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は
じ
め
に

　

近
代
に
な
っ
て
も
、
神
社
建
築
は
そ
れ
ま
で
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら

な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
日
本
建
築
史
で
も
、
神

明
造
り
や
流
造
り
な
ど
の
神
社
形
式
が
昔
か
ら
継
承
さ
れ
て
き
た
こ

と
が
強
調
さ
れ
る
。
し
か
し
、
神
社
建
築
の
あ
り
方
や
そ
れ
を
支
え

る
建
築
思
想
に
は
、
明
治
維
新
の
前
後
で
か
な
り
大
き
な
違
い
が
見

ら
れ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。

　

そ
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は
、
神
仏
分
離
令
（
明
治
元
年
）
と

そ
れ
に
と
も
な
う
神
社
の
国
家
管
理
制
度
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
国
民

国
家
と
し
て
近
代
化
の
ス
タ
ー
ト
を
切
る
際
に
日
本
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
創
出
す
る
必
要
が
生
じ
、
そ
の
拠
り
所
の
ひ
と
つ
を
日

本
の
過
去
に
、
特
に
神
道
に
求
め
よ
う
と
し
た
こ
と
に
関
係
し
て
い

る
。
そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
の
「
復
古
」
は
、
古
代
を
志
向
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
て
、
実
は
近
代
国
家
形
成
の
た
め
に
、
つ
ま
り
国

民
の
統
合
を
図
る
た
め
の
一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
幕
末
か
ら
掲

げ
ら
れ
た
「
新
し
い
」
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
近
代
」

が
反
映
し
て
い
る
。

　

そ
れ
ま
で
の
日
本
の
宗
教
空
間
は
、
神
仏
習
合
に
よ
っ
て
形
成
さ

れ
て
い
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。し
か
し
、神
仏
分
離
に
よ
っ

て
、
両
者
を
截
然
と
区
別
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
た
め
、
神
社
境

内
の
仏
教
的
施
設
の
移
管
や
解
体
が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
神
社
ら

し
さ
と
は
何
か
と
い
う
問
い
が
あ
ら
た
め
て
浮
上
し
た
は
ず
で
あ
る
。

建
築
に
お
い
て
は
、
仏
教
建
築
と
の
違
い
を
ど
こ
に
見
る
の
か
、「
復

古
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
建
築
思
想
や
デ
ザ
イ
ン

が
ふ
さ
わ
し
い
の
か
と
い
う
課
題
が
姿
を
現
わ
し
は
じ
め
た
。
た
と

え
ば
、
伝
統
的
な
形
式
に
拠
る
と
い
う
こ
と
で
流
造
り
を
採
用
す
る

こ
と
に
し
た
と
し
て
も
、賀
茂
別
雷
（
上
賀
茂
）
神
社
や
賀
茂
御
祖
（
下

鴨
）
神
社
の
よ
う
な
古
式
の
も
の
と
滋
賀
県
に
よ
く
見
ら
れ
る
外
陣

付
き
の
も
の
の
ど
ち
ら
を
選
ぶ
の
か
と
か
、
さ
ら
に
は
懸
魚
や
蟇
股

近
代
の
神
社
建
築

藤

岡

洋

保
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な
ど
の
意
匠
を
ど
の
よ
う
な
も
の
に
す
れ
ば
い
い
の
か
な
ど
判
断
を

せ
ま
ら
れ
る
こ
と
が
次
々
に
出
て
く
る
し
、
そ
の
判
断
に
は
な
ん
ら

か
の
根
拠
が
求
め
ら
れ
る
。「
復
古
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
だ
け
で

は
神
社
を
設
計
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

一　

内
務
省
の
神
社
営
繕
行
政

　

神
社
を
国
家
管
理
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
そ
れ
に
先

だ
っ
て
明
治
新
政
府
に
明
確
な
方
針
が
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
大
蔵
省
や
教
部
省
、
式
部
省
な
ど
が
そ
れ

ぞ
れ
の
立
場
か
ら
発
言
し
て
い
た
が
、
省
の
レ
ベ
ル
を
超
え
て
何
ら

か
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
あ
っ
た
よ
う
に
は
見
え
な
い
の
で
あ
る
。
揺

籃
期
に
は
こ
の
よ
う
に
手
探
り
状
態
だ
っ
た
わ
け
だ
が
、
お
そ
く
と

も
明
治
一
〇
年
一
月
の
社
寺
局
設
置
頃
か
ら
内
務
省
が
営
繕
業
務
を

管
轄
し
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
る
。

　

国
が
管
理
す
る
と
は
い
え
、
内
務
省
内
で
営
繕
業
務
に
割
け
る
人

員
は
わ
ず
か
だ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
官
国
幣
社
は
全
国
に
点
在
し
、

し
か
も
交
通
通
信
手
段
も
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
時
代
な
の
で
、

そ
の
業
務
は
、
内
務
省
の
ほ
か
の
業
務
と
同
様
、
府
県
庁
を
通
し
て

行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
政
府
の
財
政
は
楽
で
は
な
く
、
内
務
省

の
基
本
方
針
は
、
営
繕
費
の
拡
大
を
お
さ
え
る
こ
と
と
、
支
出
の
基

準
を
設
け
る
な
ど
し
て
公
平
性
に
配
慮
す
る
こ
と
に
主
力
が
置
か
れ

た
。
国
の
予
算
執
行
の
ル
ー
ル
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
わ
け
だ
か
ら
、
お
役
所
仕
事
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
の
が
、
明
治
時
代
に
適
用
さ
れ
た

「
制
限
図
」
で
あ
る
。

　

制
限
図
は
、
境
内
の
面
積
や
社
殿
の
種
類
、
規
模
の
基
準
を
社
格

に
応
じ
て
示
し
た
も
の
で
、
平
面
図
と
立
面
図
が
添
付
さ
れ
て
い
た
。

資
料
で
さ
か
の
ぼ
れ
る
か
ぎ
り
、
明
治
五
年
八
月
の
大
蔵
省
伺
「
社

格
ニ
応
シ
別
紙
絵
図
面
ノ
通
建
社
坪
数
制
限
御
定
メ
相
成
度
」
が
発

端
で
、明
治
六
年
三
月
に
太
政
官
指
令
「
官
社
坪
数
ノ
制
限
ヲ
定
ム
」

と
し
て
、
図
面
を
添
付
し
て
出
さ
れ
た
。
し
か
し
、
実
際
に
適
用
さ

れ
た
の
は
そ
の
図
に
示
さ
れ
た
も
の
と
は
少
し
異
な
り
、
明
治
八
年

春
に
内
務
省
と
教
部
省
が
協
議
の
上
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
）
1
（

。
そ
れ

に
よ
れ
ば
、
大
・
中
・
小
社
別
に
各
社
殿
の
配
置
図
や
平
面
図
・
立

面
図
、
規
模
・
形
式
が
示
さ
れ
て
い
る
。
配
置
形
式
は
す
べ
て
同
じ

で
、
本
殿
・
祝
詞
舎
・
中
門
・
拝
殿
・
鳥
居
が
軸
線
上
に
並
び
、
中

門
か
ら
出
た
透
塀
が
本
殿
を
囲
み
、
そ
れ
ら
と
拝
殿
・
神
庫
を
含
む

区
域
を
玉
垣
が
囲
み
、
さ
ら
に
そ
の
外
の
祭
器
庫
・
神
饌
所
・
社
務

所
・
手
水
舎
を
玉
垣
が
囲
む
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
図
一
）。
本
殿

の
形
式
は
三
間
社
流
造
り
で
、
拝
殿
は
三
間
二
間
、
京
都
や
滋
賀
に

よ
く
見
ら
れ
る
舞
殿
風
の
吹
き
放
ち
で
、
入
母
屋
屋
根
が
架
か
る
形

式
の
も
の
で
あ
る
。
中
門
は
一
間
で
、
切
妻
の
起
り
屋
根
が
架
か
る

と
い
う
、
珍
し
い
形
式
（
そ
の
由
来
は
不
明
）
の
も
の
で
あ
る
（
図
二
）。

　

内
務
省
が
こ
の
制
限
図
を
府
県
庁
に
下
げ
渡
し
て
神
社
の
営
繕
を
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行
わ
せ
た
た
め
、
そ
の
図
に
よ
く
似
た
社
殿
が
多
数
つ
く
ら
れ
た
の

は
事
実
だ
が
、
内
務
省
の
意
図
は
あ
く
ま
で
も
規
模
制
限
に
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
明
治
二
二
年
九
月
一
六
日
の
内
務
省
訓
令
第
六
四
二
号
で

「
官
国
幣
社
新
設
建
物
従
前
官
営
箇
所
ニ
属
ス
ル
部
分
ハ
別
冊
制
限

図
ノ
坪
数
ニ
超
過
ス
ル
コ
ト
得
ス
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
ま
た
官
国

幣
社
側
か
ら
社
殿
造
営
の
要
望
が
出
さ
れ
た
と
き
、
制
限
図
が
定
め

る
面
積
を
超
過
し
た
分
は
神
社
負
担
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が

え
る
。

　

こ
れ
ま
で
、
制
限
図
に
よ
く
似
た
社
殿
が
つ
く
ら
れ
て
き
た
こ
と

を
重
視
し
て
「
制
限
図
式
」
と
呼
ぶ
傾
向
が
あ
っ
た
し
、
谷
重
雄
博

士
は
、
明
治
期
造
営
の
神
社
に
「
制
限
図
式
」
と
「
非
制
限
図
式
」

図１　制限図大社総絵図
（國學院大學蔵『官国幣社造営制限図』から）

図２　建勲神社
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が
あ
る
と
し
て
い
る
）
2
（

。
し
か
し
、
そ
の
「
非
制
限
図
式
」
に
数
え
ら

れ
て
い
る
も
の
も
、
基
本
的
に
は
制
限
図
の
枠
内
に
あ
っ
た
と
見
る

べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
射
水
神
社
の
明
治
三
五
年
の
再
建
で

は
、
社
殿
の
形
式
は
神
明
造
り
で
、
一
見
制
限
図
と
無
縁
な
よ
う
だ

が
、
本
殿
、
中
門
、
拝
殿
が
一
直
線
に
並
び
、
中
門
か
ら
出
た
透
塀

が
本
殿
を
囲
む
と
い
う
配
置
形
式
は
制
限
図
と
同
じ
で
あ
り
、
社
殿

の
規
模
も
、
社
務
所
以
外
は
中
社
の
規
模
制
限
に
従
っ
て
い
る
（
図

三
）。
制
限
図
は
「
其
形
式
構
造
を
制
限
し
た
る
も
の
に
あ
ら
ざ
る
」

も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
）
3
（

。

　

そ
の
一
方
で
、
神
社
側
か
ら
見
れ
ば
、
制
限
図
は
社
殿
造
営
を
願

い
出
る
際
の
根
拠
に
も
な
り
得
た
。
そ
れ
は
、
制
限
図
が
官
国
幣
社

が
備
え
る
べ
き
社
殿
の
種
類
を
示
し
た
も
の
と
も
見
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
拝
殿
や
社
務
所
を
持
た
な
い
神
社
は
明
治
初
期
に
は
少
な
く

な
か
っ
た
の
で
、
制
限
図
を
根
拠
に
社
格
相
当
の
社
殿
を
整
備
し
た

い
と
い
う
要
望
が
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
氷
川
神
社
（
埼
玉
）

の
明
治
一
〇
年
代
の
造
営
は
こ
の
制
限
図
の
影
響
を
象
徴
す
る
事

例
と
い
え
る
。
同
社
は
賀
茂
別
雷
神
社
な
ど
と
と
も
に
、「
上
代
ノ

遺
制
ナ
ル
ヘ
ク
存
候
事
」（
明
治
八
年
）
4
（

）
と
さ
れ
た
由
緒
あ
る
一
二
社

の
ひ
と
つ
で
、
制
限
図
の
対
象
外
と
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

明
治
一
二
、
一
三
年
に
官
幣
大
社
に
ふ
さ
わ
し
い
社
殿
整
備
を
内
務

省
に
申
請
し
、
制
限
図
に
則
っ
た
本
殿
・
中
門
・
拝
殿
が
明
治
一
五

年
に
つ
く
ら
れ
た
。

図３　射水神社境内図（『射水神社志』から）
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中
門
の
デ
ザ
イ
ン
に
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
制
限
図
に
は
建
築
史

的
な
正
当
性
は
な
く
、
神
社
建
築
の
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
の
認
識

も
な
か
っ
た
。
京
都
や
滋
賀
あ
た
り
に
よ
く
見
か
け
る
神
社
の
姿
を

参
照
し
な
が
ら
、
高
い
見
識
の
な
い
ま
ま
、
作
成
・
適
用
さ
れ
た
も

の
に
す
ぎ
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
制
限
図
に
見
ら
れ
る
の
は
、
公
平

性
を
重
視
し
た
営
繕
行
政
と
い
う
内
務
省
の
姿
勢
で
あ
り
、
近
代
に

お
い
て
神
社
建
築
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
意
識
は
抜
け
落

ち
て
い
た
。
ち
な
み
に
、
制
限
図
は
大
正
元
年
一
一
月
一
六
日
の
内

務
省
訓
令
第
一
〇
号
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
。

　

明
治
二
〇
年
に
は
、
そ
の
後
の
官
国
幣
社
行
政
を
方
向
づ
け
た
官

国
幣
社
保
存
金
制
度
が
導
入
さ
れ
、
明
治
二
三
年
に
出
さ
れ
た
「
官

国
幣
社
保
存
金
区
分
取
扱
方
」
が
、
官
国
幣
社
営
繕
の
ひ
と
つ
の
柱

と
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
各
社
に
配
ら
れ
る
保
存
金
の
中

か
ら
一
五
％
を
天
引
き
し
て
積
み
立
て
、
罹
災
し
た
神
社
の
社
殿
復

興
に
充
て
る
も
の
で
あ
る
。
明
治
四
〇
年
に
は
、
保
存
金
制
度
に
代

え
て
国
庫
共
進
金
制
度
が
施
行
さ
れ
た
が
、
営
繕
費
を
天
引
き
し
て

積
み
立
て
る
や
り
方
は
そ
こ
に
受
け
継
が
れ
、「
各
社
共
通
金
」
と

呼
ば
れ
た
（
こ
の
名
称
は
そ
れ
以
前
か
ら
使
わ
れ
て
い
る
）。
な
お
、
こ

の
各
社
共
通
金
は
営
繕
事
業
に
お
い
て
は
補
助
的
な
位
置
づ
け
の
も

の
だ
っ
た
。

　

官
国
幣
社
の
本
格
的
な
神
社
営
繕
の
た
め
の
枠
組
み
は
「
臨
時
神

社
費
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
だ
っ
た
。『
内
務
省
所
管
経
費
決
算
報
告

書
』
に
こ
の
費
目
が
登
場
す
る
の
は
明
治
三
四
年
度
で
、
射
水
神
社

の
社
殿
復
興
費
と
し
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
同
社
が
明
治
三
三
年
に

焼
失
し
た
た
め
再
建
が
必
要
に
な
っ
た
が
、
各
社
共
通
金
で
は
対
応

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
勅
裁
を
経
て
臨
時
に
支
出
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
（
図
三
）。
こ
の
「
臨
時
神
社
費
」
は
、
罹
災
な
ど
の
た
め

に
特
定
の
神
社
の
営
繕
が
必
要
に
な
り
、
し
か
も
そ
の
金
額
が
か
な

り
多
額
に
な
る
場
合
に
臨
時
に
計
上
さ
れ
た
も
の
ら
し
い
。
そ
の
費

目
が
そ
の
都
度
異
な
る
こ
と
か
ら
、
当
初
そ
れ
は
制
度
化
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、
明
治
四
四
年
度
の
『
内

務
省
所
管
経
費
決
算
報
告
書
』
か
ら
こ
の
費
目
は
毎
年
登
場
す
る
よ

う
に
な
る
の
で
、「
臨
時
」
と
い
う
名
目
で
は
あ
っ
て
も
、
こ
の
頃

か
ら
大
規
模
営
繕
の
た
め
の
定
常
的
な
枠
組
み
と
し
て
認
め
ら
れ
て

い
た
と
見
ら
れ
る
。
各
社
共
通
金
と
の
違
い
は
、
多
額
だ
っ
た
こ
と

と
、
特
定
の
神
社
の
営
繕
事
業
に
特
化
し
て
組
ま
れ
て
い
た
こ
と
に

あ
る
）
5
（

。

　

そ
の
後
の
官
国
幣
社
の
営
繕
事
業
は
各
社
共
通
金
と
臨
時
神
社
費

の
二
本
立
て
で
行
わ
れ
た
が
、
神
社
側
か
ら
見
れ
ば
そ
れ
に
充
て
ら

れ
た
予
算
は
不
十
分
な
も
の
だ
っ
た
。
神
社
本
廳
に
「
府
県
別
官
国

幣
社
土
地
建
物
台
帳
」（
仮
称
）
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
旧

内
務
省
資
料
で
、
府
県
別
に
、
官
国
幣
社
一
社
ご
と
の
境
内
坪
数
、

社
殿
・
工
作
物
の
包
囲
・
規
模
・
建
設
年
代
、
明
治
以
降
の
修
理
記

録
が
、
ガ
リ
版
刷
り
の
統
一
さ
れ
た
書
式
の
も
と
に
記
さ
れ
た
も
の
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で
あ
る
。
栃
木
県
と
埼
玉
県
を
除
く
四
五
府
県
分
が
残
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
関
東
大
震
災
後
に
内
務
省
で
つ
く
り
直
さ
れ
た
も
の
と
見
ら

れ
る
。
明
治
中
期
に
同
様
の
も
の
が
存
在
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は

公
文
書
か
ら
う
か
が
え
る
。
こ
の
資
料
を
分
析
す
る
と
、
官
国
幣
社

の
営
繕
の
様
子
を
か
な
り
詳
細
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、

こ
の
台
帳
に
記
さ
れ
て
い
る
社
殿
・
工
作
物
の
総
数
は
九
、
三
一
九

件
だ
が
、
そ
の
う
ち
一
度
も
修
理
記
録
の
な
い
も
の
が
二
、
〇
三
一

件
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
台
帳
記
載
の
一
九
三
社
の
う
ち
、
八
六
社
の

本
殿
に
関
し
て
は
明
治
以
降
の
修
理
記
録
が
な
く
、
う
ち
二
七
社
に

つ
い
て
は
五
〇
年
以
上
も
手
つ
か
ず
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
官
国
幣
社
の
社
殿
の
営
繕
が
十
分
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と

が
う
か
が
え
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
は
、「
神
社
制
度
調
査
会
」（
昭
和
四
年
設
立
）

の
議
事
録
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
調
査
会
で
は
神
社
行
政
の
問

題
点
を
と
り
上
げ
、
そ
の
改
善
策
を
答
申
し
て
い
る
。
営
繕
に
関
し

て
も
、
内
務
省
神
社
局
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
説
明
が
行
わ
れ
て
い
る
。

中
で
も
角
南
隆
技
師
が
、
昭
和
九
年
に
行
っ
た
現
状
報
告
は
詳
細
か

つ
具
体
的
な
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
神
仏
分
離
に
と
も
な

う
仏
教
関
連
施
設
の
撤
去
に
よ
っ
て
境
内
が
歯
抜
け
状
態
に
な
っ
た

例
が
多
か
っ
た
こ
と
、
そ
の
後
拝
殿
や
中
門
・
透
塀
・
神
饌
所
・
社

務
所
な
ど
が
新
設
さ
れ
た
が
、
使
い
勝
手
の
悪
い
も
の
が
多
く
、
し

か
も
維
持
が
不
十
分
だ
っ
た
た
め
に
改
築
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た

社
殿
が
多
か
っ
た
こ
と
（
そ
の
典
型
が
明
治
初
期
に
建
て
ら
れ
た
別
格
官

幣
社
）
が
問
題
点
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
近
代
化
に
と
も

な
い
、拝
礼
の
仕
方
の
変
化
（
立
拝
の
導
入
）
や
衛
生
観
念
の
変
化
（
手

水
を
流
水
に
す
る
こ
と
な
ど
）
へ
の
対
応
や
周
囲
の
景
観
が
変
わ
っ
た

こ
と
に
応
じ
て
神
社
の
尊
厳
を
守
る
こ
と
や
照
明
設
備
の
導
入
の
必

要
性
を
訴
え
た
。
さ
ら
に
、
社
殿
の
大
修
理
を
五
〇
年
に
一
度
、
屋

根
替
え
を
二
五
年
に
一
度
、
鳥
居
の
改
築
を
五
〇
年
ご
と
に
一
度
行

う
と
仮
定
し
、
あ
わ
せ
て
境
内
整
備
と
し
て
坪
あ
た
り
二
五
銭
充
て

る
こ
と
（
対
象
面
積
一
五
〇
万
坪
）
に
す
る
と
、
維
持
だ
け
で
年
九
五

万
八
千
円
要
す
る
こ
と
に
な
る
。
臨
時
神
社
費
に
よ
る
営
繕
に
お
い

て
国
費
以
外
か
ら
の
寄
付
金
が
平
均
す
る
と
年
平
均
で
二
〇
万
円
見

込
め
る
の
で
、
そ
れ
を
引
く
と
約
七
五
万
円
に
な
り
、
そ
の
ほ
か
に

各
社
共
通
金
を
二
〇
万
円
に
増
額
し
、
さ
ら
に
境
内
の
施
設
整
備
に

五
万
円
を
あ
て
る
こ
と
に
す
る
と
、
年
あ
た
り
総
額
一
〇
〇
万
円
で
、

そ
れ
が
官
国
幣
社
の
社
殿
の
維
持
に
最
低
限
必
要
な
額
で
あ
る
と
訴

え
た
）
6
（

。
こ
の
よ
う
な
増
額
要
請
を
も
と
に
、
第
四
四
回
特
別
委
員
会

（
昭
和
九
年
一
〇
月
一
〇
日
）
で
「
国
ニ
於
テ
国
庫
共
進
金
並
営
繕
ニ

関
ス
ル
費
用
ヲ
相
当
増
額
シ
神
明
奉
仕
上
遺
憾
ナ
ラ
ラ
シ
ム
ト
同
時

ニ
社
殿
境
内
等
ヲ
恒
久
的
計
画
ノ
下
ニ
維
持
整
備
」
す
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
）
（
（

、
こ
れ
を
受
け
て
神
社
営
繕
予
算
が
増
額
さ
れ
た
。
そ
の
後

の
昭
和
一
〇
年
代
は
官
国
幣
社
の
営
繕
が
も
っ
と
も
さ
か
ん
に
行
わ

れ
た
時
代
に
な
っ
た
（
昭
和
九
年
の
室
戸
台
風
被
害
の
復
旧
も
重
ね
ら
れ
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た
）。

　

そ
れ
よ
り
前
の
時
代
に
お
い
て
は
、
国
家
管
理
と
い
う
前
提
が

あ
っ
た
も
の
の
、
内
務
省
は
維
持
す
ら
十
分
に
は
手
が
回
ら
な
い
と

い
う
状
況
の
も
と
で
営
繕
費
抑
制
を
基
本
方
針
に
せ
ざ
る
を
得
ず
、

神
社
側
か
ら
見
れ
ば
国
は
十
分
に
対
応
し
て
く
れ
な
い
と
い
う
不
満

を
抱
き
続
け
て
い
た
と
い
う
の
が
、
官
国
幣
社
営
繕
の
実
態
だ
っ
た
。

神
職
の
俸
給
（
昭
和
初
期
に
は
総
額
で
年
間
約
百
万
円
）
が
国
庫
負
担

だ
っ
た
の
は
官
国
幣
社
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
に
違
い
な

い
が
、
営
繕
に
関
し
て
は
「
手
厚
い
保
護
」
と
ま
で
は
い
い
が
た
い

状
況
が
続
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二　

明
治
神
宮
の
造
営
事
業

　

大
正
時
代
に
行
わ
れ
た
明
治
神
宮
造
営
事
業
は
、
近
代
神
社
建
築

史
上
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
明
確
に
は

認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
、
神
社
建
築
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
課

題
に
正
面
か
ら
向
き
合
う
機
会
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
創

立
と
い
う
こ
と
で
前
例
に
倣
う
わ
け
に
は
い
か
ず
、
社
殿
の
形
式
や

規
模
な
ど
を
ど
う
す
る
か
が
問
題
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
特
定
の
御

祭
神
（
こ
の
場
合
は
明
治
天
皇
と
昭
憲
皇
太
后
）
を
祀
る
の
に
ふ
さ
わ

し
い
社
殿
や
境
内
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
あ
わ

せ
て
宝
物
殿
や
聖
徳
記
念
絵
画
館
の
建
設
が
計
画
さ
れ
た
が
、
こ
こ

で
は
新
し
い
構
造
（
近
代
技
術
）
を
用
い
て
「
伝
統
」
と
「
近
代
化
」

を
表
象
す
る
と
い
う
課
題
に
対
応
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
こ
れ

ら
の
営
繕
業
務
を
担
当
す
る
部
局
と
し
て
、
大
正
四
年
に
明
治
神
宮

造
営
局
が
設
置
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
大
正
九
年
に
社
殿
が
、
大
正
一

〇
年
に
宝
物
殿
が
、
そ
し
て
絵
画
館
は
大
正
一
五
年
に
竣
工
し
た
。

　

本
殿
の
形
式
に
は
流
造
り
が
採
用
さ
れ
た
。
ど
の
形
式
に
す
る
か

で
議
論
が
あ
っ
た
が
、「
唯
一
の
理
想
の
答
」
は
あ
り
得
な
い
こ
と

が
確
認
さ
れ
た
だ
け
で
、
結
局
、
も
っ
と
も
無
難
な
流
造
り
が
採
用

さ
れ
た
（
図
四
）。
そ
の
こ
と
を
含
め
、
明
治
神
宮
に
は
配
置
計
画

な
ど
に
も
制
限
図
の
影
響
が
感
じ
ら
れ
る
。
特
に
そ
れ
を
意
識
し
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
当
時
そ
れ
に
代
わ
り
得
る
思
想
が

な
か
っ
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
威
厳
や
神

聖
さ
を
表
現
す
る
た
め
に
日
本
建
築
史
の
知
識
を
駆
使
し
て
い
る
点

も
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
は
石
張
り
の
基
壇
に
建
物
を
載
せ
た
こ
と
や
、

神
聖
度
の
高
い
社
殿
ほ
ど
地
盤
面
を
高
く
し
て
い
る
こ
と
に
見
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
や
り
方
は
そ
れ
ま
で
の
神
社
建
築
で
は
一
般
的
で

は
な
い
し
、
石
の
基
壇
は
本
来
仏
教
建
築
の
手
法
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

日
本
建
築
史
と
い
う
、
近
代
に
な
っ
て
形
成
さ
れ
た
学
問
の
知
見
を

適
用
し
て
、
各
社
殿
の
関
係
に
配
慮
し
な
が
ら
全
体
を
ま
と
め
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
、
一
見
「
伝
統
」
を
踏
襲
し
て
い
る
よ
う
に
見
え

て
、
実
は
近
代
的
な
知
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ

る
。
設
計
は
伊
東
忠
太
（
一
八
六
七
～
一
九
五
四
）
の
指
導
の
も
と
で

安
藤
時
蔵
（
一
八
七
一
～
一
九
一
七
）
と
大
江
新
太
郎
（
一
八
七
九
～
一
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図４　明治神宮本殿（創立時）（『明治神宮画集』から）

九
三
六
）
が
担
当
し
た
。
創
建
時
の
社
殿
で
現
存
す
る
も
の
の
う
ち
、

南
神
門
（
図
五
）
は
安
藤
の
好
み
を
生
か
し
た
、
鎌
倉
時
代
風
の
和

様
で
、
細
部
に
は
大
江
の
優
麗
な
装
飾
が
配
さ
れ
た
も
の
で
。
姿
に

気
品
が
あ
り
、
近
代
の
和
風
建
築
の
傑
作
に
数
え
ら
れ
る
。

　

明
治
神
宮
造
営
事
業
は
、
近
代
に
ふ
さ
わ
し
い
神
社
建
築
の
あ
り

方
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
課
題
を
提
示
す
る
こ
と
に
な
っ
た

が
、
制
限
図
の
影
響
が
う
か
が
え
る
こ
と
か
ら
も
、
明
治
時
代
の
神

社
営
繕
の
集
大
成
と
位
置
づ
け
た
方
が
い
い
。
そ
こ
で
認
識
さ
れ
た

課
題
へ
の
対
応
は
、
そ
の
後
の
角
南
隆
の
活
動
を
待
た
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。

　

ち
な
み
に
、
宝
物
殿
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
鉄
骨
造
で
「
和

風
」
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
設
計
者
は
大
江
新
太
郎
で
あ

る
。
寝
殿
造
り
の
配
置
に
想
を
得
た
と
見
ら
れ
る
が
、
施
設
を
七
つ

の
建
物
に
分
け
て
相
称
性
を
意
識
し
て
配
置
し
、
そ
れ
ら
の
屋
根
の

重
な
り
に
よ
っ
て
華
麗
な
表
現
に
し
た
こ
と
や
、
展
示
室
で
あ
る
南

倉
を
ピ
ロ
テ
ィ
で
持
ち
上
げ
て
そ
の
重
要
さ
を
表
現
す
る
な
ど
、
大

江
ら
し
い
、
論
理
性
・
秩
序
重
視
の
デ
ザ
イ
ン
が
展
開
さ
れ
て
い
る

（
図
六
）。
ち
な
み
に
、
こ
の
宝
物
殿
は
神
社
に
お
け
る
不
燃
構
造
の

宝
物
殿
建
設
の
先
駆
け
に
な
っ
た
点
で
も
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
直
後

か
ら
戦
前
に
、
上
杉
神
社
稽
照
殿
（
伊
東
忠
太
、
大
正
一
五
年
）
な
ど
、

少
な
く
と
も
九
つ
の
神
社
で
同
様
の
施
設
が
建
て
ら
れ
た
。

　

聖
徳
記
念
絵
画
館
（
図
七
）
は
、
当
時
の
最
新
の
デ
ザ
イ
ン
で
ま
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図６　明治神宮宝物殿南倉

図５　明治神宮南神門（創立時）（同前）
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と
め
ら
れ
て
い
る
。

特
に
エ
ン
ト
ラ
ン
ス

ホ
ー
ル
の
直
径
一
五

ｍ
の
ド
ー
ム
は
、
日

本
で
最
も
早
い
鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の

シ
ェ
ル
構
造
で
、
当

時
の
世
界
最
高
水
準

の
技
術
が
適
用
さ
れ

て
い
た
。

　

社
殿
と
宝
物
殿
・

絵
画
館
を
あ
わ
せ
見

る
こ
と
に
よ
っ
て
明

治
神
宮
造
営
事
業
の

本
質
が
よ
り
よ
く
理

解
で
き
る
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
れ
は
、
明

治
天
皇
が
「
伝
統
」

と
「
近
代
化
」
を
と

も
に
体
現
す
る
両
義

的
存
在
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
と

図７　明治神宮聖徳記念絵画館
（『聖徳記念絵画館並葬場殿趾記念建造物競技設計図集』第五版から）

い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
本
の
近
代
に
お
け
る
、
方
向
性
の
異
な
る
二

つ
の
テ
ー
マ
、
つ
ま
り
西
洋
か
ら
知
識
や
技
術
を
学
び
つ
つ
近
代
化

を
図
る
こ
と
と
西
洋
と
の
距
離
を
と
る
こ
と
で
自
己
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
創
出
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
共
に
具
現
化
し
た
事
業
と

も
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
明
治
神
宮
内
苑
・
外
苑
は
日
本
の
近

代
を
象
徴
的
に
示
す
場
と
い
え
る
。

三　

角
南
隆
の
神
社
建
築

　

伊
東
忠
太
や
大
江
新
太
郎
は
近
代
に
お
け
る
神
社
建
築
家
と
し
て

名
高
い
。
し
か
し
、
神
社
建
築
家
と
し
て
最
大
の
功
績
を
遺
し
た

の
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
角
南
隆
（
一
八
八
七
～
一
九
八
〇
）
で
あ
る
。

大
正
九
年
か
ら
昭
和
二
一
年
ま
で
の
内
務
省
神
社
局
・
神
祇
院
が
管

轄
す
る
官
国
幣
社
の
営
繕
事
業
の
責
任
者
と
し
て
、
神
社
建
築
に
か

か
わ
り
続
け
た
。
戦
後
も
明
治
神
宮
復
興
事
業
や
伊
勢
神
宮
式
年
遷

宮
な
ど
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。

　

角
南
が
め
ざ
し
た
の
は
、
近
代
に
ふ
さ
わ
し
い
神
社
で
あ
る
。
各

社
の
祭
神
や
由
緒
、
地
域
的
特
性
を
考
慮
し
、
各
社
殿
の
本
来
の
意

味
や
使
い
方
を
歴
史
を
遡
っ
て
認
識
し
た
う
え
で
、
現
代
の
機
能
的

要
請
に
あ
わ
せ
て
、
本
殿
を
中
心
に
体
系
的
に
配
置
し
、
全
体
を
有

機
的
な
施
設
群
と
し
て
構
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

角
南
は
神
社
ご
と
の
由
緒
や
社
殿
形
式
を
重
視
し
た
か
ら
、
当
然

な
が
ら
制
限
図
に
対
し
て
は
否
定
的
で
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
こ
と
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を
め
ざ
し
た
。
彼
は
、「
無
言
の
裡
に
人
に
感
銘
を
与
へ
」「
気
高
き

表
現
に
重
き
を
置
く
」
た
め
に
、
本
殿
と
拝
殿
を
幣
殿
・
祝
詞
舎
を

介
し
て
一
体
化
し
て
、
本
殿
と
参
拝
者
を
近
づ
け
、
参
拝
者
が
神
の

お
わ
す
と
こ
ろ
を
感
じ
と
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
（
彼
に
よ
れ
ば
、「
心

持
よ
く
額
づ
き
得
る
よ
う
」
で
あ
る
こ
と
）
を
重
視
し
た
）
8
（

。
ま
た
、
そ

れ
に
よ
っ
て
各
社
殿
の
屋
根
が
個
別
に
、
し
か
も
連
な
り
な
が
ら
架

か
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
境
内
に
「
輪
奐
の
美
」
を

も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。
ま
た
、
本
殿
だ
け
に
堅
魚
木
や

千
木
を
載
せ
て
遠
目
に
も
そ
れ
と
わ
か
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
も
留

意
し
た
。
社
殿
を
石
の
基
壇
の
上
に
載
せ
、
神
聖
度
が
高
い
も
の
ほ

ど
そ
の
高
さ
を
高
く
し
た
。
要
す
る
に
、
神
社
と
し
て
の
神
聖
さ
や

気
高
さ
、
そ
し
て
各
社
殿
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
表
現
す
る
こ
と
と
、

現
代
的
な
要
請
を
含
め
た
機
能
と
の
融
合
を
図
る
こ
と
を
理
想
と
し

た
の
で
あ
る
。

　

彼
の
初
期
の
代
表
作
は
吉
野
神
宮
（
昭
和
七
年
改
築
、図
八
）
で
あ
る
。

同
社
は
明
治
二
二
年
に
制
限
図
に
従
っ
て
つ
く
ら
れ
て
い
た
が
、
彼

は
本
殿
の
向
き
を
含
め
、
す
べ
て
を
つ
く
り
か
え
た
。
当
初
南
面
し

て
い
た
本
殿
を
北
面
さ
せ
、
鳥
居
、
神
門
、
拝
殿
、
祝
詞
舎
が
軸
線

上
に
並
ぶ
よ
う
に
し
た
。
そ
し
て
本
殿
に
近
づ
く
に
つ
れ
、
境
内
の

地
盤
面
を
二
段
階
持
ち
上
げ
て
い
る
。
神
門
の
両
脇
に
宿
営
舎
と
神

符
授
与
所
を
相
称
に
な
る
よ
う
に
配
し
た
点
を
含
め
、
明
快
な
秩
序

が
感
じ
ら
れ
る
配
置
計
画
と
い
え
る
。
ま
た
、
拝
殿
で
は
、
石
張
り

図８　吉野神宮（神社本廳蔵）
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床
の
高
さ
を
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
微
妙
に
変
え
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
の

使
用
目
的
や
格
の
違
い
を
示
唆
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
非
常
に
技
巧

的
か
つ
繊
細
な
デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
。
同
社
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
桜
を

あ
し
ら
っ
た
文
様
や
猪い

の

目め

（
ハ
ー
ト
型
の
装
飾
）
な
ど
に
は
、
モ
ダ
ン

さ
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

な
お
、
昭
和
戦
前
期
に
は
神
社
営
繕
事
業
の
量
が
増
え
た
が
、
内

務
省
の
定
員
枠
な
ど
に
融
通
が
な
い
と
見
て
、
角
南
は
昭
和
四
年
の

式
年
遷
宮
終
了
後
、
造
神
宮
使
廳
に
勤
務
し
て
い
た
技
術
者
を
独
立

さ
せ
て
、
民
間
の
設
計
事
務
所
を
開
か
せ
、
内
務
省
か
ら
そ
こ
に
設

計
の
仕
事
を
流
す
と
い
う
や
り
方
を
と
っ
た
。
こ
れ
は
現
実
的
か
つ

巧
み
な
や
り
方
で
、
角
南
が
官
僚
と
し
て
も
有
能
だ
っ
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
こ
の
と
き
彼
の
配
下
で
活
動
し
た
の
は
、
小
林
建
築
事

務
所
（
小
林
福
太
郎
）、
国
粋
建
築
研
究
所
（
二
本
松
孝
蔵
）、
稲
垣
建

築
事
務
所
、（
稲
垣
英
夫
）、香
川
建
築
事
務
所
（
香
川
定
太
郎
）
で
あ
る
。

　

戦
前
の
角
南
は
多
忙
で
、
自
ら
筆
を
執
っ
て
デ
ィ
テ
ー
ル
ま
で
設

計
し
た
例
は
な
い
と
見
た
方
が
い
い
。
し
か
し
、
戦
後
の
明
治
神
宮

の
復
興
事
業
（
図
九
、
昭
和
三
三
年
）
で
は
、
彼
は
細
部
ま
で
自
ら
ス

ケ
ッ
チ
を
描
い
た
と
い
わ
れ
、
彼
の
代
表
作
と
い
え
る
。
明
治
神
宮

に
は
、
安
藤
時
蔵
と
大
江
新
太
郎
が
設
計
し
た
南
神
門
が
残
り
、
そ

れ
に
角
南
隆
設
計
の
拝
殿
、
本
殿
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
近
代
神

社
建
築
史
上
注
目
す
べ
き
社
殿
が
並
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
。
ち
な

み
に
、
明
治
神
宮
に
は
、
戦
後
に
内
拝
殿
、
外
拝
殿
と
い
う
二
つ
の

図９　明治神宮内拝殿（復興後）
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拝
殿
が
設
け
ら
れ
た
。
前
者
が
神
職
用
で
、
後
者
が
一
般
参
拝
者
用

で
あ
る
。
こ
の
形
式
は
角
南
が
戦
前
に
大
規
模
神
社
に
導
入
し
た
手

法
で
あ
る
。

　

昭
和
期
に
つ
く
ら
れ
た
神
社
に
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
角
南
の
影

響
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
は
内
務
省
技
師
と
い
う
立
場
や
、
配
下
の

者
に
自
分
の
意
図
を
伝
え
て
設
計
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
関
係
し
て
い

る
が
、
な
ん
と
い
っ
て
も
、
近
代
に
お
け
る
神
社
建
築
に
つ
い
て
彼

ほ
ど
よ
く
考
え
、
そ
の
解
決
策
を
提
案
し
続
け
た
建
築
家
は
い
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

四　

神
社
建
築
に
示
さ
れ
た
「
近
代
」

　

以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
近
代
に
つ
く
ら
れ
た
神
社
建
築
に
は
、

「
近
代
」が
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
。つ
ま
り
、神
社
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
に
つ
い
て
の
洞
察
、
日
本
建
築
史
の
知
見
を
も
と
に
過
去
の
神

社
形
式
や
細
部
に
価
値
づ
け
を
す
る
と
い
う
理
性
的
姿
勢
、
神
聖
度

の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
可
視
化
し
、
秩
序
を
感
じ
さ
せ
る
デ
ザ
イ
ン
と

し
て
示
す
こ
と
で
あ
り
、
近
代
の
機
能
的
要
請
に
も
対
応
す
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
近
代
的
な
、
整
然
と
し
た
知
の
体
系

を
具
現
化
し
た
空
間
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
東
京
の
乃
木
神
社
（
昭
和
三
七
年
）
な
ど
大
江
宏

（
一
九
一
三
～
八
九
、
大
江
新
太
郎
の
長
男
）
が
設
計
し
た
い
く
つ
か
の

例
を
除
け
ば
、
戦
後
の
神
社
建
築
に
見
る
べ
き
も
の
は
少
な
い
。
そ

れ
に
は
い
ろ
い
ろ
な
背
景
が
考
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
が
、
現
代
に
お

け
る
神
社
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
真
剣
に
考
え
る
、
角
南
の
よ
う
な

建
築
家
が
い
な
く
な
っ
た
の
が
最
大
の
理
由
と
思
わ
れ
る
。

註（1
）　

国
學
院
大
學
蔵
『
官
国
幣
社
造
営
制
限
図
』
の
記
述
に
よ
る
。
こ

れ
は
常
世
長
胤
が
筆
写
し
た
も
の
で
、「
右
官
国
幣
社
制
限
之
者

明
治
八
年
春
内
務
教
部
両
省
ニ
テ
遂
熟
議
為
定
置
シ
ヲ
己
請
得
テ

写
置
者
也　

明
治
十
年
十
二
月
於
山
形
県
常
世
長
胤
写
」
と
記
さ

れ
て
い
る
。

（
2
）　

谷
重
雄
「
現
代
神
社
建
築
史
」（
未
定
稿
、
お
そ
ら
く
昭
和
一
〇

年
代
に
書
か
れ
た
も
の
、
神
社
本
廳
蔵
谷
重
雄
資
料
）

（
3
）　

宮
尾
・
稲
村
『
増
訂
神
社
行
政
法
講
義
』
東
京
集
成
堂
、
明
治
四

五
年
、
六
六
九
、
六
七
六
頁
。

（
4
）　
『
法
規
分
類
大
全
第
二
六
巻
（
社
寺
門
）』（
内
閣
記
録
局
編
、
昭

和
五
四
年
復
刻
、
原
書
房
）。

（
5
）　

神
社
本
廳
蔵
の
「
角
南
資
料
」（
旧
内
務
省
・
神
祇
院
資
料
）
で

は
「
臨
時
神
社
費
」
を
、
特
定
の
神
社
に
特
化
さ
れ
た
営
繕
費
と

い
う
点
を
重
視
し
て
広
く
解
釈
し
て
い
る
よ
う
で
、
熱
田
神
宮
の

明
治
二
三
年
の
社
殿
改
造
（
角
田
忠
行
宮
司
に
よ
る
有
名
な
営
繕

事
業
）
を
そ
の
淵
源
と
し
て
い
る
。

（
6
）　
『
自
昭
和
四
年
十
二
月
乃
至
昭
和
十
年
七
月　

神
社
制
度
調
査
会

議
事
録
』
第
四
〇
回
特
別
委
員
会
、
昭
和
九
年
五
月
二
九
日
、
三

～
六
頁
。

（
（
）　

同
前
、
第
四
四
回
特
別
委
員
会
、
一
～
二
頁
。

（
8
）　

角
南
隆
「
神
社
建
築
及
び
そ
の
施
設
に
就
て
」（『
兵
庫
神
祇
』）
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三
二
三
号
、
一
七
頁
）、
角
南
隆
「
神
社
の
施
設
と
新
材
料
の
使

用
に
就
て
」（『
神
社
協
会
雑
誌
』
昭
和
二
年
九
月
号
、
七
頁
）。

［
参
考
文
献
］

・･「
近
代
の
神
社
建
築
行
政
に
関
す
る
研
究
」（
研
究
代
表
者
・
藤
岡
洋
保
、

平
成
九
年
度
～
平
成
一
一
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
）

（
1
））
研
究
成
果
報
告
書
、
平
成
一
二
年
二
月
）

・･

藤
岡
洋
保
「
明
治
神
宮
の
建
築
（
上
下
）」
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
第

三
二
号
（
平
成
一
三
年
四
月
）、
五
九
～
七
一
頁
、
同
第
三
三
号
（
同
年

八
月
）、
二
六
～
四
三
頁

（
東
京
工
業
大
学
大
学
院
教
授
・
工
博
／
近
代
建
築
史
）


