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と
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」
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本
年
（
平
成
二
十
二
年
）
は
明
治
神
宮
御
鎮
座
九
〇
年
に
あ
た
り
、
そ
し

て
明
治
二
十
三
年
十
月
三
十
日
に
渙
発
さ
れ
た
教
育
勅
語
の
一
二
〇
周
年

に
あ
た
る
。
そ
こ
で
、
本
学
会
で
は
本
年
の
テ
ー
マ
を
「
近
代
日
本
の
教

育
と
伝
統
文
化
」
と
し
た
。
明
治
維
新
以
後
の
近
代
教
育
の
展
開
過
程
と

い
う
大
き
な
背
景
の
中
で
、
教
育
・
道
徳
の
中
核
的
原
理
と
し
て
機
能
し

た
教
育
勅
語
を
中
心
軸
に
据
え
、
大
正
、
昭
和
を
経
て
現
代
の
教
育
の
混

迷
の
原
因
を
勅
語
お
よ
び
伝
統
文
化
を
大
事
に
し
よ
う
と
す
る
立
場
を
明

確
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
比
さ
せ
、
教
育
史
視
点
で
浮
彫
り
に
し
、
再

び
問
い
直
そ
う
と
い
う
意
図
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
方
針
を
受
け
て
の
公

開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
実
施
で
あ
り
、
紀
要
特
集
号
の
刊
行
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
結
果
は
、
今
、
読
者
諸
賢
が
手
に
取
っ
て
感
じ
ら
れ
た
と
お
り
の

ボ
リ
ュ
ー
ム
と
な
っ
た
。
五
四
〇
頁
に
お
よ
ぶ
の
は
本
学
会
の
紀
要
開
闢

以
来
の
初
で
あ
る
。
で
も
厚
さ
だ
け
で
は
な
い
、
大
家
の
含
蓄
あ
る
文
、

示
唆
に
富
む
内
容
、
若
手
の
意
欲
作
な
ど
質
量
と
も
に
期
待
ど
お
り
と

言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
「
論
文
」
は
十
七
篇
で
あ
る
。
最
初
に
据
え
た
Ⅰ
の
五
篇
は
、特
集
テ
ー

マ
と
時
間
軸
か
ら
見
て
明
治
期
、
教
育
勅
語
に
関
す
る
論
文
で
あ
る
。
冒

頭
、
教
育
勅
語
成
立
へ
の
精
神
史
的
背
景
や
普
遍
的
な
教
育
原
理
と
し
て

の
位
置
づ
け
に
関
す
る
論
考
な
ど
は
、
特
に
熟
読
し
て
欲
し
い
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
杉
浦
重
剛
の
御
進
講
関
係
、
勅
語
の
徳
目
内
容
や
解
釈
書
で

あ
る
衍
義
書
関
係
の
論
考
な
ど
も
興
味
深
い
。
論
文
Ⅱ
は
時
間
軸
の
面
で

時
代
は
下
り
、
大
正
、
昭
和
、
そ
し
て
戦
後
ま
で
を
扱
っ
た
。
内
容
は
近

代
教
育
史
に
お
け
る
文
部
省
の
制
度
的
展
開
と
神
道
界
の
対
応
等
に
関
す

る
論
考
で
あ
る
。
最
初
に
、
従
前
は
近
代
教
育
史
の
中
に
埋
も
れ
て
い
た

伝
統
文
化
の
重
要
性
を
強
調
す
る
国
学
の
日
本
教
育
史
に
は
た
し
た
役
割

を
掘
起
す
研
究
が
徐
々
に
大
き
く
な
り
つ
つ
あ
る
現
況
に
鑑
み
、
露
払
い

的
意
味
で
冒
頭
に
据
え
た
。
次
い
で
文
部
省
主
導
の
国
民
教
化
運
動
と
神

道
界
の
動
向
、
国
民
学
校
に
お
け
る
宗
教
教
育
に
関
す
る
教
育
審
議
会
の

敬
神
崇
祖
概
念
の
問
題
、
勅
語
を
前
提
と
し
た
教
育
基
本
法
と
宗
教
的
情

操
教
育
の
問
題
、そ
し
て
戦
後
の
神
道
指
令
払
拭
へ
の
現
代
問
題
ま
で
、示

唆
に
富
む
論
考
を
幅
広
く
収
載
し
た
。論
文
Ⅲ
は
三
篇
で
、神
道
界
と
い
っ

て
も
禊
教
、
神
道
家
の
三
条
教
則
衍
義
書
、
若
干
性
格
が
異
な
る
近
代
石

門
心
学
者
の
神
道
と
の
関
係
な
ど
神
道
個
別
的
な
も
の
を
纏
め
た
。
論
文

Ⅳ
の
最
初
に
は
、
数
度
に
わ
た
る
「
明
治
天
皇
紀
」
編
纂
に
関
す
る
論
考

を
置
い
た
。
こ
れ
は
本
学
会
の
紀
要
に
相
応
し
い
も
の
の
一
つ
と
言
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
あ
と
若
手
を
中
心
と
す
る
祭
祀
関
係
の
論
文
三
点
を

置
い
た
。
ま
た
、「
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」に
お
け
る
基
調
講
演
「
伝
統
と

近
代
」
も
、
明
治
期
日
本
の
高
等
教
育
と
い
う
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
が
示
す
と

お
り
官
学
中
心
の
近
代
教
育
の
展
開
過
程
の
中
で
胎
動
し
誕
生
し
自
覚
的

に
自
立
し
て
き
た
皇
典
講
究
所
（
現
國
學
院
大
學
）
な
ど
伝
統
文
化
を
主
張

し
た
私
立
セ
ク
タ
ー
学
校
機
関
の
存
在
と
教
育
的
役
割
な
ど
に
つ
い
て
の
、

示
唆
あ
る
内
容
で
あ
っ
た
。
続
く
「
講
演
」
二
篇
、「
史
料
紹
介
」「
随
想
」

「
書
評
」
な
ど
は
、ど
れ
も
読
み
ご
た
え
の
あ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
冒

頭
で
ボ
リ
ュ
ー
ム
を
強
調
し
た
が
、
論
文
な
ど
一
定
の
分
量
を
超
過
し
て

し
ま
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
毎
号
掲
載
の
「
翻
刻
」
は
、
残
念
な
が
ら
本
号

で
は
掲
載
を
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
お
許
し
を
乞
う
以
外
に
な
い

が
、
そ
れ
と
て
査
読
レ
フ
ェ
リ
ー
の
結
果
を
受
け
、
全
体
の
分
量
を
絞
っ

た
上
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
投
稿
も
含
め
て
本
紀
要
へ
の
期
待

度
が
高
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
誠
に
有
り
難
い
こ
と
で
あ
る
。

　

毎
年
一
回
刊
行
の
特
集
号
と
い
う
発
行
形
態
に
な
っ
た
四
十
三
号
か
ら

数
え
て
丸
五
年
経
っ
た
。
本
学
会
会
員
に
お
か
れ
て
は
、
こ
の
形
態
は
も

う
定
着
し
た
こ
と
と
思
量
す
る
。
今
後
も
質
量
と
も
に
、
さ
ら
な
る
飛
躍

展
開
を
期
待
し
、
併
せ
て
本
号
の
執
筆
者
全
員
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

（
日
本
大
学
医
学
部
准
教
授
）

あ
と
が
き




