文
の
な
か
で
国
史
の
課
題

が
出
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
（
１３２
）
、
神
職
教
習
科
や
講
習
会
で
は
す
で
に
独
立
科
目
と

し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、
改
正
は
当
然
の
も
の
と
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

『
雑
誌
』
の
と
あ
る
投
稿
で
は
こ
の
改
正
に
つ
い
て
「
畢
竟
之
等
の
科
目
は
単
に

神
職
と
し
て
で
な
く
一
般
人
と
し
て
も
必
要
な
の
で
、
祭
式
と
作
文
の
祝
詞
体
と

現
行
神
社
法
令
く
ら
い
が
神
職
独
特
の
科
目
で
あ
る
。
将
来
の
神
職
は
偏
頗
な
学

者
よ
り
も
常
識
あ
る
人
を
要
す
る
と
思
ふ
。
至
極
適
当
な
改
正
で
あ
る
（
１３３
）
」
と
の
評

価
を
下
し
て
い
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
神
社
に
関
す
る
諸
法
令
は
必
要
に
応
じ
て
適
宜
制
定

さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
た
め
こ
の
時
期
に
は
極
め
て
煩
瑣
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
。

ま
た
、
規
則
上
不
備
が
あ
っ
た
り
、
各
規
則
間
の
連
絡
が
欠
け
て
い
た
り
と
、
規

則
自
体
に
も
種
々
の
問
題
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
諸
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、

大
正
二
年
に
神
社
に
関
す
る
統
一
法
規
が
制
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

内
務
省
令
第
六
号
「
官
国
幣
社
以
下
神
社
の
祭
神
、
神
社
名
、
社
格
、
明
細
帳
、

境
内
、
創
立
、
移
転
、
廃
合
、
参
拝
、
拝
観
、
寄
付
金
、
講
社
、
神
札
等
に
関
す

る
件
」
が
そ
れ
で
あ
り
、
こ
の
五
章
四
八
条
に
わ
た
る
一
大
規
則
に
よ
っ
て
統
一

整
理
さ
れ
た
諸
規
則
は
七
六
件
、
地
方
長
官
に
委
任
さ
れ
た
事
項
は
一
二
件
（
１３４
）
に
及

ん
だ
。

そ
し
て
こ
の
省
令
公
布
と
日
を
同
じ
く
し
て
、
訓
令
第
九
号
「
官
国
幣
社
以
下

神
社
神
職
奉
務
規
則
」
と
訓
令
第
一
〇
号
「
神
社
整
善
に
関
す
る
件
」
が
出
さ
れ

た
。
前
者
は
官
国
幣
社
以
下
神
社
神
職
に
対
し
て
通
達
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
第

一
条
に
は
「
神
職
は
国
家
の
礼
典
に
則
り
国
家
の
宗
祀
に
従
ふ
へ
き
職
司
な
る
を

以
て
、
平
素
国
典
を
修
め
、
国
体
を
弁
し
、
操
行
を
正
し
く
し
て
其
の
本
務
を
尽

す
へ
し
（
１３５
）
」
と
、
神
職
と
し
て
の
根
本
精
神
が
説
か
れ
て
い
る
。
実
は
、
府
県
社
以

下
神
職
が
「
国
家
の
宗
祀
」
を
司
る
も
の
だ
と
公
文
書
の
な
か
で
明
言
さ
れ
た
の

は
、
こ
の
訓
令
が
初
め
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
神
社
協
会
も
「
蓋

し
神
社
は
何
れ
も
国
家
の
宗
祀
に
し
て
、
神
職
は
国
家
の
礼
典
に
則
り
祭
祀
に
従

事
す
る
者
た
る
を
以
て
、
神
職
か
奉
仕
上
の
責
務
に
付
て
は
固
よ
り
彼
是
甲
乙
あ

る
へ
き
に
非
ら
す
、
之
れ
官
国
幣
社
以
下
神
社
神
職
に
通
す
る
一
の
奉
務
規
則
と

な
れ
る
所
以
に
し
て
、
府
県
社
以
下
神
社
も
亦
国
家
の
宗
祀
た
る
の
意
義
一
層
明

か
な
る
を
得
た
り
（
１３６
）
」
と
の
要
綱
を
伝
え
、
府
県
社
以
下
神
職
の
奮
起
を
促
し
て
い

る
。
同
訓
令
は
さ
ら
に
、
祭
典
の
厳
正
な
挙
行
や
神
社
の
清
掃
・
火
防
の
徹
底
と

と
も
に
「
第
六
条

神
職
は
已
む
を
得
さ
る
の
場
合
の
外
、
其
の
奉
仕
す
る
神
社

所
在
地
の
市
町
村
内
に
居
住
す
へ
し
」
や
「
第
十
条

神
職
は
神
社
金
穀
の
出
納

及
財
産
の
管
理
に
関
し
平
素
其
の
会
計
収
支
を
明
確
に
し
、
苟
も
公
私
混
淆
の
嫌

あ
る
へ
か
ら
す
」
と
の
指
示
を
続
け
た
が
、
第
六
条
は
本
務
神
社
へ
の
奉
仕
徹
底
、

第
十
条
は
府
県
社
以
下
神
社
で
会
計
規
定
の
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
神
社
も
含
め
た
、

神
社
の
厳
密
な
会
計
執
行
を
求
め
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
（
１３７
）
。
一
方
、「
神

社
整
善
に
関
す
る
件
」
は
各
府
県
に
宛
て
て
通
達
さ
れ
た
も
の
で
、
省
令
第
六
号

や
訓
令
第
一
〇
号
発
布
に
よ
っ
て
地
方
長
官
の
権
限
が
拡
大
さ
れ
た
こ
と
を
受
け

て
、
神
社
神
職
へ
の
さ
ら
な
る
監
督
指
導
の
徹
底
を
呼
び
か
け
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
な
か
で
は
神
職
奉
仕
や
神
社
財
務
の
状
況
の
ほ
か
、
寄
付
金
募
集
に
対
し
て

も
監
督
調
査
を
厳
し
く
行
う
よ
う
指
示
が
な
さ
れ
て
い
る
（
１３８
）
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
神
社
・
神
職
を
め
ぐ
る
諸
法
規
は
適
宜
改
正
、
増
補

が
行
わ
れ
、
そ
れ
に
伴
っ
て
神
職
任
用
規
則
に
も
変
更
が
加
え
ら
れ
た
が
、
こ
の

101



こ
と
は
す
な
わ
ち
神
職
が
有
す
べ
き
教
養
や
知
識
が
漸
次
増
加
す
る
こ
と
を
意
味

し
た
。
数
学
や
国
史
に
対
す
る
知
識
、
神
職
が
当
然
ふ
ま
え
て
お
く
べ
き
神
社
法

令
な
ど
、
試
験
科
目
が
そ
の
都
度
多
く
な
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
と
、
神
職
任
用
ル
ー
ト
の
整
備
・
拡
大
に
よ
る
受
験
資
格
者

の
増
加
を
背
景
と
し
て
、
こ
の
時
期
に
は
神
職
試
験
参
考
書
や
対
策
本
、
過
去
問

集
が
複
数
発
行
さ
れ
て
い
た
。
当
時
の
出
版
状
況
を
概
観
す
る
と
、
明
治
四
十
年

の
新
刊
出
版
総
合
件
数
二
九
、
〇
六
〇
件
が
、
四
十
五
年
に
は
四
五
、
二
八
六
件
、

大
正
五
年
に
は
四
九
、
九
〇
二
件
と
、
明
治
期
後
半
か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
漸

増
を
み
せ
て
い
る
（
表
１１
）。
神
社
・
神
道
関
連
出
版
物
の
詳
細
な
数
値
は
明
治

四
十
一
年
以
前
の
も
の
し
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
宗
教
や
修
身
と
同
様
、
漸
次
増

加
傾
向
に
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
類
似
部
門
の
な
か
で
宗
教
の
件
数
が
多

い
の
は
、
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
を
は
じ
め
と
し
た
多
く
の
宗
派
の
書
籍
・
雑
誌
が

そ
の
数
に
包
含
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
差
し
引
い
て
も
神
社
・
神

道
関
係
の
出
版
件
数
は
僅
少
な
も
の
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
理
由

と
し
て
は
、「
神
道
に
関
す
る
著
書
は
、
出
版
す
る
も
購
読
者
甚
少
」
い
か
ら
で

あ
り
、
購
読
者
が
少
な
い
の
は
「
神
道
家
の
著
書
は
何
れ
も
淡
白
無
味
に
し
て
、

し
か
も
行
文
難
渋
な
る
も
の
多
」
い
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
（
１３９
）
。
こ
の
よ
う
な

出
版
不
振
の
状
態
に
あ
っ
た
神
社
関
係
発
行
物
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
内
容
を
吟

味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
神
職
が
求
め
ら
れ
て
い
た
具
体
的
な
知
識
に
迫

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
し
、
ま
た
神
職
（
あ
る
い
は
神
職
希
望
者
）
の
学
習
状
況

を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
期
待
さ
れ
る
の
で
、
以
下
で
は
神
職
試
験
対

策
本
に
若
干
の
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

明
治
四
十
年
に
出
版
さ
れ
た
『
神
職
試
験
問
題
講
義
』
は
「
明
治
三
十
五
年
二

月
、
内
務
省
令
第
四
号
、
府
社
県
社
以
下
神
社
神
職
任
用
規
則
所
定
の
科
目
を
、

府
県
社
以
下
神
社
神
職
受
験
者
の
便
を
図
り
、
問
答
体
に
編
纂
し
た
」
も
の
で
あ

表１１ 新刊出版 総合件数および部門別件数 （件）

４３年

４１，６０２

―

２，４９７

２１５

９６

６年

４６，１２５

―

２，４９９

２２９

１４０

＊各数字は著作と雑誌の合計件数。
＊明治４２年以降は部門の類別方法が変更され、神社・神道部門が廃されたために、その件数
は不明である。

＊修身部門の明治４１年から４２年にかけての件数急増は、４２年の部門改正により、修身部門が
修身倫理部門へと拡大変更され、その包含対象が広がったために引き起こされたものであ
る。

［典拠］内務大臣官房文書課『大日本帝国内務省統計報告 第２２～３３回』。

４２年

３４，０６６

―

２，１９６

２８９

５９

５年

４９，９０２

―

３，０５１

３４１

１５５

４１年

２８，４７９

６２

１，８８６

１６７

９０

４年

４９，１８１

―

２，８９５

３４５

１４９

４０年

２９，０６０

９０

２，１０３

１３２

８６

３年

４９，１８１

―

２，５８０

２５１

１２４

３９年

２８，２５４

４５

１，９０３

１３１

１００

大正２年

４４，５１６

―

２，８１７

２１５

１５５

３８年

２７，０９５

７１

１，８１９

９４

９９

４５年

４５，２８６

―

２，８４８

２１７

１０６

明治３７年

２５，６０２

５９

１，３９５

７５

８４

４４年

４３，２４４

―

２，５１４

１８８

１１０

総合件数

神社・神道

宗教

修身

哲学

総合件数

神社・神道

宗教

修身

哲学
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り
、「
従
前
各
所
に
於
て
試
験
の
際
に
提
出
せ
ら
れ
し
問
題
を
参
酌
し
」
て
出
さ

れ
た
例
題
に
模
範
解
答
を
提
示
す
る
、
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
て
い
る
（
１４０
）
。
こ
の

著
作
は
、
そ
れ
ま
で
も
神
社
関
連
の
書
籍
を
複
数
執
筆
し
て
い
る
磯
部
武
者
五
郎
（
１４１
）

と
内
務
省
神
社
局
員
の
椙
杜
吉
次
（
１４２
）
の
手
に
よ
っ
て
記
さ
れ
、
井
上
頼
�
の
校
閲
を

受
け
て
発
刊
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
信
頼
に
足
る
受
験
対
策
問
題
集
と

捉
え
ら
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
目
次
と
同
時
期
に
皇
典
講
究
所
が
定
め
た
学
階

試
験
科
目
の
参
考
書
と
を
比
較
す
る
と
、
当
然
な
が
ら
、
問
題
集
が
指
定
参
考
書

に
ほ
ぼ
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
（
表
１２
、
表
１３
）。
内
容
を
ご
く
簡
単
に

説
明
す
る
と
、
倫
理
の
項
で
は
「
教
育
勅
語
の
由
来
」
や
「
国
体
の
精
華
と
は
何

か
」
と
い
っ
た
記
述
問
題
が
、
国
史
や
国
文
の
項
で
は
各
古
典
の
白
文
も
し
く
は

人
名
・
固
有
名
詞
の
読
み
と
解
釈
が
問
わ
れ
て
い
る
。
法
制
史
の
項
で
は
太
政

官
・
神
�
官
の
意
味
や
現
行
任
用
規
則
条
項
の
解
釈
、
あ
る
い
は
通
牒
の
意
図
が

出
題
さ
れ
、
祝
詞
史
の
項
で
は
祝
詞
の
構
造
や
文
体
の
説
明
、
模
範
的
な
祝
詞
の

書
き
写
し
が
、
祭
式
の
項
で
は
進
退
所
作
の
順
序
や
上
座
下
座
の
説
明
な
ど
が
出

題
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
神
社
法
令
は
、
同
書
の
三
分
の
一
近
く
の
ペ
ー
ジ
数

が
割
か
れ
て
い
る
う
え
に
詳
細
な
附
録
ま
で
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
い
か
に
重
点
が

置
か
れ
て
い
た
か
が
う
か
が
え
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
必
須
法
令

が
一
括
さ
れ
、
そ
れ
に
付
随
し
た
例
題
と
模
範
解
答
が
示
さ
れ
て
い
る
同
書
は
、

機
能
的
な
参
考
書
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

大
正
五
年
に
上
梓
さ
れ
た
『
簡
易

神
職
速
成
講
義
』
も
学
階
試
験
受
験
者
に

「
必
須
な
る
諸
学
科
を
極
め
て
平
易
に
熱
心
に
講
述
編
纂
」
し
た
も
の
で
あ
り
、

「
文
字
あ
る
も
の
に
は
何
人
に
も
速
か
に
理
解
せ
ら
れ
、
該
受
験
者
に
と
り
て
、

最
も
便
利
に
且
つ
有
利
」
で
あ
る
と
と
も
に
「
斯
道
の
入
門
即
ち
手
引
と
し
て
軽

便
な
る
も
の
あ
れ
ば
、
是
非
初
学
者
の
座
右
に
」
も
薦
め
た
い
と
し
て
い
る
（
１４３
）
。
同

著
を
出
版
し
た
神
典
研
究
会
が
如
何
な
る
組
織
で
、
著
者
が
ど
の
よ
う
な
人
物

表１２ 皇典講究所が定めた学階試験参考書（明治４０年）

法 制

職原抄
現行神社法令

現行神社法令

＊１ 四、五、六等司業…社司相当の学階資格。
＊２ 七、八等司業…社掌相当の学階資格。
＊３ 玉鉾百首…本居宣長著。国の成立を１００首の歌で表したもの。
［典拠］「皇典講究所、國學院大學記事」（『会報』第９５号（明治４０年６月）１０８～１０９頁）。

国 文

祝詞式、古今集四季ノ
部、神皇正統記、文法
の大要、作文祝詞記事、
作歌短歌

祝詞式
文法の大要
作文祝詞書簡

国 史

古事記上巻
有賀博士帝国史略の
類

古語拾遺
日本歴史の大要

道 義

教育勅語
軍人勅諭
たまほこ

玉鉾百首＊３

教育勅語
玉鉾百首

四、五、六等司業＊１

七、八等司業＊２

表１３『神職試験問題講義』目次

【倫理（大要）】 問題二十一答案同左

【国史】 古事記 問題二十五答案同左／古語拾遺 問題二十七答案同左

【法制史】 職原抄 問題二十六答案同左／神社法令

【祝詞史】 祝詞 問題二答案同左／祝詞作文 問題十一答案同左

【国文】 土佐日記 問題二十三答案同左／祭式（大要） 問題二十二答案同左

【附録】 神社法令追加之部

［典拠］井上頼�校閲、磯部武者五郎・椙杜吉次著『神職試験問題講義』誠之堂、１９０７年。

103



だ
っ
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
だ
が
緒
言
の
執
筆
が
大
日
本
神
�
学
会

に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
民
間
の
神
社
関
連
団
体
で
あ
り
、

の
ち
に
皇
典
講
究
所
や
神
宮
奉
斎
会
と
並
ん
で
神
社
本
庁
の
一
母
体
と
な

る
大
日
本
神
�
会
が
そ
の
編
纂
・
出
版
に
関
わ
っ
て
い
た
も
の
と
も
推
測

さ
れ
、
同
書
も
検
討
に
値
す
る
著
作
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
上
下
巻

合
わ
せ
て
三
四
〇
頁
近
く
の
大
作
で
、
目
次
は
表
１４
の
と
お
り
で
あ
る
。

大
正
五
年
の
社
司
社
掌
試
験
で
あ
れ
ば
す
で
に
試
験
科
目
に
加
え
ら
れ
て

い
た
算
術
に
関
す
る
項
は
な
い
も
の
の
、
そ
れ
以
外
の
科
目
に
つ
い
て
は

精
細
で
平
易
な
説
明
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
特
に
歴
史
講
義
と
神
社
新
法

令
講
義
は
詳
細
に
亘
っ
た
ボ
リ
ュ
ー
ム
あ
る
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
な

お
、
同
書
は
試
験
科
目
の
説
明
・
講
義
に
主
眼
を
置
い
て
い
る
た
め
、
例

題
と
解
答
は
各
章
の
末
尾
に
付
さ
れ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。

さ
ら
に
時
期
が
く
だ
っ
た
大
正
十
四
年
に
は
『
学
階
試
験
問
題
集
（
１４４
）』
が

出
版
さ
れ
た
が
、
こ
の
巻
末
附
録
に
は
諸
法
令
の
ほ
か
、「
受
験
者
一
般

の
心
得
」、「
口
述
試
験
の
心
得
」、「
試
験
委
員
の
感
想
と
希
望
」
と
い
っ

た
、
か
な
り
実
践
的
な
ア
ド
バ
イ
ス
が
収
録
さ
れ
て
お
り
興
味
深
い
。
ま

た
、
試
験
対
策
問
題
集
で
は
な
い
が
、
神
職
養
成
部
で
の
講
演
を
ひ
ろ
っ

た
『
講
演
集

一
（
１４５
）』
な
ど
も
神
職
試
験
受
験
者
の
参
考
と
さ
れ
た
と
思
わ

れ
る
。

こ
れ
ら
参
考
問
題
集
を
見
る
と
、
神
職
試
験
と
は
皇
典
講
究
所
が
実
施

す
る
学
階
試
験
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は

神
職
の
保
有
す
る
資
格
数
を
見
た
と
き
、
各
地
で
独
自
に
行
わ
れ
る
社
司

社
掌
試
験
合
格
者
よ
り
も
学
階
所
有
者
の
方
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
こ
と

と
も
整
合
的
で
あ
る
。
神
職
希
望
者
た
ち
が
、
皇
典
講
究
所
学
階
試
験
の

出
題
傾
向
に
添
っ
た
参
考
書
や
対
策
本
を
も
と
に
、
試
験
勉
強
を
行
っ
て

表１４『簡易 神職速成講義 上巻、下巻』目次

助詞、第十二章 接続詞、第十三章 文の成文、
第十四章 係結法

【附国語及字音仮名遣大要】
甲 国語仮名遣 乙 字音仮名遣

下巻
【玉鉾百首講義】
語句説明、解釈

【祝詞式講義】
緒論 祝詞の意義及祝詞作文法大意、本講 新
年祭、春日祭、広瀬大忌祭、龍田風神祭（中
略）大嘗祭

【普通作文法講義】
第一章 文章の組立、第二章 記事文、第三章
書簡文、第四章 公用文（願書、契約書）

【神社新法令講義】
第一章 緒言、第二章 祭神、神社名、社格、
明細帳、第三章 社殿及境内、第四章 創立移
転廃合、第五章 参拝、拝観、寄付金、講社、
神札、第六章 氏子、第七章 崇敬者、第八章
神職、第九章 総代人、第十章 財産管理、第
十一章 会計整理

【古語拾遺講義】
語句説明、解釈書

＊１ 直毘霊…本居宣長著。「古事記」などの古典を見直し、日本古来の精神に戻るべきことを説いたもの。
［典拠］神典研究会編『簡易 神職速成講義 上巻、下巻』１９１６年。

上巻
【緒言】
【勅語及勅諭講義】
一、教育勅語講義
第一章 序論、第二章 道徳の期限、第三章
家族制度に基く道徳、第四章 実践の順序、
第五章 大和民族の理想、第六章 国民道徳
の価値

二、軍人勅諭講義
第一章 総論、第二章 兵制の沿革、第三章
兵権の意義、第四章 軍人の心得

三、戊申詔書講義
第一章 総論、第二章 世界の平和、第三章
国運の発展、第四章 国運発展の軌範、第五
章 国民の覚悟

なおびのみたま

【直毘霊＊１講義】
【日本歴史大要講義】
第一篇 神代史、第二篇 上古史、第三篇 中
古前期史、第四篇 中古後期史、第五篇 近古
史、第六篇 近世史、第七篇 明治時代史

【日本文法大要講義】
緒言、第一章 音韻、第二章 音の変動、第三
章 名詞、第四章 代名詞、第五章 動詞、第
六章 形容詞、第七章 副詞、第八章 接続詞、
第九章 感嘆詞、第十章 助動詞、第十一章

104



い
た
様
子
が
浮
か
ん
で
く
る
。
さ
ら
に
、
参
考
問
題
集
の
内
容
か
ら
は
、
出
題
科

目
の
な
か
で
も
神
社
法
令
や
国
史
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
た
。
こ

れ
は
自
身
の
拠
っ
て
立
つ
歴
史
や
法
制
度
を
き
ち
ん
と
把
握
し
て
お
く
べ
き
と
の

意
図
の
表
わ
れ
で
あ
る
と
同
時
に
、
多
く
の
受
験
者
が
苦
手
と
し
な
が
ら
独
自
の

対
策
が
立
て
づ
ら
い
分
野
の
た
め
、
丁
寧
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
祝
詞
や
祭
式
関
連
の
知
識
は
、
専
門
の
学
術
書
や
参
考
図
書
が
多
く
出
版

さ
れ
て
い
た
た
め
、
案
外
身
に
つ
け
や
す
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
本
章
で
は
神
職
任
用
ル
ー
ト
の
整
備
、
な
ら
び
に
神
職
の
職
掌
を
規
定
し

た
諸
法
規
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
改
正
が
加
え
ら
れ
た
任
用
規
則
と
そ
の
た
め

の
受
験
対
策
本
の
検
討
を
行
っ
て
き
た
。
神
職
界
が
望
ん
で
き
た
政
府
の
手
に
よ

る
養
成
学
校
は
、
国
庫
支
弁
額
は
少
な
い
な
が
ら
も
設
立
に
至
り
、
国
に
よ
る
神

職
養
成
の
必
要
を
認
め
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
す
る
と
と
も
に
、
明
治
後
期
か
ら
大

正
期
に
か
け
て
の
神
職
就
任
経
路
を
完
成
さ
せ
る
。
就
任
経
路
に
お
い
て
は
多
く

の
ル
ー
ト
と
そ
の
た
め
の
講
習
場
所
が
用
意
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
政
府
、
神
職
界

と
も
に
、
一
般
教
養
と
常
識
を
備
え
た
神
職
の
増
加
を
望
ん
だ
こ
と
に
よ
る
も
の

で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
は
神
職
の
任
用
規
則
に
も
そ
の
希
望
が
反
映
さ
れ
、
国
史
や

算
術
の
科
目
が
新
た
に
加
え
ら
れ
る
も
、
新
進
神
職
の
増
加
に
は
な
か
な
か
繋
が

ら
な
い
。
こ
れ
は
養
成
部
修
了
者
の
数
が
未
だ
多
い
と
は
い
え
ず
、
ま
た
教
習
科

卒
業
生
の
進
路
も
振
る
わ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
神
職
界
は
依
然
と
し
て
圧
倒

的
な
数
の
旧
神
職
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
地
方
ご
と
の

神
職
養
成
に
期
待
が
か
け
ら
れ
る
理
由
が
あ
っ
た
。
従
来
の
神
職
に
対
し
、
各
地

で
知
識
を
教
授
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
数
の
神
職
の
学
識
を
向
上
さ
せ
よ
う
と

し
た
の
で
あ
る
。
続
く
第
三
章
で
は
そ
の
一
例
と
し
て
埼
玉
県
の
神
職
養
成
事
業

を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

註（
１
）

神
祇
院
編
『
神
社
局
時
代
を
語
る
』
一
九
四
二
年
、
二
八
頁
。
中
川
望
の

回
顧
よ
り
。
中
川
望
は
神
社
整
理
の
実
施
に
あ
た
り
、
書
記
官
と
し
て
水
野

錬
太
郎
神
社
局
長
を
補
佐
し
た
人
物
で
あ
る
。

（
２
）

村
上
重
良
『
国
家
神
道
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
年
、
七
九
頁
。
現
在
に

至
る
国
家
神
道
研
究
史
に
お
い
て
、
完
結
し
た
理
論
と
し
て
国
家
神
道
の
全

体
像
を
提
示
し
え
て
い
る
の
は
村
上
氏
の
み
で
あ
り
、
後
行
研
究
に
お
い
て

は
対
象
時
期
が
明
治
に
限
定
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
く
、
戦
前
を
通
観
し
た

論
を
展
開
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
神

道
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
は
依
然
と
し
て
村
上
説
を
中
心
と
し
て
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
と
い
う
。（
新
田
均
「『
国
家
神
道
』
論
の
系
譜
（
下
）」

（『
皇
學
館
論
叢
』
第
三
二
巻
第
二
号
、
一
九
九
九
年
）
四
六
頁
）。

（
３
）

中
島
三
千
男
「『
明
治
憲
法
体
制
』
の
確
立
と
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
政

策
―
国
家
神
道
体
制
の
確
立
過
程
―
」（『
日
本
史
研
究
』
一
七
六
号
、
一
九

七
七
年
）。
本
文
の
記
述
は
新
田
均
「
近
代
日
本
政
教
関
係
の
時
代
区
分
に

つ
い
て
」（
憲
法
政
治
学
研
究
会
編
『
近
代
憲
法
へ
の
問
い
か
け
―
憲
法
学

の
周
縁
世
界
』
成
蹊
堂
、
一
九
九
九
年
、
二
九
〜
三
五
頁
）
を
参
考
と
し
た
。

（
４
）

前
掲
、
新
田
均
「
近
代
日
本
政
教
関
係
の
時
代
区
分
に
つ
い
て
」
四
〇
〜

四
一
頁
。

（
５
）

宮
地
正
人
『
日
露
戦
後
政
治
史
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
三

年
、
八
五
〜
九
六
頁
。
国
は
戦
後
の
多
難
な
行
財
政
を
支
え
う
る
行
政
町
村

の
創
出
を
目
指
す
と
と
も
に
、
神
社
整
理
に
よ
っ
て
強
制
的
に
形
成
さ
れ
た

共
同
体
に
国
家
神
道
を
浸
透
さ
せ
る
媒
介
環
と
し
て
神
職
を
作
り
出
す
必
要

が
あ
っ
た
と
説
明
し
て
お
り
、
神
職
に
対
す
る
当
時
の
社
会
的
要
求
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
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（
６
）

赤
澤
史
朗
『
近
代
日
本
の
思
想
動
員
と
宗
教
統
制
』
校
倉
書
房
、
一
九
八

五
年
。
な
か
で
も
「
第
二
章

大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
神
社
」
に
詳
し
い
。

（
７
）

前
掲
、
赤
澤
『
近
代
日
本
の
思
想
動
員
と
宗
教
統
制
』
七
〇
〜
七
一
頁
。

（
８
）

畔
上
直
樹
「
近
代
の
神
社
神
主
と
そ
の
思
想
―
在
地
神
職
社
会
的
活
動
派

論
―
」（
小
谷
汪
之
『
歴
史
に
お
け
る
知
の
伝
統
と
継
承
』
山
川
出
版
、
二

〇
〇
五
年
）。

（
９
）

福
島
幸
宏
「
近
代
の
神
職
と
神
職
団
体
―
京
都
府
庁
文
書
に
よ
る
試

論
―
」（
京
都
府
立
総
合
資
料
館
『
資
料
館
紀
要
』
第
三
四
号
、
二
〇
〇
六

年
）。

（
１０
）

こ
の
ほ
か
に
も
磯
前
順
一
氏
や
山
口
輝
臣
氏
、
米
地
實
氏
に
よ
る
神
職
に

言
及
し
た
諸
研
究
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
研
究
に
つ
い
て
は
本
論
中
で
適
宜

取
り
上
げ
て
い
き
た
い
。

（
１１
）

近
代
社
格
制
度
に
お
い
て
は
伊
勢
神
宮
を
頂
点
と
し
た
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が

形
成
さ
れ
て
お
り
、
伊
勢
神
宮
の
下
に
は
官
国
幣
社
、
府
県
社
以
下
神
社
が

列
せ
ら
れ
た
。
官
国
幣
社
は
官
幣
社
と
国
幣
社
の
総
称
で
あ
り
（
両
者
と
も

各
々
大
・
中
・
小
社
に
区
分
さ
れ
る
）、『
延
喜
式
神
明
帳
』
に
記
載
の
あ
る

式
内
社
が
指
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
官
幣
社
は
神
祇
官
か
ら
、
国
幣
社
は

国
司
か
ら
奉
幣
を
受
け
る
慣
わ
し
で
あ
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、
近
代
に
お
い

て
は
例
祭
に
あ
た
っ
て
前
者
は
皇
室
か
ら
、
後
者
は
国
庫
か
ら
幣
帛
料
が
支

出
さ
れ
る
と
い
う
規
定
が
設
け
ら
れ
た
も
の
の
、
実
質
的
に
は
両
者
の
あ
い

だ
に
ほ
と
ん
ど
差
異
は
な
か
っ
た
。
府
県
社
以
下
神
社
と
は
府
県
社
、
郷
社
、

村
社
、
無
格
社
の
こ
と
で
あ
り
、
前
二
者
は
そ
れ
ぞ
れ
府
県
、
市
か
ら
奉
幣

を
受
け
て
い
た
（
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
編
『
神
道
事
典
（
縮
刷

版
）』
弘
文
堂
、
一
九
九
九
年
、
一
二
一
〜
一
二
八
、
一
四
三
頁
）。

（
１２
）

官
国
幣
社
の
宮
司
は
奏
任
待
遇
、
ほ
か
は
判
任
待
遇
で
あ
り
、
採
用
管
轄

も
宮
司
は
内
務
省
、
禰
宜
以
下
は
各
府
県
（
た
だ
し
社
司
・
社
掌
は
氏
子
の

推
薦
を
受
け
て
各
府
県
が
決
定
）
と
さ
れ
た
。
宮
司
・
�
宜
・
主
典
は
公
費

に
よ
る
給
与
が
支
払
わ
れ
た
一
方
、
社
司
・
社
掌
は
氏
子
か
ら
の
寄
付
金
に

よ
っ
て
俸
給
を
受
け
て
い
た
。
詳
細
に
つ
い
て
は
第
一
章
第
一
節
を
参
照
。

（
１３
）

明
治
二
十
年
三
月
十
七
日
、
閣
令
第
四
号
「
官
国
幣
社
の
神
官
を
廃
し
神

職
を
置
く
」
に
よ
っ
て
初
め
て
「
神
職
」
と
い
う
言
葉
が
公
文
書
中
で
使
用

さ
れ
た
（『
明
治
年
間
法
令
全
書

第
二
〇
巻
ノ
二
』
閣
令
七
頁
）。

（
１４
）

前
掲
、『
神
道
事
典
（
縮
刷
版
）』
一
五
一
頁
。

（
１５
）

明
治
三
十
九
年
八
月
十
四
日
、
内
務
省
神
社
宗
教
両
局
長
依
命
通
牒
「
社

寺
合
併
並
合
併
跡
地
譲
与
に
関
す
る
件
」（
米
地
實
「
明
治
末
期
神
社
行
政

に
関
す
る
覚
書
―
い
わ
ゆ
る
神
社
整
理
に
つ
い
て
―
」（『
日
本
女
子
大
学
紀

要
・
文
学
部
』
第
二
二
巻
、
一
九
七
二
年
）
八
五
頁
よ
り
再
引
用
）。

（
１６
）
『
明
治
年
間
法
令
全
書

第
二
七
巻
ノ
二
』
三
四
〜
三
五
頁
。

（
１７
）

明
治
六
年
七
月
十
五
日
、
布
告
第
二
七
七
号
「
府
県
社
神
官
の
月
給
を
廃

し
、
自
今
郷
村
社
同
様
人
民
の
信
仰
帰
依
に
任
せ
給
与
可
為
致
此
旨
布
告
候

事
」（
米
地
實
「
府
県
社
以
下
神
職
制
度
形
成
に
関
す
る
法
規
」（『
日
本
女

子
大
学
紀
要
・
文
学
部
』
第
三
六
巻
、
一
九
八
六
年
）
八
四
頁
よ
り
再
引

用
）。

（
１８
）

前
掲
、
米
地
「
府
県
社
以
下
神
職
制
度
形
成
に
関
す
る
法
規
」
八
二
頁
。

（
１９
）

前
掲
、
米
地
「
府
県
社
以
下
神
職
制
度
形
成
に
関
す
る
法
規
」
八
二
頁
。

（
２０
）

前
掲
、
米
地
「
府
県
社
以
下
神
職
制
度
形
成
に
関
す
る
法
規
」
八
二
頁
。

こ
の
点
に
関
し
、
米
地
氏
は
論
文
中
で
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
り
、
具
体
的
な

検
討
は
行
っ
て
い
な
い
が
、
興
味
深
い
論
点
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

（
２１
）
『
明
治
年
間
法
令
全
書
』
第
二
八
巻
‐
三
、
省
令
七
三
頁
。

（
２２
）

明
治
二
十
七
年
四
月
二
十
七
日
、
勅
令
第
一
六
三
号
（『
明
治
年
間
法
令
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全
書
』
第
三
十
三
巻
‐
三
、
勅
令
一
九
七
、
一
九
八
頁
。）

（
２３
）

山
口
輝
臣
『
明
治
国
家
と
宗
教
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
、
二

六
四
頁
。

（
２４
）

法
的
な
対
応
策
と
し
て
は
、
第
二
次
山
県
内
閣
が
明
治
三
十
二
年
十
二
月
、

宗
教
法
案
を
提
出
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
包
含
す
る
規
定
を
設
け
よ
う
と
し
た

が
、
貴
族
院
に
お
い
て
否
決
さ
れ
、
制
定
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
実
際
に
法

案
が
提
出
さ
れ
る
ま
で
は
、
規
定
の
対
象
や
宗
教
間
の
待
遇
格
差
に
つ
い
て

種
々
の
憶
測
が
流
れ
、
神
社
を
対
象
と
し
た
単
一
の
神
社
法
が
制
定
さ
れ
る

の
か
（「
神
社
法
案
に
就
き
て
」（『
会
報
』
第
一
号
（
明
治
三
十
二
年
八

月
）
二
七
頁
））、
神
社
・
仏
教
・
キ
リ
ス
ト
教
を
各
々
私
法
人
と
し
、
そ
れ

ら
を
一
括
り
に
し
た
宗
教
法
の
制
定
が
目
指
さ
れ
る
の
か
、
定
か
で
な
か
っ

た
（「
社
寺
局
の
提
案
」（『
会
報
』
第
二
号
（
明
治
三
十
二
年
九
月
）
二
六

頁
））。
こ
れ
に
対
し
て
、
従
来
、
神
祇
官
衙
設
置
運
動
を
起
こ
し
、
公
的
な

そ
し
て
優
遇
さ
れ
た
地
位
を
求
め
て
い
た
神
社
界
は
、「
神
社
を
法
人
と
す

る
こ
と
は
、
吾
人
の
深
く
遺
憾
と
す
る
所
（
前
掲
、「
神
社
法
案
に
就
き

て
」）」、「
不
吉
の
法
案
（「
神
社
の
法
律
に
就
き
て
」（『
会
報
』
第
四
号

（
明
治
三
十
二
年
十
一
月
）
一
五
頁
））」
と
し
て
断
固
反
対
、
全
国
神
職
会

も
法
案
廃
止
の
運
動
を
行
い
（
前
掲
、「
神
社
の
法
律
に
就
き
て
」）、
結
局

神
社
を
対
象
と
し
た
法
案
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
時
期
は
『
全
国
神
職

会
々
報
』
が
創
刊
さ
れ
た
ば
か
り
の
た
め
、
前
後
時
期
の
神
社
界
の
認
識
は

明
ら
か
に
し
づ
ら
い
が
、
宗
教
法
案
提
出
後
は
関
連
す
る
彙
報
や
投
稿
も
ほ

と
ん
ど
掲
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
行
方
を
静
観
し
て
い
た
も
よ
う
で
あ
る
。

明
け
た
三
十
三
年
に
は
神
社
局
設
置
の
話
題
に
さ
ら
わ
れ
、
神
社
法
、
宗
教

法
に
対
す
る
問
題
関
心
は
一
層
薄
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
こ
の
法
案
を

世
論
は
お
お
む
ね
歓
迎
し
た
が
（
前
掲
、
山
口
『
明
治
国
家
と
宗
教
』
二
五

八
頁
）、「
衆
議
院
の
政
党
ほ
ど
強
い
拘
束
力
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
」
貴
族

院
で
は
、
会
派
を
超
え
た
、
議
員
の
出
身
・
経
歴
・
人
間
関
係
等
の
諸
要
因

に
よ
っ
て
「
ク
ロ
ス
・
ヴ
ォ
ー
テ
ィ
ン
グ
が
行
わ
れ
易
い
環
境
」
に
あ
っ
た

た
め
、
宗
教
法
案
は
結
局
否
決
さ
れ
た
と
い
う
（
小
林
和
幸
「
山
県
内
閣

「
宗
教
法
案
」
と
貴
族
院
内
諸
会
派
」（『
日
本
歴
史
』
第
四
七
三
号
（
一
九

八
七
年
）
七
六
〜
七
七
頁
））。

（
２５
）
『
全
国
神
職
会
々
報
』（
以
下
『
会
報
』）
第
八
号
（
明
治
三
十
三
年
三

月
）
一
〜
六
頁
。
会
説
「
特
別
官
衙
の
新
設
を
祝
し
併
せ
て
吾
人
の
希
望
を

述
ふ
」。
同
説
で
は
神
社
局
新
設
を
祝
す
る
と
同
時
に
、
�
神
社
局
を
内
閣

直
属
の
部
局
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
内
務
省
の
首
班
局
に
列
す
る
こ
と
、
�
神

社
局
に
は
神
祇
を
専
門
と
す
る
学
識
者
を
採
用
し
て
任
に
当
た
ら
せ
る
こ
と
、

を
希
望
と
し
て
述
べ
て
い
る
。

（
２６
）
『
会
報
』
第
六
号
（
明
治
三
十
三
年
一
月
）
二
四
〜
二
五
頁
。

（
２７
）

そ
の
ほ
か
の
神
職
改
良
法
と
し
て
は
「
神
職
席
次
の
標
準
を
定
め
、
有
為

の
者
を
奨
励
す
る
事
」、「
学
識
あ
る
神
職
は
代
士
を
採
用
す
る
事
」
を
挙
げ

て
い
る
。
代
士
と
は
、
投
稿
者
に
よ
る
と
、
学
識
に
秀
で
た
青
年
で
社
務
補

助
を
行
い
な
が
ら
神
職
た
る
に
必
要
な
学
科
の
教
授
を
受
け
る
、
い
わ
ば
神

職
候
補
生
と
も
言
う
べ
き
立
場
の
こ
と
ら
し
い
。

（
２８
）
『
会
報
』
第
七
号
（
明
治
三
十
三
年
二
月
）
三
〜
五
頁
。

（
２９
）

皇
典
講
究
所
編
『
皇
典
講
究
所
五
十
年
史
』
一
九
三
二
年
、
巻
頭
、
有
栖

川
宮
幟
仁
親
王
に
よ
る
告
諭
。
皇
典
講
究
所
設
立
に
際
し
、
同
親
王
は
告
諭

の
な
か
で
「
国
体
を
講
明
し
て
以
て
立
国
の
基
礎
を
鞏
く
し
、
徳
性
を
涵
養

し
て
以
て
人
生
の
本
分
を
尽
す
は
百
世
易
ふ
べ
か
ら
ざ
る
典
則
な
り
。
而
し

て
世
或
は
此
に
暗
し
。
是
れ
本
学
の
設
立
を
要
す
る
所
以
な
り
」
と
述
べ
て

い
る
。
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（
３０
）

前
掲
、『
皇
典
講
究
所
五
十
年
史
』
五
五
頁
。

（
３１
）

國
學
院
大
學
校
史
資
料
課
編
『
國
學
院
大
學
百
年
史

上
巻
』
一
九
九
四

年
、
三
二
七
頁
。

（
３２
）

前
掲
、『
皇
典
講
究
所
五
十
年
史
』
二
五
二
〜
二
五
三
頁
。

（
３３
）
『
明
治
年
間
法
令
全
書
』
第
三
十
五
巻
‐
三
、
省
令
一
九
〜
二
二
頁
。

（
３４
）

官
国
幣
社
及
神
部
署
神
職
任
用
令
第
九
条
一
号
二
号
三
号
五
号
は
以
下
の

と
お
り
。

第
八
条

左
に
掲
く
る
者
は
試
験
を
要
せ
す
。
高
等
試
験
委
員
の
詮
衡

を
経
て
奏
任
待
遇
の
神
職
に
任
用
す
る
こ
と
を
得

四

師
範
学
校
、
中
学
校
又
は
高
等
女
学
校
の
国
史
又
は
国

文
科
の
教
員
免
許
状
を
有
し
祭
式
を
修
め
た
る
者

五

神
宮
皇
學
館
本
科
卒
業
の
者

第
九
条

左
に
掲
く
る
者
は
試
験
を
要
せ
す
。
高
等
試
験
委
員
の
詮
衡

を
経
て
判
任
待
遇
の
神
職
に
任
用
す
る
こ
と
を
得

一

五
年
以
上
官
務
に
従
事
し
列
任
官
以
上
の
職
に
在
り
た

る
者
に
し
て
祭
式
及
国
典
を
修
め
た
る
者

二

現
に
宮
宮
掌
以
上
の
職
に
在
る
者

三

前
条
四
号
若
は
第
五
号
に
掲
け
た
る
者
又
は
神
宮
皇
學

館
専
科
卒
業
の
者

五

学
校
又
は
文
部
大
臣
に
於
て
之
と
同
等
以
上
と
認
め
た

る
学
校
の
卒
業
証
書
を
有
す
る
者
に
し
て
祭
式
を
修
め
た

る
者

（
３５
）

神
社
協
会
編
『
神
社
事
務
提
要
』
神
社
協
会
事
務
所
、
一
九
一
四
年
、
五

八
頁
。

（
３６
）

前
掲
、『
皇
典
講
究
所
五
十
年
史
』
五
五
、
五
六
頁
。

（
３７
）
「
神
職
俸
給
論
」（『
会
報
』
第
三
三
号
（
明
治
三
十
五
年
四
月
）
一
〜
二

頁
）。

（
３８
）
「
発
刊
の
辞
」（『
神
社
協
会
雑
誌
』（
以
下
『
雑
誌
』）
第
一
号
（
明
治
三

十
五
年
三
月
）
四
頁
）。

（
３９
）
『
会
報
』
第
三
三
号
（
明
治
三
十
五
年
四
月
）
三
八
頁
。
引
用
部
分
は
全

国
神
職
会
臨
時
会
に
お
い
て
同
協
会
理
事
中
川
友
次
郎
が
設
立
目
的
に
つ
い

て
言
及
し
た
く
だ
り
で
あ
る
。

（
４０
）
『
雑
誌
』
第
五
号
（
明
治
三
十
五
年
七
月
）
四
一
頁
、
質
疑
解
答
欄
。
こ

の
質
問
に
対
し
て
は
差
し
支
え
な
い
旨
の
解
答
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
４１
）
『
雑
誌
』
第
七
号
（
明
治
三
十
五
年
九
月
）
五
二
頁
、
質
疑
解
答
欄
。
こ

の
質
問
に
対
し
て
は
「
明
治
元
年
以
前
に
於
て
五
代
以
上
引
続
き
其
神
社
に

奉
仕
し
た
る
者
の
子
孫
た
る
側
よ
り
し
て
社
司
社
掌
に
補
せ
ら
れ
た
る
は
、

之
を
条
文
の
精
神
上
よ
り
考
ふ
る
に
、
単
に
其
神
社
に
対
し
従
来
関
係
深
か

り
し
と
の
故
を
以
て
、
特
に
其
神
社
々
司
又
は
社
掌
に
補
せ
ら
れ
た
る
も
の

な
る
へ
け
れ
は
、
仮
令
等
し
く
判
任
待
遇
た
り
と
雖
と
も
、
三
十
五
年
府
社

県
社
以
下
神
社
神
職
任
用
規
則
第
十
一
条
三
号
に
依
り
他
に
転
補
等
出
来
得

さ
る
も
の
と
解
釈
す
る
方
妥
当
な
る
へ
し
」
と
、
否
定
す
る
解
答
が
な
さ
れ

て
い
る
。

（
４２
）
「
府
県
郷
村
社
神
職
に
対
す
る
所
感
を
述
べ
て
当
局
諸
公
に
望
む
」（『
会

報
』
第
三
四
号
（
明
治
三
十
五
年
五
月
）
八
〜
一
〇
頁
）。

（
４３
）

明
治
三
十
七
年
後
半
か
ら
三
十
九
年
末
に
か
け
て
、
神
職
が
葬
儀
に
関
係

す
る
こ
と
の
是
非
が
大
き
な
議
論
を
呼
ん
だ
。
こ
の
時
期
に
は
既
に
神
葬
も

認
め
ら
れ
て
は
い
た
が
、
日
露
戦
争
に
よ
る
多
く
の
戦
没
者
の
葬
儀
執
行
を

め
ぐ
っ
て
、
神
職
と
葬
儀
の
関
係
が
改
め
て
問
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
。「
死
葬

は
穢
の
極
」
と
し
て
「
神
職
の
葬
儀
に
関
す
る
は
断
じ
て
不
可
」
と
す
る
意
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見
が
あ
る
一
方
で
（「
神
職
の
葬
儀
に
関
す
る
可
否
に
就
て
」（『
会
報
』
第

六
九
号
（
明
治
三
十
八
年
四
月
）
二
六
〜
二
七
頁
））、
問
題
な
い
と
見
る
立

場
が
大
勢
を
占
め
て
い
た
。
た
だ
、
賛
成
者
の
な
か
に
も
、
礼
典
の
代
表
者

で
あ
る
神
職
こ
そ
が
「
最
も
適
当
」
と
積
極
的
に
奨
励
す
る
見
方
と
（「
神

職
と
葬
儀
と
の
関
係
」（『
会
報
』
第
六
四
号
（
明
治
三
十
七
年
一
一
月
）
二

七
頁
））、「
法
律
上
差
支
は
な
い
」
の
で
神
職
も
葬
儀
を
行
う
旨
を
法
律
に

明
記
し
た
ら
ど
う
か
と
い
う
や
や
引
い
た
見
方
（「
神
職
葬
儀
に
関
与
す
る

愚
見
」（『
会
報
』
第
六
五
号
（
明
治
三
十
七
年
十
二
月
）
二
〇
頁
））
な
ど
、

い
く
つ
か
の
意
見
が
あ
っ
た
。
こ
の
議
論
は
三
十
九
年
に
は
収
束
し
、
誌
上

で
見
ら
れ
な
く
な
る
が
、
そ
の
理
由
は
定
か
で
は
な
い
。

（
４４
）

こ
れ
は
明
治
三
十
九
年
の
全
国
神
職
大
会
の
本
会
に
提
出
・
可
決
さ
れ
た

「
外
国
人
と
雖
も
戦
役
に
斃
れ
た
る
者
を
ば
靖
国
神
社
に
合
祭
し
、
神
社
本

来
の
性
質
を
明
に
し
た
き
件
」
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
る
。
神
職
界
が
「
外
国

人
を
靖
国
神
社
に
祀
る
と
云
ふ
宏
量
」
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
歓
迎

す
る
意
見
と
（「
全
国
神
職
会
の
決
議
案
に
就
て
」『
雑
誌
』
第
五
冊
第
六
号

（
明
治
三
十
九
年
六
月
）
三
八
〜
四
二
頁
）、「
外
人
を
以
て
神
社
の
祭
神
に

擬
す
る
の
軽
佻
」
を
論
難
す
る
見
方
が
ぶ
つ
か
っ
た
（「
質
外
人
合
祀
論

者
」『
雑
誌
』
第
五
冊
第
一
二
号
（
明
治
三
十
九
年
十
二
月
）
四
一
〜
四
三

頁
）。
こ
の
議
論
は
四
十
年
の
年
明
け
ま
で
盛
り
上
が
り
を
見
せ
た
が
、『
雑

誌
』
一
月
号
誌
上
、
議
論
は
大
略
尽
さ
れ
た
と
の
理
由
か
ら
、
編
集
者
に

よ
っ
て
終
止
符
が
打
た
れ
た
。

（
４５
）
「
神
官
神
職
の
位
置
」（『
雑
誌
』
第
一
六
号
（
明
治
三
十
六
年
七
月
）
五

七
〜
六
一
頁
）。

（
４６
）

そ
の
ほ
か
の
議
論
と
し
て
は
「
神
職
に
対
す
る
雑
感
」（『
会
報
』
第
三
九

号
（
明
治
三
十
五
年
十
月
）
一
五
〜
一
六
頁
）
や
「
神
職
不
振
の
原
因
を
尋

ね
て
其
の
救
済
策
を
述
ぶ
」（『
会
報
』
明
治
四
十
二
年
五
月
一
二
七
号
）
が

あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
一
般
教
養
の
不
足
に
加
え
て
、
普
通
学
の
貧
弱
ぶ

り
も
危
惧
さ
れ
る
状
態
に
あ
っ
た
。
あ
る
神
職
が
講
師
と
し
て
参
加
し
た
神

職
講
習
会
で
は
、「
凡
六
七
十
名
の
内
、
仮
名
遣
語
格
を
誤
ら
ざ
る
も
の

僅
々
数
名
に
過
き
ず
、
文
字
の
誤
謬
な
か
り
し
も
、
同
じ
く
十
名
ば
か
り
に

過
ぎ
ざ
り
き
。
又
御
歴
代
天
皇
の
御
諡
号
、
年
号
の
文
字
さ
へ
覚
束
な
き
人
、

彼
是
見
え
た
り
。
英
語
や
数
学
な
ら
ば
兎
も
角
も
、
国
語
漢
文
の
力
さ
へ
か

く
て
は
、
困
り
入
り
た
る
次
第
」
で
あ
っ
た
と
い
う
（「
神
職
と
普
通
学

科
」（『
会
報
』
第
二
四
号
（
明
治
三
十
四
年
七
月
）
一
〜
七
頁
））。

（
４７
）
「
社
司
社
掌
も
転
任
職
た
ら
し
む
べ
し
」（『
会
報
』
第
七
一
号
（
明
治
三

十
八
年
六
月
）
三
三
〜
三
四
頁
）。

（
４８
）
「
神
職
の
品
位
を
高
む
べ
し
」（『
会
報
』
第
一
三
号
（
明
治
三
十
三
年
八

月
）
五
〜
六
頁
）。

（
４９
）
『
帝
国
議
会

衆
議
院
委
員
会
議
録

明
治
篇
四
九
』
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
八
八
年
、
二
三
二
頁
。
明
治
四
十
二
年
二
月
二
日
の
衆
議
院
予
算
委
員

第
二
分
科
（
内
務
省
所
管
）
会
議
（
第
二
回
）
で
の
発
言
。

（
５０
）
「
△
△
△
録
」（『
雑
誌
』
第
八
冊
第
二
号
（
明
治
四
十
二
年
二
月
）
五
一
〜

五
三
頁
）。

（
５１
）
「
続
神
職
改
造
論
」（『
会
報
』
第
九
十
二
号
（
明
治
四
十
年
三
月
）
四
六
〜

四
七
頁
）。

（
５２
）
「
神
職
界
の
刷
新
と
増
給
問
題
」（『
雑
誌
』
第
六
冊
第
一
一
号
（
明
治
四

十
年
十
一
月
）
三
七
〜
四
〇
頁
）。

（
５３
）

こ
の
筆
者
は
翌
年
四
月
に
も
「
神
社
神
職
刷
新
論
」
な
る
論
文
を
投
稿
し
、

そ
の
な
か
で
は
具
体
的
な
一
斉
淘
汰
方
法
と
し
て
「
満
二
年
を
以
て
在
来
学

証
の
有
効
期
限
と
し
、
更
に
一
定
の
試
験
法
に
拠
り
人
物
を
採
択
す
る
」
こ
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と
を
提
案
し
て
い
る
（『
会
報
』
第
一
〇
五
号
（
明
治
四
十
一
年
四
月
）
四

七
頁
）。

（
５４
）

こ
の
ほ
か
の
神
職
淘
汰
論
と
し
て
は
「
神
社
神
職
に
対
す
る
希
望
を
述

ぶ
」（『
雑
誌
』
第
一
三
号
（
明
治
三
十
六
年
四
月
）
三
五
〜
三
七
頁
）、「
神

職
の
淘
汰
を
望
む
」（『
雑
誌
』
第
六
冊
第
一
二
号
（
明
治
四
十
年
十
二
月
）

四
〇
〜
四
三
頁
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
５５
）
「
社
司
社
掌
の
官
選
を
望
む
」（『
会
報
』
第
一
一
二
号
（
明
治
四
十
一
年

十
一
月
）
四
八
〜
四
九
頁
）。
同
様
の
議
論
に
は
「
社
司
社
掌
を
官
選
に
す

べ
し
」（『
会
報
』
第
一
〇
二
号
（
明
治
四
十
一
年
一
月
）
五
六
〜
五
七
頁
）

や
「
神
社
当
局
者
に
訴
ふ
」（『
雑
誌
』
第
一
三
冊
第
六
号
（
大
正
三
年
六

月
）
三
八
〜
四
〇
頁
）
が
あ
る
。
後
者
は
大
正
三
年
と
他
の
投
稿
と
掲
載
時

期
が
異
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
政
府
当
局
者
は
近
年
頻
に
法
令
訓
令
等

を
発
し
て
、
神
職
諸
子
に
期
待
す
る
所
頗
る
多
大
で
あ
る
」
が
、「
神
職
が

果
し
て
当
局
者
の
要
求
を
満
し
得
る
か
、
頗
る
疑
問
で
あ
る
」
と
の
懸
念
を

も
っ
て
投
稿
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
続
け
て
投
稿
者
は
「
神
職
界
の

改
善
を
謀
る
と
す
れ
ば
現
任
用
令
が
不
適
当
で
あ
る
。
即
ち
神
職
は
民
選
で

あ
る
。
民
選
な
る
以
上
は
候
補
者
其
の
者
が
卑
劣
手
段
を
行
ふ
は
免
れ
な
い

（
中
略
）
其
人
物
を
得
る
に
は
宜
し
く
任
用
令
の
一
部
を
改
正
し
て
官
選
と

な
し
、
兼
務
社
並
に
老
朽
者
を
淘
汰
し
て
、
有
為
の
人
物
を
適
所
に
任
命
す

べ
き
で
あ
る
」
と
神
職
官
選
論
を
唱
え
て
い
る
。
神
職
任
用
が
氏
子
の
推
薦

に
よ
っ
て
い
る
こ
と
が
、
大
正
三
年
に
な
っ
て
も
依
然
と
し
て
問
題
視
さ
れ

て
い
た
事
実
が
う
か
が
え
よ
う
。

（
５６
）
「
神
職
の
推
薦
法
に
就
て
」（『
会
報
』
第
一
三
二
号
（
明
治
四
十
二
年
十

月
）
三
四
頁
）。

（
５７
）
「
府
県
社
以
下
神
職
推
薦
に
就
い
て
」（『
会
報
』
第
一
二
九
号
（
明
治
四

十
二
年
七
月
）
三
一
〜
三
二
頁
）。

（
５８
）
「
府
県
社
以
下
神
職
任
用
規
則
改
正
を
望
み
有
識
諸
士
の
教
を
乞
ふ
」

（『
会
報
』
第
九
〇
号
（
明
治
四
十
年
一
月
）
一
八
〜
二
三
頁
）。

（
５９
）

前
掲
、「
府
県
郷
村
社
神
職
に
対
す
る
所
感
を
述
べ
て
当
局
諸
公
に
望

む
」
九
頁
。

（
６０
）
「
神
職
俸
給
に
つ
き
て
」（『
会
報
』
第
三
八
号
（
明
治
三
十
五
年
九
月
）

二
六
〜
二
七
頁
）。

（
６１
）
「
神
職
俸
給
に
付
き
剣
南
子
君
の
説
を
読
み
愚
見
を
述
ぶ
」（『
会
報
』
第

四
一
号
（
明
治
三
十
五
年
十
二
月
）
二
一
〜
二
三
頁
）。

（
６２
）

神
職
俸
給
改
善
論
と
し
て
は
「
府
県
郷
村
社
神
職
実
況
を
述
て
当
局
諸
公

に
望
む
」（『
会
報
』
第
三
七
号
（
明
治
三
十
五
年
八
月
）
二
四
〜
二
五
頁
）、

「
神
職
界
漫
言
」（『
会
報
』
第
四
八
号
（
明
治
三
十
六
年
七
月
）
二
一
〜
二

三
頁
）、「
政
府
対
神
職
界
」（『
会
報
』
第
七
八
号
（
明
治
三
十
九
年
一
月
）

四
〇
〜
四
二
頁
）、「
敢
て
当
局
者
に
訴
ふ
」（『
雑
誌
』
第
六
冊
第
十
一
号

（
明
治
四
十
年
十
一
月
）
四
〇
〜
四
二
頁
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
６３
）
「
神
職
に
対
す
る
雑
感
」（『
会
報
』
第
三
九
号
（
明
治
三
十
五
年
十
月
）

一
五
〜
一
六
頁
）。

（
６４
）
「
神
職
の
身
に
付
て
」（『
会
報
』
第
四
七
号
（
明
治
三
十
六
年
六
月
）
二

七
〜
二
九
頁
）。

（
６５
）
「
全
国
神
職
会
大
会
議
事
録
」（『
会
報
』
第
七
五
号
附
録
（
明
治
三
十
八

年
十
月
）
五
〜
七
頁
）。

（
６６
）

前
掲
、「
神
職
界
の
刷
新
と
増
給
問
題
」
三
七
頁
。

（
６７
）
「
△
△
△
△
録
」（『
雑
誌
』
第
七
冊
第
四
号
（
明
治
四
十
一
年
四
月
）
六

二
〜
六
五
頁
）。

（
６８
）
「
△
△
△
△
録
」（『
雑
誌
』
第
七
冊
第
八
号
（
明
治
四
十
一
年
八
月
）
六
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〇
〜
六
一
頁
）。
引
用
し
た
原
文
全
体
に
は
傍
点
が
振
ら
れ
て
い
た
が
、
筆

者
が
振
り
な
お
し
た
。

（
６９
）
「
全
国
神
職
会
々
報
の
必
要
を
論
し
敢
て
全
国
神
職
会
の
議
員
諸
氏
に
問

ふ
」（『
会
報
』
第
八
七
号
（
明
治
三
十
九
年
七
月
）
二
〇
〜
二
四
頁
）。
こ

の
な
か
で
は
「
皇
道
の
主
旨
を
発
揮
す
べ
き
者
は
僅
に
全
国
神
職
会
々
報
の

一
あ
る
に
過
ぎ
ず
」、「
神
社
協
会
雑
誌
は
内
務
省
官
吏
の
手
に
成
る
」
も
の

で
あ
り
、
両
誌
は
そ
の
主
義
に
相
違
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

（
７０
）

国
立
教
育
研
究
所
編
『
日
本
近
代
教
育
百
年
史

第
四
巻

学
校
教
育

２
』
一
九
七
四
年
、
一
〇
五
八
頁
。

（
７１
）

例
え
ば
明
治
四
十
五
年
、
衆
議
院
の
「
神
祇
崇
敬
に
関
す
る
建
議
案
」
委

員
会
席
上
で
、
井
上
神
社
局
長
は
「
事
務
の
簡
捷
を
計
る
と
云
ふ
点
か
ら
、

何
で
も
彼
で
も
内
務
省
に
申
出
る
と
云
ふ
こ
と
は
止
め
て
居
る
」
の
だ
と
発

言
し
た
（『
帝
国
議
会

衆
議
院
委
員
会
議
録

明
治
篇
七
二
』
東
京
大
学

出
版
会
、
一
九
八
八
年
、
一
七
一
頁
）。
こ
れ
は
神
社
行
政
の
な
か
で
も
神

社
整
理
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
際
の
発
言
で
は
あ
る
が
、
神
社
行
政
全
般
に
拡

大
し
て
よ
い
傾
向
だ
ろ
う
。

（
７２
）
「
神
社
に
関
す
る
参
考
資
料
」（『
埼
玉
県
行
政
文
書

県
社
以
下
神
社
』

明
二
四
二
一
‐
六
八
）。

（
７３
）

前
掲
、
山
口
『
明
治
国
家
と
宗
教
』
二
七
九
頁
。

（
７４
）

神
宮
皇
學
館
は
明
治
十
五
年
に
伊
勢
神
宮
祭
主
久
邇
宮
朝
彦
親
王
の
令
旨

に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
研
究
・
養
成
機
関
で
、
そ
の
主
眼
は
神
宮
職
員
の
子

弟
育
成
に
置
か
れ
て
い
た
。
教
育
体
系
は
種
々
の
変
遷
を
た
ど
っ
た
が
、
明

治
二
十
八
年
の
内
務
省
訓
令
に
お
い
て
本
科
卒
業
生
は
官
国
幣
社
宮
司
権
宮

司
、
専
科
（
簡
易
速
成
を
目
指
し
た
コ
ー
ス
）
卒
業
生
は
同
�
宜
以
下
へ
の

無
試
験
採
用
資
格
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
の
ち
、
三
十
六
年

に
神
宮
皇
學
館
官
制
を
整
え
、
内
務
省
管
轄
の
下
で
神
宮
司
庁
経
営
に
よ
る

官
立
学
校
と
さ
れ
た
（
神
宮
皇
學
館
『
神
宮
皇
學
館
五
十
年
史
』
一
九
三
二

年
、
一
〜
二
、
七
〇
頁
）。

（
７５
）
「
人
物
養
成
論
」（『
会
報
』
第
七
号
（
明
治
三
十
三
年
二
月
）
二
頁
）。

（
７６
）

前
掲
、
赤
澤
『
近
代
日
本
の
思
想
動
員
と
宗
教
統
制
』
七
〇
頁
。

（
７７
）

前
掲
、「
人
物
養
成
論
」。

（
７８
）

前
掲
、「
人
物
養
成
論
」。

（
７９
）

前
掲
、
赤
澤
『
近
代
日
本
の
思
想
動
員
と
宗
教
統
制
』
七
〇
頁
。
ち
な
み

に
、
明
治
三
十
五
年
四
月
末
調
査
に
よ
る
と
、
皇
典
講
究
所
と
國
學
院
卒
業

生
（
計
三
二
二
名
）
の
進
路
は
以
下
の
と
お
り
。
神
官
神
職
三
七
名
、
教
員

一
五
五
名
、
編
纂
著
述
家
二
二
名
、
官
私
吏
員
九
名
、
外
国
留
学
三
名
、
実

業
家
六
名
、
研
学
中
六
四
名
、
死
亡
二
六
名
（『
雑
誌
』
第
一
冊
第
四
号

（
明
治
三
十
五
年
四
月
）
五
八
〜
五
九
頁
）。
卒
業
生
の
う
ち
神
職
と
な
っ
た

の
は
一
割
強
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
８０
）
「
神
職
の
品
位
を
高
む
べ
し
」（『
会
報
』
第
一
三
号
（
明
治
三
十
三
年
八

月
）
六
頁
）。

（
８１
）

前
掲
、「
人
物
養
成
論
」
や
「
神
職
の
品
位
を
高
む
べ
し
」。

（
８２
）

皇
典
講
究
所
編
『
皇
典
講
究
所
五
十
年
史
』
一
九
三
二
年
、
巻
頭
、
有
栖

川
宮
幟
仁
親
王
に
よ
る
告
諭
。

（
８３
）

本
所
は
各
地
の
分
所
か
ら
資
金
を
上
納
さ
せ
て
い
た
よ
う
で
、
分
所
は
地

元
で
募
っ
た
寄
付
金
の
う
ち
六
割
を
本
所
に
納
入
、
残
っ
た
四
割
を
分
所
経

費
に
充
て
て
い
た
。
寄
付
者
の
な
か
に
は
特
に
分
所
の
経
費
と
し
て
資
金
を

提
供
す
る
篤
志
家
も
い
た
と
い
う
。
た
だ
、
分
所
経
費
の
全
貌
は
、
記
録
が

整
わ
な
い
た
め
明
ら
か
で
は
な
い
（『
國
學
院
大
學
百
年
史

上
巻
』
一
九

九
四
年
、
四
二
頁
）。
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（
８４
）

皇
典
講
究
所
の
学
科
課
程
は
幾
度
と
な
く
変
更
が
加
え
ら
れ
る
も
の
の
、

初
期
の
学
科
規
則
（
明
治
二
十
年
）
に
よ
る
と
、
予
備
科
（
二
年
、
普
通

科
）
と
本
科
（
三
年
、
高
等
科
）
に
分
け
ら
れ
、
十
五
歳
か
ら
二
十
五
歳
が

入
学
適
齢
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
学
科
表
を
見
る
と
、
祭
式
や
諸
礼
に
関

す
る
科
目
は
本
科
進
学
後
に
初
め
て
教
授
さ
れ
、
そ
れ
も
毎
週
三
十
時
間
の

う
ち
一
時
間
し
か
割
か
れ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
反
面
、
歴
史
、

英
語
か
ら
数
学
、
物
理
化
学
に
い
た
る
ま
で
幅
広
い
教
養
の
習
得
を
目
指
し

て
い
た
様
子
が
う
か
が
わ
れ
、
学
科
表
だ
け
か
ら
は
神
官
養
成
の
意
図
は
ほ

と
ん
ど
感
じ
ら
れ
な
い
。

（
８５
）

内
務
省
達

第
四
六
号

府
県
沖
縄
県
を
除
く
。

今
般
皇
典
講
究
所
設
置
に
付
、
府
県
社
以
下
神
官
選
挙
の
節
、
該
所
の

卒
業
証
書
無
之
者
は
皇
典
講
究
所
本
分
所
の
試
験
を
受
さ
せ
、
試
験
済

の
証
書
を
相
渡
候
筈
に
付
、
今
後
選
挙
出
願
の
向
は
該
所
卒
業
証
書
写

若
く
は
試
験
済
の
証
書
を
副
へ
願
出
候
者
に
限
り
認
可
を
与
へ
候
儀
と

可
心
得
此
旨
相
達
候
事

明
治
十
五
年
八
月
三
十
日

内
務
卿
山
田
顕
義

（『
公
文
類
聚
・
第
六
編
・
第
十
五
年
・
第
六
十
一
巻
・
社
寺
三
』
本
館
２

Ａ
‐
０１１
、
リ
ー
ル
№
類
８
、
コ
マ
№
８１８
）。

（
８６
）
「
神
官
試
験
規
則
」（
前
掲
、『
國
學
院
大
學
百
年
史

上
巻
』
四
八
〜
五

〇
頁
）。

（
８７
）

内
務
省
令

番
外

府
県
社
以
下
神
官
選
挙
之
節
、
試
験
証
書
等
の
儀
、
客
年
当
省
乙
第
四

十
六
号
達
の
趣
有
之
候
処
、
従
来
奉
仕
の
神
官
と
雖
と
も
同
様
の
筋
に

付
、
来
明
治
十
七
年
十
二
月
迄
に
夫
々
試
験
相
受
候
様
諭
達
可
致
、
此

旨
示
達
候
事

明
治
十
六
年
六
月
十
二
日

内
務
卿
山
田
顕
義

（
前
掲
、『
國
學
院
大
學
百
年
史

上
巻
』
五
一
頁
）。

（
８８
）

学
正
は
本
所
で
行
わ
れ
た
試
験
を
受
験
し
、
合
格
し
た
者
に
与
え
ら
れ
る

学
階
で
あ
る
。

（
８９
）

司
業
は
各
府
県
分
所
で
行
わ
れ
た
試
験
合
格
者
に
与
え
ら
れ
る
学
階
で
あ

る
。「
学
階
授
与
規
則
細
則
」
に
よ
る
と
、
五
等
司
業
以
上
が
府
県
社
祠
官

（
の
ち
の
府
県
社
社
司
）、
六
等
司
業
以
上
が
郷
社
祠
官
（
同
郷
社
社
司
）、

七
等
司
業
以
上
が
府
県
社
祠
掌
（
同
府
県
社
社
掌
）、
八
等
司
業
以
上
が
郷

村
社
祠
掌
（
同
郷
村
社
社
掌
）
に
相
当
す
る
資
格
と
さ
れ
た
（
國
學
院
大
學

八
十
五
年
史
編
纂
委
員
会
編
『
國
學
院
大
學
八
十
五
年
史

史
料
編
』
一
九

七
九
年
、
二
二
一
頁
）。

（
９０
）
「
学
階
選
叙
式
」（
前
掲
、『
國
學
院
大
學
百
年
史

上
巻
』
五
三
〜
五
七

頁
）。

（
９１
）

山
田
顕
義
は
明
治
二
十
二
年
の
皇
典
講
究
所
長
就
任
以
前
か
ら
皇
典
講
究

所
の
拡
張
と
教
育
機
関
の
分
離
を
企
図
し
て
い
た
よ
う
で
、
腹
案
中
に
も

「
生
徒
養
成
の
法
は
別
に
之
を
定
む
」
と
記
し
て
い
た
（
前
掲
、『
國
學
院
大

學
百
年
史

上
巻
』
一
一
七
頁
）。

（
９２
）

学
科
に
は
本
科
（
三
年
）
と
さ
ら
な
る
研
究
を
行
う
研
究
科
（
二
年
）
が

設
け
ら
れ
た
。
教
科
課
程
に
よ
る
と
、
国
史
・
国
文
（
週
五
時
間
ず
つ
）
に

次
い
で
外
国
史
（
同
四
時
間
）
や
英
語
（
同
三
時
間
）
の
時
間
が
多
く
割
か

れ
て
い
る
（「
國
學
院
規
則
」（
前
掲
、『
國
學
院
大
學
百
年
史

上
巻
』
一

四
六
〜
一
四
八
頁
））。

（
９３
）
「
神
職
講
習
会
開
設
趣
旨
」
で
は
、
設
立
の
背
景
と
し
て
維
新
以
降
の
祭

祀
・
祈
祷
の
混
乱
を
指
摘
、
そ
の
統
一
を
図
る
こ
と
を
目
指
す
と
し
て
い
る
。

中
古
以
来
、
白
川
・
吉
田
の
二
家
あ
り
、
全
国
の
神
職
を
分
管
し
て
各
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そ
の
家
法
に
拠
り
祭
儀
・
拝
式
を
伝
授
認
許
し
た
り
き
、
是
に
於
て
乎

祭
祀
の
典
、
祈
祷
の
式
、
大
概
統
一
し
て
各
社
そ
の
拠
る
所
を
明
か
に

せ
り
。
然
る
に
維
新
の
際
、
凡
百
の
事
、
皆
旧
を
去
り
、
新
に
就
き
し

と
共
に
、
そ
の
弊
遂
に
こ
こ
に
及
び
、
旧
儀
故
実
は
措
て
顧
み
さ
る
に

至
り
し
か
は
、
今
日
に
在
り
て
は
混
乱
そ
の
極
に
達
し
、
各
人
各
種
殆

と
一
定
の
法
式
な
き
か
如
し
。
如
此
に
し
て
何
そ
能
く
国
家
の
宗
祀
に

従
事
す
る
も
の
と
謂
ふ
を
得
ん
や
。
本
所
こ
こ
に
感
す
る
所
あ
り
。
今

回
神
職
講
習
会
を
開
き
、
神
職
及
神
職
候
補
者
の
為
に
祭
典
儀
式
を
教

授
し
、
併
せ
て
国
史
・
国
文
等
を
修
習
せ
し
め
ん
と
す
。

（
前
掲
、『
國
學
院
大
學
百
年
史

上
巻
』
三
二
七
〜
三
二
八
頁
）。

（
９４
）

そ
の
ほ
か
の
講
師
に
は
丸
山
正
彦
、
宮
地
厳
夫
、
落
合
直
文
、
荻
原
巌
夫
、

久
保
悳
鄰
、
青
戸
波
江
が
い
た
。
各
講
師
の
略
歴
は
以
下
の
と
お
り
。
○
井

上
頼
�：

国
学
者
、
皇
典
講
究
所
発
起
人
で
あ
り
、
皇
典
講
究
所
、
國
學
院

の
講
師
を
つ
と
め
る
。
○
飯
田
武
郷：

国
学
者
、
宮
司
、
東
京
大
学
教
授
、

二
十
一
年
よ
り
皇
典
講
究
所
講
師
を
兼
任
。
○
今
泉
定
助：
古
典
学
者
、
神

道
事
務
局
生
徒
寮
や
東
京
大
学
で
神
道
や
古
典
を
学
び
、
國
學
院
講
師
や
皇

典
講
究
所
評
議
員
を
務
め
る
。
○
丸
山
正
彦：

国
学
者
、
神
道
事
務
局
生
徒

寮
で
丸
山
作
楽
の
指
導
を
受
け
、
養
子
と
な
る
、
明
治
二
十
三
年
よ
り
國
學

院
講
師
を
務
め
る
。
○
宮
地
厳
夫：

神
道
家
、
�
宜
や
宮
司
を
歴
任
、
教
導

職
を
経
て
明
治
十
五
年
よ
り
皇
典
講
究
所
委
員
と
な
る
。
○
落
合
直
文：

歌

人
、
国
文
学
者
、
明
治
二
十
年
よ
り
皇
典
講
究
所
講
師
の
傍
ら
教
育
者
と
し

て
も
活
躍
、
国
文
学
の
研
究
発
展
に
携
わ
っ
た
。
○
荻
原
巌
雄：

掌
典
（
そ

の
他
経
歴
不
明
）。
○
久
保
悳
鄰：

国
学
者
、
明
治
十
七
年
よ
り
皇
典
講
究

所
助
教
、
二
十
三
年
よ
り
國
學
院
講
師
。
○
青
戸
波
江：

國
學
院
講
師
（
そ

の
他
経
歴
不
明
）。
○
佐
伯
有
義：

国
学
者
、
社
家
に
生
ま
れ
明
治
二
十
年

皇
典
講
究
所
卒
業
、
宮
司
を
経
た
の
ち
國
學
院
大
學
教
授
と
な
る
。
○
本
居

豊
頴：

国
学
者
、
宮
司
、
明
治
十
五
年
よ
り
東
京
大
学
講
師
、
二
十
九
年
よ

り
東
宮
職
御
用
掛
。
○
木
村
正
辭：

和
学
を
学
び
神
�
官
と
な
る
。
明
治
十

七
年
よ
り
東
京
大
学
教
授
。
万
葉
学
の
権
威
で
も
あ
る
。
○
三
上
参
次：

明

治
二
十
四
年
よ
り
文
科
大
学
国
史
学
教
授
。
後
年
国
史
学
会
の
重
鎮
と
さ
れ

る
。
○
中
川
友
次
郎：

官
僚
、
東
京
帝
国
大
学
法
科
卒
業
後
、
明
治
三
十
一

年
か
ら
造
神
宮
主
事
兼
内
務
事
務
官
と
な
る
。
の
ち
神
職
試
験
委
員
な
ど
を

務
め
、
神
社
祭
式
の
統
一
を
実
現
さ
せ
た
（
人
物
の
略
歴
は
前
掲
『
國
學
院

大
學
百
年
史
』、『
神
道
人
名
辞
典
』
神
社
新
報
社
、
一
九
六
一
年
に
よ
る
）。

（
９５
）
「
神
職
講
習
会
設
置
の
義
に
付
願
」（
前
掲
、『
國
學
院
大
學
百
年
史

上

巻
』
三
二
八
頁
）。
た
だ
、
実
際
の
募
集
に
お
け
る
参
加
資
格
は
「
官
国
幣

社
以
下
神
職
中
よ
り
選
出
せ
ら
れ
た
る
も
の
」
も
し
く
は
「
前
項
以
外
の
有

志
者
」
と
さ
れ
た
（『
会
報
』
第
三
一
号
（
明
治
三
十
五
年
二
月
）
巻
末
広

告
欄
）。

（
９６
）

神
職
取
締
所
と
は
神
職
の
管
理
監
督
あ
る
い
は
互
い
の
情
報
共
有
を
目
的

と
し
て
各
地
に
設
立
さ
れ
た
神
職
団
体
で
、
類
似
の
団
体
に
は
神
職
管
理
所

や
神
職
会
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
皇
典
講
究
分
所
と
は
異
な
り
、
地
方
で
独

自
に
形
成
さ
れ
た
神
職
組
織
で
あ
っ
た
が
、
全
国
神
職
会
の
結
成
と
拡
大
に

よ
り
、
各
地
方
団
体
は
全
国
神
職
会
の
支
部
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
よ
う

に
な
り
、
名
称
も
次
第
に
「
―
県
神
職
会
」
へ
と
統
一
さ
れ
て
い
っ
た
。

（
９７
）

例
え
ば
前
掲
、『
会
報
』
第
三
一
号
（
明
治
三
十
五
年
二
月
）
巻
末
広
告

欄
や
『
神
社
協
会
雑
誌
』（
以
下
『
雑
誌
』）
第
一
一
号
（
明
治
三
十
六
年
一

月
）
巻
末
広
告
欄
。

（
９８
）
「
祭
式
速
成
教
授
広
告
」（『
雑
誌
』
第
一
冊
第
九
号
（
明
治
三
十
五
年
十

一
月
）
巻
末
広
告
欄
）。
全
文
は
以
下
の
と
お
り
。
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来
十
二
月
一
日
よ
り
同
月
二
十
日
ま
て
日
数
二
十
日
間
、
本
所
祭
式
教

習
規
定
に
よ
り
、
人
員
六
十
名
を
限
り
速
成
の
見
込
を
以
て
祭
式
を
教

授
す
。
志
願
者
は
本
月
三
十
日
ま
て
の
願
書
及
履
歴
書
差
出
す
べ
し
。

規
定
入
用
の
向
は
郵
券
二
銭
を
添
へ
申
込
む
べ
し
。

明
治
三
十
五
年
十
一
月

東
京
麹
町
区
飯
田
町
五
丁
目

皇
典
講
究
所

（
９９
）

実
は
祭
式
修
了
と
い
う
資
格
は
、
祭
式
教
習
会
や
祭
式
試
験
を
経
な
く
て

も
、
個
人
的
に
そ
の
道
の
大
家
に
つ
い
て
講
習
を
受
け
、
証
明
書
を
出
し
て

も
ら
え
ば
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
個
人
教
習
は
、
情
誼

に
よ
る
合
格
証
授
受
な
ど
弊
害
の
大
き
い
も
の
と
し
て
問
題
視
さ
れ
て
お
り
、

皇
典
講
究
所
が
一
律
に
実
施
す
る
教
習
会
や
試
験
に
は
、
そ
の
よ
う
な
悪
弊

へ
の
対
応
策
と
し
て
の
期
待
も
も
た
れ
て
い
た
（『
雑
誌
』
第
二
冊
第
一
三

号
（
明
治
三
十
六
年
四
月
）
四
四
頁
、
質
疑
解
答
欄
）。

（
１００
）

明
治
四
十
年
二
月
の
『
会
報
』、『
雑
誌
』
に
は
「
神
職
講
習
会
及
び
祭
式

教
習
会
入
会
諸
氏
の
参
考
に
供
す
」
と
題
さ
れ
た
同
一
の
投
稿
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
な
か
で
は
講
習
会
参
加
に
際
し
て
必
要
な
在
京
費
用
が
略
記

さ
れ
て
お
り
、
滞
在
先
ご
と
の
（
旅
館
、
下
宿
屋
、
間
借
、
塾
生
や
職
員
の

た
め
の
寮
）、
間
代
・
食
費
・
炭
油
・
寝
具
代
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ひ
と

月
一
五
〜
三
〇
円
と
い
う
数
字
は
こ
こ
か
ら
計
算
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
１０１
）

明
治
四
十
年
の
米
の
値
段
は
一
石
一
六
・
四
八
円
で
あ
る
（
内
閣
統
計
局

編
『
日
本
帝
国
第
三
十
一
統
計
年
鑑
』
一
九
一
二
年
、
二
九
五
頁
）。

（
１０２
）
「
熱
心
な
る
代
議
士
」（『
会
報
』
第
三
三
号
（
明
治
三
十
五
年
四
月
）
附

録
一
七
頁
）。

（
１０３
）

小
股
憲
明
『
近
代
日
本
の
国
民
像
と
天
皇
像
』
大
阪
効
率
大
学
共
同
出
版

会
、
二
〇
〇
五
年
、
九
一
〜
九
二
頁
。
大
津
・
早
川
の
来
歴
の
多
く
も
同
著

を
参
考
と
し
た
。

（
１０４
）

前
掲
、
山
口
『
明
治
国
家
と
宗
教
』
二
〇
六
頁
。

（
１０５
）

以
下
、
恒
松
、
小
田
、
水
野
の
発
言
は
「
神
職
養
成
部
国
庫
補
助
に
関
す

る
建
議
案
委
員
会
会
議
録
」（『
帝
国
議
会

衆
議
院
委
員
会
議
録

明
治
篇

四
八
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
、
一
六
九
〜
一
七
一
頁
）。

（
１０６
）

小
田
の
発
言
に
続
い
て
再
び
発
言
し
た
恒
松
の
言
葉
（
前
掲
、「
神
職
養

成
部
国
庫
補
助
に
関
す
る
建
議
案
委
員
会
会
議
録
」
一
七
〇
頁
）。

（
１０７
）

前
掲
、『
國
學
院
大
學
百
年
史

上
巻
』
四
二
八
〜
四
三
一
頁
。

（
１０８
）

松
波
仁
一
郎
編
『
水
野
博
士
古
稀
記
念
論
策
と
随
筆
』
一
九
三
七
年
、
七

九
八
〜
八
〇
一
頁
。

（
１０９
）

前
掲
、『
帝
国
議
会

明
治
篇
四
九
』
二
三
二
頁
。
明
治
四
十
二
年
二
月

二
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
第
二
分
科
（
内
務
省
所
管
、
第
二
回
）
に
お
け
る

発
言
で
あ
る
。

（
１１０
）
『
官
報
号
外
』
明
治
四
十
二
年
二
月
十
四
日
、
衆
議
院
議
事
速
記
録
第
七

号
、
六
頁
（『
帝
国
議
会

衆
議
院
議
事
速
記
録

二
三
』
東
京
大
学
出
版

会
、
一
九
八
〇
年
）。

（
１１１
）

前
掲
、『
官
報
号
外
』
明
治
四
十
二
年
二
月
十
四
日
、
八
〜
九
頁
。

（
１１２
）

前
掲
、『
國
學
院
大
學
百
年
史

上
巻
』
四
六
七
〜
四
六
九
頁
。
皇
典
講

究
所
・
國
學
院
の
明
治
四
十
二
年
度
予
算
は
二
万
七
〇
五
。
二
円
で
あ
り
、

う
ち
國
學
院
の
収
入
は
五
四
〇
〇
円
（
授
業
料
収
入
が
大
半
を
占
め
る
）
で

あ
っ
た
。

（
１１３
）

神
職
養
成
費
の
予
算
通
過
を
見
越
し
て
養
成
部
に
対
す
る
希
望
を
述
べ
た

『
会
報
』
の
記
事
に
は
、「（
神
職
養
成
事
業
費
は
―
筆
者
註
）
皇
典
講
究
所

補
助
の
名
目
の
下
に
支
出
せ
ら
れ
ん
よ
り
は
、
寧
ろ
内
務
省
の
事
業
と
し
て

之
を
講
究
所
に
委
託
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
希
望
す
。
即
ち
神
職
の
養
成
は
直
接
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政
府
の
事
業
た
ら
む
こ
と
を
熱
望
す
る
も
の
な
り
」
と
あ
る
が
、
神
職
養
成

部
の
位
置
づ
け
は
ま
さ
に
こ
の
要
望
通
り
の
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
（「
雑

報

神
職
養
成
事
業
」（『
会
報
』
第
一
一
二
号
（
明
治
四
十
一
年
十
一
月
）

九
九
頁
））。
四
十
二
年
二
月
の
予
算
委
員
会
の
時
点
で
は
、
神
職
養
成
を
ど

の
よ
う
な
名
目
で
行
う
か
は
明
言
さ
れ
て
お
ら
ず
、
単
に
皇
典
講
究
所
へ
の

補
助
と
い
う
か
た
ち
で
支
出
さ
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
内
務
省
の
事
業
を
委

託
し
て
そ
の
経
費
を
下
付
す
る
の
か
は
「
適
宜
の
方
法
に
よ
る
」
と
説
明
さ

れ
て
い
た
（
前
掲
、『
帝
国
議
会

衆
議
院
委
員
会
議
録

明
治
篇
四
九
』

二
三
二
頁
）。

（
１１４
）
「
神
職
養
成
部
に
対
す
る
希
望
」（『
会
報
』
第
一
二
五
号
（
明
治
四
十
二

年
三
月
）
一
〜
六
頁
）。
こ
の
な
か
で
は
、
政
府
が
八
千
円
で
神
職
養
成
に

着
手
す
る
と
の
見
通
し
を
受
け
、
そ
れ
を
歓
迎
し
つ
つ
も
、「
其
の
経
費
を

少
く
と
も
三
万
円
以
上
に
増
加
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
と
希
望
し
て
い
る
。

（
１１５
）

前
掲
、『
皇
典
講
究
所
五
十
年
史
』
二
五
八
頁
。

（
１１６
）

前
掲
、『
國
學
院
大
學
百
年
史

上
巻
』
四
三
九
頁
。

（
１１７
）
「
神
職
養
成
部
規
則
」（
前
掲
、『
國
學
院
大
學
百
年
史

上
巻
』
四
三
四

〜
四
三
八
頁
）。

（
１１８
）

磯
前
順
一
『
近
代
日
本
の
宗
教
言
説
と
そ
の
系
譜
―
宗
教
・
国
家
・
神

道
―
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
、
二
〇
一
〜
二
〇
二
頁
。
第
三
部
第
一
章

「
近
代
神
道
学
の
成
立

―
田
中
義
能
論
―
」
中
で
、
田
中
の
神
道
学
成
立

へ
の
貢
献
が
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
１１９
）

お
そ
ら
く
後
年
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
田
中
は
と
あ
る
講
義
の
な
か
で

「
日
本
国
民
の
中
心
に
あ
る
の
が
神
道
で
あ
る
。
神
道
は
儒
教
、
仏
教
伝
来

前
か
ら
、
日
本
国
民
の
一
切
の
行
動
の
軌
範
根
底
と
な
っ
て
い
た
」、
あ
る

い
は
「
神
道
は
政
治
・
宗
教
・
倫
理
の
三
方
向
に
渡
る
包
括
的
な
存
在
で
あ

り
、
超
歴
史
的
な
民
族
精
神
」
で
あ
る
と
話
し
、
神
職
た
ち
は
大
い
に
感
動

し
た
と
い
う
（
前
掲
、
磯
前
『
近
代
日
本
の
宗
教
言
説
と
そ
の
系
譜
―
宗

教
・
国
家
・
神
道
―
』
二
二
一
頁
）。

（
１２０
）

次
の
神
職
養
成
ル
ー
ト
の
大
き
な
変
更
は
、
昭
和
一
年
の
神
職
教
習
科
の

國
學
院
大
學
神
道
学
部
へ
の
吸
収
合
併
で
あ
る
。

（
１２１
）

神
社
協
会
編
『
神
社
事
務
提
要
』
神
社
協
会
事
務
所
、
一
九
一
五
年
、
六

〜
七
頁
。

（
１２２
）

前
掲
、『
神
社
事
務
提
要
』
六
〜
七
頁
。

（
１２３
）
「
神
官
神
職
の
教
養
問
題
」（『
雑
誌
』
第
二
十
五
冊
第
八
号
（
昭
和
一
年

八
号
））。
前
掲
、
赤
澤
『
近
代
日
本
の
思
想
動
員
と
宗
教
統
制
』
七
一
頁
よ

り
再
引
用
。

（
１２４
）

明
治
四
十
一
年
三
月
二
十
日
、
神
社
財
産
に
関
す
る
法
律
（
法
律
第
二
三

号
）。

第
一
条

本
法
に
於
て
神
社
と
称
す
る
は
官
国
幣
社
、
府
県
社
以
下

の
神
社
を
謂
ひ
、
財
産
と
称
す
る
は
神
社
の
不
動
産
及
宝
物
に
し

て
登
録
を
受
け
た
る
も
の
を
謂
ふ

第
二
条

地
方
長
官
の
許
可
を
受
け
す
し
て
神
社
財
産
を
担
保
に
供

し
、
又
は
処
分
し
た
る
と
き
は
之
を
無
効
と
す
。
神
社
の
負
債
に

付
亦
同
じ

第
三
条

神
社
財
産
を
処
分
す
る
場
合
に
於
て
其
の
神
社
の
神
職
、

氏
子
総
代
及
崇
敬
者
総
代
は
之
を
取
得
す
る
こ
と
を
得
す

第
五
条

神
社
財
産
た
る
境
内
地
、
社
殿
其
の
他
境
内
地
に
在
る
工

作
物
及
宝
物
は
之
を
差
押
ふ
る
こ
と
を
得
す

第
六
条

神
社
の
不
動
産
及
宝
物
は
地
方
庁
に
於
て
保
管
す
る
台
帳

に
登
録
を
受
く
へ
し

115



附
則

登
録
に
関
す
る
事
項
及
登
録
と
不
動
産
登
記
と
の
関
係
に
付
て
は
勅
令

を
以
て
之
を
定
む

（『
明
治
年
間

法
令
全
書

第
四
十
一
巻
ノ
二
』
原
書
房
、
一
九
九
〇

年
、
二
九
頁
）。

（
１２５
）
『
帝
国
議
会

貴
族
院
議
事
速
記
録

二
四
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九

八
一
年
、
八
四
〜
八
五
頁
。
明
治
四
十
一
年
二
月
十
五
日
、
貴
族
院
第
一
読

会
に
お
け
る
政
府
委
員
吉
原
三
郎
の
発
言
。

（
１２６
）
『
帝
国
議
会

衆
議
院
委
員
会
議
録

明
治
篇
四
七
』
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
八
八
年
、
一
一
七
〜
一
七
八
頁
。

（
１２７
）

塚
本
清
治
『
神
社
に
関
す
る
注
意
』
神
社
協
会
事
務
所
、
一
九
一
六
年
、

一
二
頁
。

（
１２８
）
『
明
治
年
間

法
令
全
書

第
四
十
一
巻
ノ
四
』
原
書
房
、
一
九
九
〇
年
、

二
四
八
〜
二
五
二
頁
。

（
１２９
）

埼
玉
県
で
は
、
会
計
規
定
が
出
さ
れ
た
二
ヶ
月
後
の
九
月
三
十
日
に
は
会

計
規
定
適
用
神
社
へ
そ
の
旨
の
通
達
が
出
さ
れ
て
お
り
迅
速
な
対
応
が
う
か

が
え
る
が
（「
法
令
綴
込
」、『
榎
本
家
文
書
』
八
〇
一
）、
当
時
の
適
用
標
準

は
定
か
で
な
い
。
た
だ
、
明
治
四
十
四
年
に
は
会
計
規
定
適
用
基
準
を
拡
大

し
て
お
り
、
そ
の
と
き
定
め
ら
れ
た
標
準
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

神
饌
幣
帛
料
供
進
指
定
神
社
中
、
左
項
の
一
に
該
当
す
る
も
の
は
内
務

省
令
を
以
て
定
め
ら
れ
た
る
会
計
規
定
適
用
指
定
神
社
と
為
さ
ん
と
す

有
価
証
券
、
預
金
を
合
は
せ
五
百
円
以
上
の
財
産
あ
る
神
社

所
有
地
見
積
金
額
千
円
以
上
に
達
す
る
神
社

所
有
地
、
有
価
証
券
、
預
金
を
合
は
せ
七
百
円
以
上
の
財
産
あ
る

神
社

一
ヶ
年
の
収
入
金
額
百
円
以
上
に
達
す
る
神
社

こ
の
と
き
の
改
正
理
由
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。

先
般
主
務
属
を
派
し
指
定
社
と
未
指
定
社
と
の
一
部
に
就
き
会
計
事
務

処
理
の
実
況
を
調
査
し
た
る
に
、
指
定
社
に
在
り
て
は
不
定
全
な
か
ら

も
帳
簿
を
備
え
證
憑
を
徴
し
秩
序
的
に
処
理
し
つ
つ
あ
る
も
、
未
指
定

社
に
至
り
て
は
相
当
の
財
産
あ
り
且
金
銭
収
支
の
額
亦
指
定
社
に
劣
ら

さ
る
向
き
に
於
て
す
ら
帳
簿
を
設
け
す
、
一
二
総
代
人
の
随
意
処
理
に

委
し
顧
み
さ
る
の
実
況
な
る
に
由
る
。

（「
埼
玉
県
令
第
四
二
号
県
社
以
下
神
社
神
職
俸
給
規
則
制
定
の
件
」、

『
埼
玉
県
行
政
文
書

県
社
以
下
神
社
』
明
二
四
二
一
‐
六
八
）

会
計
規
定
を
適
用
す
る
か
否
か
は
神
社
の
財
産
規
模
に
応
じ
て
決
定
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
多
額
の
収
入
財
産
を
抱
え
な
が
ら
会
計
管

理
が
不
行
き
届
き
な
会
計
規
定
未
指
定
神
社
が
あ
っ
た
た
め
、
明
治
四
十
四

年
に
適
用
標
準
が
改
正
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
な
お
『
榎
本
家
文
書
』
の
榎
本

家
は
北
足
立
郡
の
社
家
で
あ
り
、
詳
し
く
は
第
四
章
で
後
述
す
る
）。

（
１３０
）

府
県
に
よ
っ
て
は
、
地
方
長
官
の
事
務
の
煩
雑
回
避
の
た
め
に
、
さ
ら
に

郡
市
長
へ
監
督
業
務
を
委
任
し
て
い
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る

（「
神
社
に
関
す
る
法
規
の
改
廃
に
付
き
て
」、『
雑
誌
』
第
十
二
冊
第
一
号

（
大
正
二
年
一
月
）
三
四
頁
）。
こ
の
よ
う
な
処
置
は
神
社
と
行
政
側
の
意
思

疎
通
を
容
易
な
も
の
に
し
た
と
思
わ
れ
、
歓
迎
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
１３１
）

前
掲
、『
神
社
事
務
提
要
』
三
二
頁
。『
神
社
事
務
提
要
』
第
二
章
「
神
社

に
関
す
る
改
正
法
規
の
綱
要
」
で
は
、
神
社
関
連
諸
法
規
の
改
正
に
あ
た
っ

て
、
改
正
点
や
そ
の
理
由
を
神
社
協
会
が
独
自
に
解
説
し
て
い
る
。
神
社
協

会
が
内
務
省
神
社
局
を
母
体
と
し
て
設
立
さ
れ
た
団
体
で
あ
る
こ
と
を
考
え

れ
ば
、
こ
れ
ら
綱
要
は
内
務
省
の
意
見
を
一
定
程
度
代
弁
し
て
い
る
と
考
え
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る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
１３２
）

前
掲
、「
神
社
に
関
す
る
法
規
の
改
廃
に
付
き
て
」
三
二
頁
。

（
１３３
）

前
掲
、「
神
社
に
関
す
る
法
規
の
改
廃
に
付
き
て
」
三
二
頁
。

（
１３４
）

例
え
ば
、
従
来
は
内
務
省
の
認
可
が
必
要
で
あ
っ
た
他
府
県
に
わ
た
る
寄

付
金
募
集
や
境
内
地
の
使
用
は
、
関
係
府
県
知
事
に
そ
の
決
定
が
委
ね
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
１３５
）

大
正
二
年
四
月
二
十
一
日
、
訓
令
第
九
号
「
官
国
幣
社
以
下
神
社
神
職
奉

務
規
則
」（『
大
正
年
間

法
令
全
書

第
二
巻
ノ
六
』
原
書
房
、
六
六
頁
）。

（
１３６
）

前
掲
、『
神
社
事
務
提
要
』
三
〇
頁
。

（
１３７
）

前
掲
、『
神
社
事
務
提
要
』
三
〇
〜
三
二
頁
。

（
１３８
）

大
正
二
年
四
月
二
十
一
日
、
訓
令
第
十
号
「
神
社
整
善
に
関
す
る
件
」

（
前
掲
、『
大
正
年
間

法
令
全
書

第
二
巻
ノ
六
』
六
七
〜
六
八
頁
）。

（
１３９
）
「
神
道
界
に
於
け
る
著
書
と
読
者
」（『
会
報
』
第
一
二
五
号
（
明
治
四
十

二
年
三
月
）
七
〜
一
二
頁
）。

（
１４０
）

井
上
頼
�
校
閲
、
磯
部
武
者
五
郎
・
椙
杜
吉
次
著
『
神
職
試
験
問
題
講

義
』
誠
之
堂
、
一
九
〇
七
年
、
凡
例
。
同
書
の
値
段
は
一
円
二
五
銭
で
あ
る
。

誠
之
堂
書
店
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
『
神
皇
正
統
記
講
義
』
や
『
紀
貫
之
歌

集
』、『
国
語
漢
文
模
範
』、『
祝
詞
全
書
』
な
ど
多
く
の
学
術
書
を
出
版
し
て

お
り
、
一
定
以
上
の
知
名
度
・
信
頼
性
を
有
す
る
出
版
社
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。

（
１４１
）

磯
部
武
者
五
郎
の
経
歴
は
不
明
で
あ
る
が
、
明
治
三
十
年
前
後
に
は
東
京

開
成
中
学
校
の
教
員
を
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
（
明
治
三
十
一
年

に
辞
任
）（『
東
京
開
成
中
学
校
校
史
資
料
』
東
京
開
成
中
学
校
、
一
九
三
六

年
、
三
二
三
頁
）。
磯
部
に
は
『
神
職
試
験
問
題
講
義
』
の
ほ
か
に
『
神
道

興
教
論
』（
一
九
九
〇
年
）
や
『
神
社
財
産
法
講
義
・
神
社
祭
式
行
事
作
法

講
義
』（
誠
之
堂
、
一
九
〇
九
年
）
な
ど
の
著
書
も
あ
る
。

（
１４２
）

椙
杜
吉
次
は
当
時
内
務
省
神
社
局
属
を
務
め
て
い
た
（『
明
治
四
十
年
五

月
一
日
現
在

職
員
録
』（
国
立
公
文
書
館
、
本
館
2A
‐
０１６
、
職
Ｃ
３８
、

リ
ー
ル
�
９８
、
コ
マ
�
６３
））。

（
１４３
）

神
典
研
究
会
編
『
簡
易

神
職
速
成
講
義

上
巻
』
一
九
一
六
年
、
緒
言
。

ち
な
み
に
同
書
は
上
下
巻
で
二
円
で
あ
っ
た
。

（
１４４
）

神
人
社
同
人
編
『
学
階
試
験
問
題
集
』
一
九
二
五
年
。
定
価
九
五
銭
。
緒

言
で
は
「
本
書
は
皇
典
講
究
所
学
階
受
験
者
の
勉
学
に
便
な
ら
し
め
ん
が
為

に
其
の
軌
範
的
参
考
書
と
し
て
刊
行
せ
ら
れ
た
る
も
の
な
り
」
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
神
人
社
同
人
に
つ
い
て
も
、
如
何
な
る
団
体
も
し
く
は
人
物
な
の

か
は
判
明
し
て
い
な
い
が
、
緒
言
は
宮
司
で
皇
典
講
究
所
専
務
理
事
の
桑
原

芳
樹
が
記
し
て
い
る
。

（
１４５
）

皇
典
講
究
所
神
職
養
成
部
編
『
講
演
集

一
』
一
九
一
二
年
。
将
来
的
に

は
「
各
学
科
の
講
義
録
を
と
思
へ
ど
、
準
備
の
都
合
も
あ
れ
ば
、
ま
づ
総
論
的

の
も
の
数
編
を
一
冊
と
」
し
た
と
い
う
（
は
し
が
き
）。
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