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神
宮
式
年
遷
宮
の
建
築
的
意
義
に
つ
い
て
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神
宮
の
式
年
遷
宮
に
つ
い
て
建
築
史
的
な
視
点
か
ら
考
え
る
と
い

う
の
が
、
筆
者
に
与
え
ら
れ
た
課
題
で
あ
る
。
二
十
年
毎
の
式
年
遷

宮
と
い
う
一
見
膨
大
な
浪
費
が
、
何
故
多
く
の
艱
難
辛
苦
を
乗
り
越

え
て
六
十
二
回
も
続
い
て
き
た
の
か
。
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
次

の
よ
う
な
象
徴
的
な
こ
と
が
あ
っ
た
。
明
治
時
代
に
入
っ
て
、
神
宮

の
整
備
と
改
革
が
進
む
中
で
、
神
宮
の
建
築
を
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

造
の
恒
久
的
な
も
の
に
変
更
す
る
と
い
う
案
が
出
た
こ
と
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
意
見
が
出
る
の
は
、
式
年
遷
宮
の
意
義
が
説
明
さ
れ
て

い
な
い
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
約
一
世
紀
以
前
の
こ
と

で
あ
る
が
、
現
在
、
式
年
遷
宮
の
意
義
が
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
の

か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
式
年
遷
宮
の
意
義
が
明
瞭
で
は
な

い
理
由
は
何
だ
ろ
う
か
。
神
宮
は
少
な
く
と
も
奈
良
時
代
以
後
廃
絶

し
た
こ
と
は
な
い
し
、
膨
大
な
史
料
を
残
し
て
も
い
る
か
ら
、
ど
こ

か
に
そ
の
理
由
を
書
い
た
も
の
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、

私
は
式
年
遷
宮
の
意
義
に
関
す
る
説
明
が
な
い
よ
う
に
み
え
る
の
は
、

な
に
か
の
目
的
が
あ
っ
て
式
年
遷
宮
制
度
が
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、

式
年
遷
宮
そ
の
も
の
が
目
的
だ
か
ら
だ
と
考
え
て
い
る
。
そ
う
だ
と

す
る
と
、
先
の
単
純
な
疑
問
は
、
な
ぜ
式
年
遷
宮
が
目
的
な
の
か
、

と
い
う
問
題
に
な
ろ
う
。

　

神
宮
の
式
年
遷
宮
は
、
社
殿
群
と
神
宝
を
二
十
年
ご
と
に
新
た
に

作
り
替
え
、
御
霊
代
を
古
い
社
殿
か
ら
新
し
い
社
殿
に
移
す
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
た
め
に
神
宮
で
は
、
主
要
な
社
殿
群
の
敷
地
と
し
て
西

殿
地
、
東
殿
地
が
あ
る
。
内
宮
・
外
宮
の
御
正
宮
の
殿
地
は
、
内
宮

が
東
西
約
五
二
ｍ
、
南
北
約
一
二
六
ｍ
、
外
宮
が
東
西
約
六
九
ｍ
、

南
北
約
一
一
七
ｍ
の
広
大
な
も
の
で
あ
る
（
1
（

。
常
の
状
態
で
は
、
ど
ち

ら
か
に
社
殿
が
建
っ
て
お
り
、
も
う
一
方
は
空
地
で
あ
る
。
神
社
は

数
多
く
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
事
例
は
な
い
。
世
界
で
も
聖
地
の
最

奥
部
の
す
ぐ
横
に
大
き
な
空
地
が
あ
る
と
い
う
事
例
は
な
い
だ
ろ
う
。
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こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
思
う
の
か
、
異
文
化
の
人
に
聞
い
て
見
た
い
と

こ
ろ
で
あ
る
。

　

大
半
の
日
本
人
は
、
そ
れ
が
式
年
遷
宮
の
た
め
の
空
地
な
の
だ
と

い
う
説
明
を
き
け
ば
納
得
し
て
し
ま
い
、
こ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
珍
し
い

こ
と
な
の
か
を
認
識
す
る
人
は
少
な
い
だ
ろ
う
。
日
本
の
木
造
建
築

文
化
の
な
か
で
は
、
建
替
え
は
そ
れ
ほ
ど
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
の
広
大
な
敷
地
が
恒
常
的
に
準
備

さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
尋
常
で
は
な
い
。
一
方
、
寺
院
や
城
郭
、

書
院
な
ど
は
恒
久
的
な
建
物
と
し
て
作
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
日
本

の
建
築
文
化
全
体
と
し
て
建
替
え
が
常
態
化
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
建
替
え
が
常
態
で
あ
っ
た
の
は
、
一
部
の
神
社
建
築
で
あ
る
。

一
、
建�

築
史
学
の
先
行
研
究

―
福
山
敏
男
、
稲
垣
栄
三
、
太
田
博
太
郎
―

　

こ
こ
で
は
神
社
本
殿
の
建
替
え
つ
ま
り
造
替
が
一
定
の
年
限
を
設

定
し
て
い
る
が
、
殿
地
が
動
く
わ
け
で
は
な
い
場
合
を
式
年
造
替
と

い
う
こ
と
に
す
る
（
2
（

。
神
宮
の
よ
う
な
方
式
で
な
く
て
も
御
神
体
が
仮

殿
へ
動
座
す
る
こ
と
を
遷
宮
と
い
う
の
で
、
殿
地
が
動
か
な
い
場
合

も
式
年
遷
宮
と
い
う
か
ら
で
あ
る
。
東
西
の
殿
地
を
正
殿
が
行
き
来

す
る
式
年
遷
宮
は
神
宮
だ
け
で
、
ほ
か
は
式
年
造
替
で
あ
る
。
式
年

造
替
制
を
も
っ
て
い
た
の
は
一
部
の
神
社
で
、
著
名
な
大
社
で
は
古

く
は
香
取
、
鹿
島
、
住
吉
（
（
（

、
現
今
で
は
春
日
大
社
、
上
下
賀
茂
神
社
、

住
吉
大
社
が
よ
く
知
ら
れ
た
事
例
で
あ
る
。
近
代
に
な
っ
て
、
古
社

寺
保
存
、
文
化
財
保
存
に
関
す
る
法
律
が
整
備
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
神

社
は
戦
前
に
は
国
宝
、
戦
後
は
文
化
財
保
護
法
の
も
と
で
国
宝
、
重

要
文
化
財
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
全
て
を
作
り
替
え
る
造
替
は
し
な

い
こ
と
と
な
り
、
屋
根
葺
替
、
部
分
修
理
を
も
っ
て
造
替
と
し
て
い

る
。

　

神
社
に
お
い
て
造
替
が
制
度
化
さ
れ
て
行
わ
れ
る
理
由
に
つ
い
て

は
、
従
来
、
日
本
の
民
俗
信
仰
と
関
連
付
け
る
説
明
が
有
力
で
あ
る
。

民
俗
信
仰
の
な
か
に
は
、
祭
の
た
び
ご
と
に
神
を
迎
え
る
仮
設
の
施

設
を
つ
く
り
、
祭
り
が
終
わ
る
と
撤
去
す
る
と
い
う
方
式
が
あ
る
。

福
山
敏
男
は
、
こ
れ
を
古
い
時
代
に
お
け
る
神
社
建
築
の
成
立
の
事

情
に
押
し
及
ぼ
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
仮
設
社
殿
が
常
設
社
殿
と
な
り
、

神
社
建
築
が
成
立
し
た
の
ち
も
あ
る
程
度
旧
慣
を
残
し
、
定
期
的
な

造
替
の
習
慣
と
な
っ
た
と
い
う
（
（
（

。

　

稲
垣
栄
三
は
、
神
宮
と
そ
の
祭
祀
に
つ
い
て
深
く
考
察
し
た
（
5
（

。
稲

垣
は
式
年
遷
宮
制
が
成
立
す
る
以
前
に
常
設
社
殿
が
成
立
し
て
い
る

は
ず
で
あ
り
、
そ
の
時
に
は
破
損
す
れ
ば
修
理
す
る
と
い
う
随
破
修

理
の
慣
行
が
先
行
し
た
と
考
え
た
。
そ
の
上
で
、
次
の
三
点
と
の
関

連
で
式
年
遷
宮
制
の
成
立
お
よ
び
意
義
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
。

（
1
）　

神
は
移
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
顕
現
す
る
と
い
う
神
幸

祭
の
原
理
と
の
関
連
。

（
2
）　

神
嘗
祭
、
新
嘗
祭
、
大
嘗
祭
と
の
関
連
。
特
に
大
嘗
祭
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は
式
年
遷
宮
と
酷
似
す
る
。

（
（
）　

歴
代
皇
居
の
遷
宮
（
歴
代
遷
宮
）
と
の
関
連
。

　

大
嘗
祭
と
の
類
似
を
主
張
す
る
に
際
し
て
は
、
大
嘗
宮
が
「
土
間

床
の
住
居
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
神
宮
正
殿
が
高
床
倉
庫
で
、
性

格
が
相
反
す
る
こ
と
に
苦
し
み
な
が
ら
も
、
全
体
の
配
置
が
類
似
し
、

二
殿
並
立
す
る
点
に
関
連
性
を
求
め
る
。
そ
の
上
で
、
稲
垣
は
神
宮

と
は
異
な
る
大
嘗
宮
の
建
築
的
性
格
を
説
明
す
る
た
め
に
、
神
宮
の

成
立
以
前
の
状
況
に
つ
い
て
思
考
を
及
ぼ
し
た
。
大
嘗
宮
の
な
か
で

展
開
さ
れ
る
神
事
は
、
神
宮
成
立
以
前
の
天
皇
の
大
殿
で
行
わ
れ
て

い
た
同
床
共
殿
の
神
事
と
同
じ
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、

「
歴
代
遷
宮
と
同
床
共
殿
の
慣
行
の
も
つ
あ
ら
ゆ
る
内
容
が
の
ち
に

儀
礼
化
し
て
、
神
宮
の
式
年
遷
宮
な
ら
び
に
大
嘗
祭
と
し
て
継
承
さ

れ
る
」
と
し
た
。

　

太
田
博
太
郎
の
考
察
（
（
（

は
、
式
年
造
替
と
い
う
行
事
を
神
社
建
築
全

般
に
わ
た
っ
て
広
く
検
討
し
た
も
の
で
、
示
唆
に
富
む
見
解
が
示
さ

れ
て
い
る
。
ま
ず
、
稲
垣
論
文
が
式
年
造
替
以
前
の
随
破
修
理
の
慣

行
を
強
調
し
た
の
に
対
し
て
、
そ
れ
は
建
築
物
維
持
管
理
の
基
本
原

則
で
あ
っ
て
、
慣
行
と
い
う
の
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
し
、
神
社
に
限

る
こ
と
で
も
な
い
と
指
摘
し
た
。
寺
院
と
の
比
較
に
お
い
て
は
、
神

社
は
「
新
し
い
」
こ
と
を
尊
ぶ
点
を
指
摘
す
る
。
次
に
、
建
物
が
修

理
な
い
し
建
替
え
を
要
す
る
耐
用
年
限
の
事
例
を
広
く
巧
妙
に
検
討

し
て
、
神
宮
の
式
年
遷
宮
の
間
隔
が
二
十
年
な
の
は
茅
葺
の
寿
命
に

よ
る
と
結
論
し
た
。
ま
た
、
式
年
遷
宮
は
二
十
年
一
度
の
大
神
嘗
祭

で
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
対
し
て
は
、
そ
れ
は
『
皇
太
神
宮
儀
式

帳
』『
太
神
宮
諸
雑
事
記
』
に
見
え
ず
、
そ
れ
ら
で
強
調
さ
れ
て
い

る
の
は
「
新
宮
」
に
奉
遷
す
る
こ
と
だ
と
す
る
。
大
神
嘗
祭
が
重
要

で
あ
る
な
ら
ば
、
造
替
が
遅
れ
た
時
に
も
仮
殿
遷
宮
な
ど
で
行
わ
れ

る
は
ず
だ
が
、
そ
う
い
う
事
例
は
な
く
、
他
の
神
社
で
も
神
嘗
祭
と

正
遷
宮
と
は
無
関
係
な
日
時
に
行
わ
れ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
も
太
田

が
強
調
す
る
の
は
新
し
い
建
物
で
祭
り
を
行
う
こ
と
が
要
求
さ
れ
た

と
い
う
建
築
的
な
価
値
観
で
あ
る
。
太
田
の
結
論
は
、
神
社
建
築
は

常
に
新
し
い
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、「
伊
勢
神
宮
の
二
十

年
式
年
制
は
こ
の
よ
う
な
『
新
し
さ
』
の
要
求
と
経
済
的
な
制
約
と

を
勘
案
し
て
の
規
定
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
」
と
な
っ
て
い
る
。

二
、
神
宮
成
立
以
前

　

神
宮
成
立
以
前
は
ど
う
だ
っ
た
か
と
い
う
問
題
は
稲
垣
が
苦
労
し

た
点
で
、
戦
後
長
く
論
争
さ
れ
て
き
た
問
題
で
あ
る
。
い
ま
だ
決
着

を
見
て
い
な
い
が
、
筆
者
は
二
〇
〇
九
年
に
発
見
さ
れ
た
奈
良
県
桜

井
市
纏
向
遺
跡
の
建
築
群
が
初
期
ヤ
マ
ト
王
権
の
王
宮
で
あ
る
と
判

断
さ
れ
る
点
か
ら
、
仮
説
を
立
て
て
い
る
。
発
見
さ
れ
た
大
型
建
物

Ｄ
及
び
棟
持
柱
建
物
Ｃ
、
建
物
Ｂ
が
初
期
ヤ
マ
ト
王
権
の
王
宮
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
神
宮
成
立
以
前
な
ら
び
に
起
源
の
問
題
は
明
瞭
に
説

明
が
つ
く
（
（
（

（
図
1
）。
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図１　纏向遺跡の建造物群配置図
（21）
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纒
向
遺
跡
の
東
西
一
直
線
に
な
ら
ぶ
建
築
群
の
状
態
は
、『
日
本

書
紀
』
崇
神
紀
、『
神
宮
雑
例
集
』
に
記
述
の
あ
る
状
態
と
考
え
ら

れ
る
。
崇
神
紀
で
は
宝
鏡
と
の
同
床
共
殿
を
畏
れ
て
、
宝
鏡
を
宮
殿

か
ら
出
し
て
倭
笠
縫
邑
に
祀
っ
た
と
し
て
い
る
。
お
な
じ
こ
と
を

『
神
宮
雑
例
集
』
は
、
宮
内
の
大
庭
に
ホ
コ
ラ
を
建
て
て
宝
鏡
を

祀
っ
た
と
記
す
。
纒
向
遺
跡
で
は
、
王
の
宮
殿
と
見
ら
れ
る
桁
行
四

間
、
梁
間
四
間
（
推
定
）
で
高
床
の
巨
大
な
建
物
Ｄ
の
す
ぐ
西
に
、

東
西
の
中
心
軸
を
そ
ろ
え
て
、
棟
持
柱
を
も
つ
桁
行
三
間
梁
間
一
間

の
建
物
Ｃ
が
あ
る
。
こ
れ
は
『
神
宮
雑
例
集
』
の
記
述
に
合
致
す
る

と
と
も
に
、
建
物
Ｃ
は
形
も
規
模
も
神
宮
正
殿
と
よ
く
似
て
い
る
の

で
あ
る
。
建
物
Ｄ
は
大
き
い
柱
穴
と
小
さ
い
柱
穴
が
交
互
に
並
ぶ
の

で
、
明
瞭
な
高
床
建
築
と
推
定
で
き
る
。
稲
垣
の
言
う
、
大
嘗
宮
で

行
な
わ
れ
る
神
事
は
神
宮
成
立
以
前
に
天
皇
が
大
殿
で
行
な
っ
た
同

床
共
殿
の
神
事
と
同
じ
、
と
い
う
の
は
間
違
い
と
は
い
え
な
い
が
、

大
殿
と
見
ら
れ
る
建
物
Ｄ
は
土
間
床
で
は
な
く
、
高
床
建
築
で
あ
る
。

　

王
宮
は
三
世
紀
前
半
と
い
う
考
古
学
的
年
代
が
推
定
さ
れ
て
お
り
、

中
心
の
大
型
建
物
Ｄ
は
大
小
の
柱
掘
形
が
交
互
に
並
ぶ
極
め
て
特
殊

な
構
造
で
あ
る
。
こ
の
建
物
Ｄ
の
す
ぐ
東
で
は
、
同
じ
特
殊
な
構
造

の
建
築
物
が
発
見
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
年
代
は
三
世
紀
後
半
か
ら
四

世
紀
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
後
者
は
、
や
や
年
代
が
降
る
時
期
の
王

宮
の
建
物
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
西
側
は
全
面
的
に
発
掘
が
完
了

し
て
お
り
、
そ
の
王
宮
に
付
随
す
る
棟
持
柱
建
物
は
な
い
。

　

筆
者
の
考
え
で
は
大
型
建
物
Ｄ
は
同
床
共
殿
の
祭
祀
が
行
わ
れ
た

御
舎
（
大
殿
、
み
あ
ら
か
）
で
あ
る
。
も
と
も
と
は
こ
の
建
物
に
奉
安

さ
れ
て
い
た
天
照
大
神
の
御
霊
代
で
あ
る
宝
鏡
は
、
こ
の
段
階
で
は

棟
持
柱
建
物
Ｃ
に
移
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
王
宮
の
年
代
は
三
世
紀
前

半
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
発
見
さ
れ
た
三
世
紀
後
半
か
ら
四
世
紀
と
み

ら
れ
る
王
宮
は
、
棟
持
柱
建
物
を
伴
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

三
世
紀
中
期
か
ら
四
世
紀
ま
で
の
う
ち
に
宝
鏡
は
伊
勢
に
奉
遷
さ
れ

た
と
い
え
る
。
少
な
く
と
も
こ
の
地
か
ら
外
に
移
さ
れ
た
。

　

神
宮
正
殿
が
棟
持
柱
の
建
物
で
あ
る
理
由
は
、
王
宮
で
建
て
ら
れ

た
宝
鏡
の
た
め
の
宝
庫
が
建
物
Ｃ
の
形
態
す
な
わ
ち
棟
持
柱
建
物

だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
神
宮
に
宝
鏡
が
奉
遷
さ
れ
て
以
後
、
宝
鏡
に

対
す
る
同
床
共
殿
時
代
の
日
常
祭
祀
は
外
宮
御
饌
殿
で
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

三
、
式
年
遷
宮
の
始
ま
り

　

そ
れ
か
ら
数
世
紀
を
経
て
、
神
宮
で
は
式
年
遷
宮
が
開
始
さ
れ
る
。

『
二
所
大
神
宮
例
文
』
に
よ
る
と
、
天
武
天
皇
の
宿
願
に
よ
っ
て
、

持
統
天
皇
の
四
年
（
六
九
〇
）
に
内
宮
、
同
六
年
（
六
九
二
）
に
外
宮

の
そ
れ
ぞ
れ
第
一
回
の
式
年
遷
宮
が
行
な
わ
れ
た
。
天
武
天
皇
の
宿

願
に
よ
る
と
い
う
背
景
に
は
、
壬
申
の
乱
の
戦
勝
祈
願
や
斎
王
の
再

興
な
ど
、
天
武
天
皇
に
よ
る
神
宮
の
整
備
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ

れ
て
い
る
（
（
（

。
天
武
・
持
統
の
両
帝
に
よ
り
、
神
宮
は
整
備
さ
れ
、
式
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年
遷
宮
制
が
定
め
ら
れ
、
そ
し
て
実
行
さ
れ
た
。

　

天
武
・
持
統
朝
に
は
法
体
系
そ
の
他
の
国
家
体
制
が
整
備
さ
れ
、

初
の
恒
常
的
な
都
で
あ
る
藤
原
京
が
造
営
さ
れ
た
。
す
べ
て
が
恒
常

的
に
存
続
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
構
築
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
神

宮
の
整
備
方
針
も
恒
常
性
を
目
指
し
た
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。

当
時
、
す
で
に
飛
鳥
寺
ほ
か
の
寺
院
建
築
が
威
容
を
誇
っ
て
い
た
か

ら
、
神
宮
に
お
い
て
も
中
国
の
技
術
を
使
っ
た
恒
久
的
建
築
物
が
建

設
さ
れ
て
も
よ
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
と
ら
れ
た

方
策
は
二
十
年
ご
と
の
造
替
で
あ
っ
た
。
稲
垣
は
こ
れ
を
大
嘗
祭
と

似
た
も
の
と
捉
え
、
太
田
は
恒
常
的
な
「
新
し
さ
」
を
維
持
す
る
た

め
と
し
た
。
ど
ち
ら
も
間
違
い
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
結
果
論
で
あ

ろ
う
。

　

藤
原
京
が
造
営
さ
れ
る
ま
で
は
、
皇
居
は
一
代
ご
と
に
移
っ
て
い

た
。
そ
れ
を
あ
ら
た
め
て
都
を
恒
久
的
な
も
の
と
し
、
政
治
体
制
も

強
固
に
制
度
化
し
た
。
す
べ
て
が
新
た
に
作
り
変
え
ら
れ
て
い
く
な

か
で
、
神
宮
の
整
備
方
針
だ
け
が
守
旧
的
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
少
な
く
と
も
、
そ
れ
ま
で
神
宮
で
は
式
年
遷
宮
は
な
か
っ
た
の

で
あ
る
か
ら
、
新
し
い
方
式
が
考
え
ら
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

福
山
説
の
神
社
建
築
成
立
以
前
の
仮
設
性
が
反
映
し
た
と
い
う
指
摘

や
、
稲
垣
説
の
歴
代
皇
居
が
遷
宮
し
て
い
た
こ
と
と
の
関
連
の
指
摘

は
守
旧
的
な
方
向
性
を
指
し
示
し
て
い
る
。

　

筆
者
は
、
神
宮
の
整
備
は
そ
の
よ
う
な
後
ろ
向
き
の
も
の
で
は
な

く
、
神
宮
で
は
天
皇
の
存
在
自
体
と
の
類
比
が
設
定
さ
れ
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
る
。
天
皇
は
皇
統
を
伝
え
る
存
在
で
あ
る
が
、
一
代

ご
と
に
変
わ
る
。
生
け
る
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
国
は
そ
の
よ
う
な

天
皇
を
中
心
に
構
築
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
生
け
る
存
在
と
し
て
の
天

皇
の
護
持
は
、
国
の
護
持
と
同
じ
意
味
を
も
つ
。
一
方
、
神
宮
は
皇

統
の
根
源
に
あ
る
宝
鏡
を
伝
え
る
存
在
で
あ
る
。
従
っ
て
、
宝
鏡
を

伝
え
る
神
宮
も
生
け
る
存
在
と
し
て
の
護
持
の
方
針
が
設
定
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。
殿
地
は
東
西
に
動
く
が
、
神
宮
そ
の
も
の
は
動
く
こ

と
な
く
固
定
さ
れ
、
式
年
遷
宮
に
よ
っ
て
、
神
宮
は
天
皇
と
同
じ
よ

う
な
生
け
る
存
在
と
し
て
維
持
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
中
世
に
心

御
柱
は
天
皇
の
御
体
と
同
一
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
は

中
世
的
な
俗
説
と
も
言
え
よ
う
が
、
そ
も
そ
も
神
宮
正
殿
そ
れ
自
体

が
天
皇
の
御
体
と
平
行
関
係
に
位
置
付
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
筆
者
は
、
心
御
柱
は
正
殿
の
建
築
を
代
表
す
る
建
築
材
と
考

え
て
い
る
。
神
宮
の
造
殿
儀
式
の
中
に
は
、
御
用
材
を
採
取
す
る
た

め
の
二
つ
の
木
本
祭
が
あ
る
。
心
御
柱
の
用
材
を
と
る
た
め
の
木
本

祭
と
、
御
船
代
の
用
材
を
と
る
た
め
の
御
船
代
祭
で
あ
る
。
御
船
代

は
御
霊
代
の
容
器
で
あ
る
か
ら
、
御
神
体
に
関
連
す
る
調
度
の
代
表

で
あ
り
、
心
御
柱
は
建
築
用
材
の
代
表
と
い
え
る
の
で
あ
る
（
（
（

。
心
御

柱
と
玉
体
の
同
一
視
は
あ
な
が
ち
間
違
い
で
も
な
い
。

　

稲
垣
と
太
田
が
推
定
し
た
こ
と
は
こ
の
よ
う
な
設
定
の
結
果
と
い

え
る
で
あ
ろ
う
。
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四
、
式
年
遷
宮
と
式
年
造
替
の
違
い

　

神
宮
正
殿
が
天
皇
の
存
在
と
深
く
関
わ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
と

思
う
が
、
同
時
に
類
比
的
な
関
係
に
あ
る
こ
と
は
、
他
社
の
式
年
造

替
と
神
宮
の
式
年
遷
宮
と
の
比
較
、
お
よ
び
第
六
項
の
神
宮
祭
祀
と

天
皇
祭
祀
の
比
較
を
通
じ
て
よ
く
わ
か
る
。

　

造
替
制
度
が
判
明
す
る
限
り
伊
勢
神
宮
に
次
い
で
古
い
神
社
は
先

述
の
よ
う
に
、
香
取
神
宮
、
鹿
島
神
宮
、
住
吉
大
社
（
日
本
後
記
）、

つ
い
で
宇
佐
神
宮
、
春
日
大
社
（
西
宮
記
）
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、

香
取
神
宮
で
は
ア
サ
メ
殿
、
春
日
大
社
で
は
移
殿
に
御
霊
代
を
移
し

て
本
殿
を
造
替
し
た
。
春
日
大
社
の
移
殿
は
常
置
さ
れ
て
い
る
。
ア

サ
メ
殿
、
移
殿
は
一
般
的
に
い
う
と
こ
ろ
の
仮
殿
で
あ
り
、
他
の
神

社
で
も
神
宮
の
よ
う
な
遷
宮
が
行
わ
れ
た
と
は
思
え
な
い
の
で
、
神

宮
以
外
で
は
仮
殿
を
使
用
す
る
式
年
造
替
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
方
式
は
現
在
も
極
め
て
一
般
的
で
、
本
殿
の
修
理
や
建
替
え
に

際
し
て
は
御
霊
代
を
本
殿
か
ら
仮
殿
へ
移
す
下
遷
宮
を
行
い
、
神
の

留
守
中
に
本
殿
の
工
事
を
行
い
、
竣
工
す
れ
ば
仮
殿
か
ら
本
殿
へ
御

霊
代
を
移
す
正
遷
宮
を
行
う
。
つ
ま
り
神
宮
以
外
の
造
替
や
修
理
で

は
、
神
霊
は
何
日
か
ま
た
は
何
ヶ
月
か
仮
住
ま
い
に
な
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
神
宮
の
式
年
遷
宮
で
は
、
御
霊
代
は
旧
正
殿
か
ら

新
正
殿
へ
と
直
接
に
移
動
す
る
の
で
、
仮
の
状
態
は
出
現
し
な
い
。

仮
の
状
態
が
出
現
す
る
こ
と
は
極
め
て
不
吉
で
あ
り
、
極
力
避
け
ら

れ
て
い
た
。
式
年
遷
宮
以
外
の
時
期
に
正
殿
が
破
損
し
て
修
理
が
必

要
と
な
っ
た
と
き
は
、
短
期
で
正
殿
の
工
事
を
終
え
る
た
め
の
準
備

を
整
え
て
、
仮
殿
に
御
霊
代
を
出
し
、
一
日
の
う
ち
に
工
事
を
終
え

て
正
殿
に
戻
す
の
が
原
則
だ
っ
た
（
（（
（

。
こ
れ
を
一
宿
遷
宮
と
い
う
。
神

宮
で
は
原
則
と
し
て
仮
の
状
態
は
出
現
せ
ず
、
そ
れ
は
天
皇
が
不
在

に
な
る
こ
と
が
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。

　

神
宮
に
近
い
形
は
、
上
賀
茂
神
社
に
み
ら
れ
る
。
奈
良
時
代
か
ら

平
安
時
代
は
じ
め
に
か
け
て
、
上
下
賀
茂
社
は
都
の
鎮
守
と
し
て
位

置
付
け
ら
れ
、
神
宮
に
倣
っ
て
社
殿
を
整
備
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

両
社
は
三
間
社
流
造
で
、
身
舎
の
規
模
は
神
宮
正
殿
と
同
じ
桁
行
三

間
、
梁
間
二
間
で
、
神
宮
の
建
築
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ

の
二
社
で
は
同
形
同
大
の
建
物
を
左
右
に
二
棟
配
置
す
る
。
下
鴨
神

社
で
は
本
殿
二
棟
、
上
賀
茂
神
社
で
は
本
殿
と
権
殿
を
な
ら
べ
て
い

て
、
神
宮
の
新
正
殿
が
完
成
し
て
か
ら
旧
正
殿
が
取
り
壊
さ
れ
る
ま

で
の
あ
り
方
と
よ
く
似
て
い
る
。
上
賀
茂
神
社
に
は
式
年
の
制
は
な

か
っ
た
が
、
特
に
そ
の
造
替
方
式
は
神
宮
と
の
比
較
の
上
で
意
義
深

い
も
の
で
あ
る
。
上
賀
茂
神
社
は
東
が
本
殿
、
西
が
権
殿
で
あ
る
。

嘉
元
三
年
（
一
三
〇
五
）
の
『
御
遷
宮
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
造
替
は

ま
ず
権
殿
を
建
替
え
て
、
本
殿
の
す
ぐ
前
に
新
し
い
本
殿
を
作
る
。

次
ぎ
に
御
霊
代
を
権
殿
に
移
し
て
本
殿
を
取
り
壊
す
。
そ
し
て
本
殿

の
位
置
に
新
本
殿
を
引
屋
し
て
、
御
霊
代
を
新
本
殿
に
移
す
。
こ
の

権
殿
に
御
霊
代
を
写
す
こ
と
以
後
を
二
日
の
う
ち
に
お
こ
な
う
（
（（
（

。
権
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殿
は
仮
殿
と
は
い
え
、
本
殿
と
ま
っ
た
く
同
形
同
大
で
、
御
神
宝
も

揃
っ
て
い
る
。
上
賀
茂
神
社
が
こ
の
よ
う
な
不
思
議
な
形
態
と
、
造

替
方
法
を
と
る
理
由
は
、
神
宮
と
同
じ
く
仮
の
状
態
を
極
限
的
に
短

く
す
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

五
、
心
御
柱
と
遷
宮

　

神
宮
で
重
視
さ
れ
る
祭
り
は
年
三
回
あ
り
、
三
節
祭
と
い
う
。
九

月
の
神
嘗
祭
と
六
月
、
十
二
月
の
月
次
祭
で
あ
る
。
三
節
祭
で
は
、

勅
使
と
斎
王
が
神
宮
に
参
拝
す
る
昼
の
祭
り
と
、
深
夜
と
明
け
方
二

度
の
由
貴
大
神
饌
が
あ
る
。
由
貴
大
神
饌
は
正
殿
床
下
の
心
御
柱
の

前
に
奉
げ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
心
御
柱
は
神
宮
の
御
霊
代
と

同
じ
く
ら
い
重
要
な
も
の
で
、
神
宮
の
神
秘
と
さ
れ
て
い
る
。
解
釈

は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
（
（（
（

、
大
き
く
分
け
れ
ば
、
心
御
柱
を
神
聖
な
ヒ

モ
ロ
ギ
に
類
す
る
も
の
と
考
え
る
説
と
、
正
殿
の
建
設
位
置
を
示
す

定
位
点
説
の
ふ
た
つ
と
な
る
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
要
点
は
次
の
ふ

た
つ
の
こ
と
で
あ
る
。
ヒ
モ
ロ
ギ
説
が
重
視
す
る
の
は
、
日
常
の
神

饌
は
外
宮
御
饌
殿
で
奉
仕
す
る
が
、
最
も
重
い
三
節
祭
で
は
心
御
柱

の
前
に
奉
奠
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
あ
た
か
も
心
御
柱
に
神
が
宿
っ
て

い
る
よ
う
に
み
え
る
。
定
位
点
説
を
と
る
筆
者
が
特
に
重
視
す
る
の

は
、
式
年
遷
宮
に
際
し
て
旧
殿
の
心
御
柱
だ
け
は
撤
去
さ
れ
ず
に
残

さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
神
聖
な
ヒ
モ
ロ
ギ
を
放
置
す
る
こ
と
が
ま
ず

説
明
で
き
な
い
。
さ
ら
に
二
十
年
後
の
造
殿
行
事
で
は
こ
の
心
御
柱

を
抜
い
て
、
直
ち
に
新
し
い
心
御
柱
を
立
て
る
こ
と
か
ら
具
体
的
な

正
殿
建
設
が
は
じ
ま
る
。
つ
ま
り
、
新
正
殿
を
旧
来
と
ま
っ
た
く
同

じ
位
置
に
建
て
る
た
め
に
心
御
柱
は
存
在
す
る
と
い
え
る
。
心
御
柱

は
四
十
年
間
の
働
き
が
あ
る
が
、
後
半
の
二
十
年
間
は
祭
祀
は
な
く
、

放
置
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
後
半
二
〇
年
間

の
働
き
も
重
要
で
あ
っ
て
、
旧
殿
地
す
な
わ
ち
次
回
の
新
殿
地
に
残

さ
れ
る
点
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
。

　

筆
者
は
定
位
点
説
で
あ
る
が
、
心
御
柱
が
定
位
点
を
示
す
も
の
で

あ
れ
ば
、
そ
の
前
に
神
饌
が
さ
さ
げ
ら
れ
る
こ
と
の
解
釈
を
示
す
必

要
が
あ
る
。
内
宮
の
三
節
祭
で
は
内
宮
正
殿
の
ほ
か
、
第
一
別
宮
の

荒
祭
宮
と
特
別
な
由
緒
の
あ
る
所
管
社
の
瀧
祭
に
由
貴
大
神
饌
が
捧

げ
ら
れ
、
そ
の
行
事
は
内
宮
と
同
じ
と
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
江

戸
時
代
の
記
録
に
行
事
が
詳
し
く
記
さ
れ
、
鎌
倉
時
代
の
『
皇
太
神

宮
年
中
行
事
』、
平
安
初
期
の
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
に
ま
で
遡
る

こ
と
が
で
き
る
。
奈
良
時
代
か
ら
変
わ
ら
ず
に
行
な
わ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
荒
祭
宮
で
の
行
事
は
正
殿
の
床
下
で
あ
る
が
、
荒
祭
宮
に

は
心
御
柱
は
な
い
。
心
御
柱
は
内
宮
、
外
宮
の
正
殿
に
だ
け
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
荒
祭
宮
で
の
由
貴
大
神
饌
は
、
単
に
床
下
で
の
行
事

な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
瀧
祭
に
は
古
来
社
殿
が
な
く
、
単
純
な
河
原

の
祭
場
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
瀧
祭
で
の
由
貴
大
神
饌
は
単
に
露
天
の

祭
儀
な
の
で
あ
る
。
こ
の
二
例
か
ら
由
貴
大
神
饌
は
心
御
柱
に
さ
さ

げ
ら
れ
る
と
解
釈
す
る
必
要
は
な
い
と
い
え
る
。
神
饌
が
心
御
柱
の
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前
で
さ
さ
げ
ら
れ
る
理
由
は
、
そ
こ
が
天
照
大
神
が
伊
勢
に
天
降
っ

た
地
点
だ
か
ら
で
あ
る
。
天
降
っ
た
地
点
と
は
つ
ま
り
正
殿
が
建
て

ら
れ
た
地
点
で
あ
る
。
心
御
柱
は
ま
さ
に
そ
れ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

床
下
の
祭
儀
、
心
御
柱
に
対
す
る
祭
儀
と
み
え
る
も
の
は
、
直
接
天

照
大
神
に
神
饌
を
さ
さ
げ
る
露
天
の
祭
儀
な
の
だ
と
筆
者
は
考
え
て

い
る
（
（（
（

。
荒
祭
宮
に
心
御
柱
が
な
い
の
は
、
そ
も
そ
も
当
初
の
式
年
遷

宮
の
対
象
は
内
宮
外
宮
の
正
殿
だ
け
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
（（
（

。

　

先
に
第
二
節
で
、
纒
向
遺
跡
の
棟
持
柱
建
物
Ｃ
が
王
宮
で
宝
鏡
を

納
め
て
い
た
宝
庫
で
あ
り
、
神
宮
正
殿
の
原
形
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、

そ
こ
に
は
心
御
柱
は
な
い
。
も
し
、
正
殿
の
祭
祀
に
必
須
の
も
の
で

あ
れ
ば
纒
向
遺
跡
に
あ
っ
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
だ
が
、
心
御
柱
の

痕
跡
は
な
い
。
こ
の
点
か
ら
も
心
御
柱
は
神
宮
で
生
じ
た
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
も
式
年
遷
宮
に
と
も
な
っ
て
、
厳
密
に
旧
殿
の
位
置
を
記

憶
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
心
御
柱
が
、

旧
殿
地
に
残
さ
れ
る
こ
と
に
は
、
そ
こ
が
二
十
年
後
の
遷
宮
の
地
で

あ
る
こ
と
を
示
し
、
み
だ
り
に
旧
殿
地
に
建
物
な
ど
が
建
て
ら
れ
、

侵
害
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
効
果
が
あ
る
。
心
御
柱
は
、
将
来
の
約
束

の
地
を
標
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
来
る
べ
き
式
年
遷
宮
を
視
覚
化
し

て
い
る
の
で
あ
る
（
（（
（

。
ま
た
、
心
御
柱
が
ヒ
モ
ロ
ギ
と
い
う
一
般
的
な

も
の
な
ら
ば
他
の
神
社
で
も
あ
り
そ
う
な
も
の
だ
が
、
心
御
柱
に
類

す
る
も
の
は
古
い
形
態
の
神
社
に
は
な
い
。
そ
れ
は
、
心
御
柱
が
式

年
遷
宮
と
関
係
の
深
い
も
の
で
あ
り
、
他
の
神
社
に
は
式
年
遷
宮
が

な
い
ゆ
え
に
心
御
柱
も
な
い
の
で
あ
る
。

六
、
新
嘗
祭
・
神
今
食
と
三
節
祭

　

以
上
の
よ
う
な
、
生
け
る
存
在
と
し
て
の
神
宮
の
護
持
と
い
う
考

え
を
基
礎
と
し
て
、
は
じ
め
て
太
田
の
新
し
い
建
築
の
必
要
性
や
稲

垣
の
大
嘗
祭
と
の
関
連
性
が
大
き
な
意
味
を
も
つ
。
特
に
大
嘗
祭
と

の
関
連
性
は
、
直
接
に
天
皇
と
の
関
連
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
神
宮

祭
祀
と
天
皇
祭
祀
と
の
類
比
に
つ
い
て
以
下
に
述
べ
る
。

　

式
年
遷
宮
は
神
嘗
祭
と
重
ね
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
二
十
年

に
一
回
の
大
神
嘗
祭
で
あ
る
と
い
う
理
解
は
か
な
り
一
般
的
な
も
の

と
さ
れ
て
い
る
（
（（
（

。
こ
れ
は
今
日
の
神
宮
関
係
者
の
意
識
で
も
あ
る
と

推
量
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
す
る
太
田
の
反
論
は
第
一
節
に
書
い

た
通
り
だ
が
、
神
嘗
祭
と
式
年
遷
宮
は
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

神
嘗
祭
と
月
次
祭
は
三
節
祭
と
呼
ば
れ
る
神
宮
の
最
も
重
い
祭
儀

で
あ
り
、
昼
に
勅
使
、
斎
王
の
参
拝
が
あ
り
、
深
夜
、
早
暁
に
は
由

貴
大
神
饌
が
正
殿
床
下
で
奉
奠
さ
れ
る
こ
と
は
前
項
で
述
べ
た
通
り

で
あ
る
。
昼
の
行
事
は
朝
廷
な
い
し
天
皇
が
神
宮
に
礼
を
尽
く
す
祭

儀
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
深
夜
、
早
暁
の
祭
祀
は
神
宮
自
体
の
祭
儀

で
あ
る
。
従
っ
て
、
由
貴
大
神
饌
は
神
宮
自
体
に
お
け
る
意
義
を
持

つ
は
ず
で
あ
る
。
由
貴
大
神
饌
と
平
行
す
る
天
皇
祭
祀
は
新
嘗
祭
と

神
今
食
で
あ
る
。
新
嘗
祭
は
、
神
宮
の
神
嘗
祭
に
相
当
す
る
。
月
次

祭
は
神
宮
、
宮
中
双
方
で
行
な
わ
れ
、
神
今
食
は
宮
中
の
月
次
祭
の
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付
随
行
事
で
あ
る
。
新
嘗
祭
、
神
今
食
は
、
天
皇
が
直
接
天
照
大
神

に
御
饌
を
奉
げ
、
自
ら
も
食
す
る
行
事
で
あ
り
、
由
貴
大
神
饌
と
同

じ
意
義
を
も
つ
と
い
え
る
。
神
今
食
は
、
初
見
が
延
暦
九
年
で
あ
る

が
、『
二
十
二
社
註
式
』、『
公
事
根
源
』、『
高
橋
氏
文
』
に
霊
亀
二

年
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
見
え
、
そ
れ
以
前
か
ら
の
行
事
と
考
え
ら
れ

る
（
（（
（

。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
神
宮
の
重
要
祭
祀
が
宮
中
の
祭
祀
と
平
行
関

係
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

も
う
一
点
注
目
し
た
い
の
は
新
嘗
祭
、
神
今
食
に
付
随
す
る
大
殿

祭
で
あ
る
。
大
殿
祭
に
は
恒
例
と
臨
時
の
二
種
が
あ
り
、
恒
例
は
神

今
食
、
新
嘗
祭
、
大
嘗
祭
の
後
に
行
な
わ
れ
（
（（
（

、
臨
時
と
し
て
は
皇
居

の
遷
移
、
斎
宮
斎
院
の
卜
定
の
後
な
ど
に
行
な
わ
れ
る
。
行
事
は
、

仁
寿
殿
（
四
隅
に
玉
を
懸
け
る
、
米
酒
切
木
綿
を
殿
内
四
隅
に
撒
く
）、
紫

宸
殿
（
散
米
、
四
隅
に
玉
を
懸
け
る
、
米
酒
切
木
綿
を
殿
内
四
隅
に
散
ら

す
）、
承
明
門
（
散
米
）、
御
湯
殿
（
四
隅
に
玉
を
懸
け
る
）、
厠
殿
（
四

隅
に
玉
を
懸
け
る
）、
御
厨
子
所
（
四
隅
に
玉
を
懸
け
る
）
で
行
な
わ
れ

る
（
（（
（

。
大
殿
祭
の
祝
詞
は
天
皇
の
御
殿
で
読
み
上
げ
ら
れ
、
そ
れ
は

『
貞
観
儀
式
』
の
頃
に
は
仁
寿
殿
、『
延
喜
式
』
の
頃
に
は
清
涼
殿
で

あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
（（
（

。
神
今
食
、
新
嘗
祭
と
も
に
神
事
の
場
所
は
神
嘉

殿
で
あ
る
か
ら
、
大
殿
祭
は
そ
れ
と
は
関
係
な
く
天
皇
の
居
住
の
場

を
祝
っ
て
い
る
。
祝
詞
の
内
容
は
、「
今
奥
山
に
立
つ
木
を
斎
部
の

斎
斧
で
切
取
り
、
本
末
を
山
の
神
に
祭
り
、
中
の
間
を
持
ち
出
で
来

て
、
斎
鋤
を
以
っ
て
斎
柱
を
立
て
…
…
」（
適
宜
意
訳
、
省
略
）
と
い

う
よ
う
な
建
築
的
内
容
を
含
む
。
大
殿
祭
で
建
物
を
鎮
め
る
の
は
、

建
物
が
新
築
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
新
築
さ
れ
た
と
き
に

遡
っ
て
、
建
物
に
悪
い
こ
と
が
起
き
な
い
よ
う
に
鎮
め
、
祝
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
御
殿
は
祝
詞
に
よ
っ
て
更
新
さ
れ
て

い
る
と
推
定
さ
れ
る
。
天
皇
の
御
殿
は
、
藤
原
京
以
後
は
代
替
わ
り

で
建
替
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
重
要
な
三

つ
の
祭
り
に
際
し
て
は
太
田
の
言
う
よ
う
な
新
し
い
建
物
と
同
じ
意

識
を
も
ち
こ
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
神
宮
で
は
新
し

い
方
式
と
し
て
の
式
年
遷
宮
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

む
す
び

　

本
稿
で
は
二
十
年
ご
と
に
東
西
の
殿
地
に
正
殿
を
建
替
え
る
神
宮

の
式
年
遷
宮
の
み
を
式
年
遷
宮
と
し
、
他
の
仮
殿
を
使
用
す
る
定
期

造
替
は
式
年
造
替
と
呼
ぶ
。
常
に
式
年
遷
宮
の
た
め
に
広
大
な
空
地

を
聖
地
の
中
心
部
に
準
備
し
て
い
る
神
宮
の
あ
り
方
は
、
世
界
的
に

み
て
も
極
め
て
特
殊
で
あ
る
。

　

式
年
遷
宮
に
関
す
る
建
築
史
学
の
重
要
な
研
究
と
し
て
は
、
福
山

敏
男
、
稲
垣
栄
三
、
太
田
博
太
郎
の
論
考
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
お
い

て
、
社
殿
成
立
以
前
の
原
始
的
な
神
社
の
あ
り
方
と
の
関
連
、
大
嘗

祭
・
皇
居
の
歴
代
遷
宮
と
の
関
連
、
神
社
に
お
け
る
新
し
さ
へ
の
要

求
と
建
築
材
の
耐
用
年
限
と
の
関
連
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

　

先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
神
宮
の
成
立
事
情
や
成
立
以
前
の
状
況
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が
不
分
明
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
九
年
に
発
見
さ
れ
た
纒
向
遺
跡
の

建
築
群
が
初
期
ヤ
マ
ト
王
権
の
王
宮
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
な
か

の
棟
持
柱
建
物
Ｃ
が
神
宮
成
立
以
前
の
状
況
を
物
語
る
遺
構
と
し
て

重
要
で
あ
る
。
筆
者
は
、
大
型
建
物
Ｄ
は
天
照
大
神
と
の
同
床
共
殿

の
祭
祀
が
行
な
わ
れ
た
御
舎
（
み
あ
ら
か
）
で
あ
り
、
棟
持
柱
建
物

Ｃ
は
、
宝
鏡
を
納
め
た
宝
庫
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
宝
鏡
が
伊
勢

に
移
さ
れ
る
以
前
に
は
、
王
宮
内
の
宝
庫
に
納
め
ら
れ
て
い
た
た
め

に
、
神
宮
正
殿
は
そ
れ
と
同
じ
棟
持
柱
建
物
の
形
式
を
と
っ
た
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
纒
向
遺
跡
の
建
物
Ｃ
は
神
宮
正
殿
の
原
形
で
あ
る
。

　

纒
向
遺
跡
の
状
況
か
ら
、
宝
鏡
が
伊
勢
に
奉
遷
さ
れ
た
の
は
三
世

紀
後
半
か
ら
四
世
紀
と
推
定
さ
れ
る
が
、
そ
れ
か
ら
数
世
紀
を
経
て
、

式
年
遷
宮
が
開
始
さ
れ
る
。
天
武
・
持
統
朝
の
新
し
い
都
の
造
営
、

強
固
な
政
治
体
制
の
建
設
と
平
行
し
て
、
神
宮
で
も
新
た
な
維
持
体

制
が
構
築
さ
れ
た
。
そ
れ
は
皇
統
を
維
持
す
る
生
け
る
存
在
と
し
て

の
天
皇
に
合
わ
せ
て
、
皇
統
の
根
源
で
あ
る
宝
鏡
を
維
持
す
る
生
け

る
存
在
と
し
て
の
神
宮
の
設
定
で
あ
っ
た
。
建
築
物
の
維
持
の
た
め

に
二
十
年
は
適
切
な
周
期
で
あ
る
。
こ
れ
は
古
い
時
代
の
名
残
で
は

な
く
、
そ
れ
ま
で
の
随
破
修
理
の
方
法
を
脱
し
て
新
し
い
式
年
遷
宮

制
を
敷
い
た
と
き
の
考
え
方
だ
っ
た
。

　

こ
の
こ
と
は
式
年
遷
宮
と
式
年
造
替
の
違
い
に
も
よ
く
表
れ
て
い

る
。
式
年
造
替
で
は
、
仮
殿
に
御
霊
代
を
遷
し
て
本
殿
を
建
替
え
る

の
で
、
か
な
り
の
期
間
、
仮
の
状
態
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
神

宮
の
式
年
遷
宮
で
は
、
仮
の
状
態
は
出
現
し
な
い
。
神
宮
で
は
、
一

宿
遷
宮
す
な
わ
ち
不
慮
の
事
故
に
際
し
て
も
一
日
の
う
ち
に
修
理
を

終
え
る
の
が
原
則
で
あ
り
、
仮
の
状
態
は
極
力
回
避
さ
れ
た
。
こ
れ

は
天
皇
が
生
け
る
存
在
で
あ
り
、
皇
統
が
絶
間
な
く
続
く
の
と
同
じ

な
の
で
あ
る
。
神
宮
に
な
ら
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
上
賀
茂
神
社

の
造
替
方
式
も
、
仮
の
状
態
を
極
力
避
け
る
方
式
で
あ
る
。

　

式
年
遷
宮
に
関
し
て
は
、
他
の
神
社
に
は
な
い
心
御
柱
も
重
要
な

意
味
を
も
っ
て
い
る
。
心
御
柱
と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、

ヒ
モ
ロ
ギ
説
と
定
位
点
説
が
あ
り
、
筆
者
は
定
位
点
説
で
あ
る
。
心

御
柱
は
建
て
ら
れ
て
か
ら
二
十
年
た
っ
て
遷
宮
が
行
わ
れ
、
正
殿
が

な
く
な
っ
て
も
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
る
。
次
回
の
遷
宮
で
は
こ
の
古
い

心
御
柱
を
抜
い
て
新
し
い
心
御
柱
を
建
て
る
こ
と
か
ら
正
殿
の
建
設

が
始
ま
る
。
ほ
か
に
何
も
な
い
旧
殿
地
に
残
さ
れ
た
心
御
柱
は
、
そ

の
地
が
次
回
の
遷
宮
用
地
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
ほ
か
の
用
途
に
転

用
さ
れ
た
り
、
建
物
が
建
て
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
を
防
い
で
い
る
。

遷
宮
用
地
を
標
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
次
回
遷
宮
を
視
覚
化
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
心
御
柱
は
神
宮
正
殿
の
原
形
た
る
纒
向
遺
跡
の
建
物

Ｃ
に
は
な
く
、
神
宮
に
お
け
る
式
年
遷
宮
の
開
始
に
よ
っ
て
出
現
し

た
と
考
え
ら
れ
る
。
心
御
柱
は
式
年
遷
宮
と
共
に
神
宮
独
特
の
も
の

で
あ
る
。

　

皇
居
に
お
け
る
重
要
な
天
皇
祭
祀
で
あ
る
新
嘗
祭
お
よ
び
月
次
祭

の
神
今
食
は
、
神
宮
の
三
節
祭
す
な
わ
ち
神
嘗
祭
と
月
次
祭
の
由
貴
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大
神
饌
と
平
行
関
係
に
あ
る
。
皇
居
に
お
け
る
こ
の
三
つ
の
祭
祀
に

は
大
殿
祭
が
付
随
す
る
。
大
殿
祭
の
祝
詞
は
天
皇
の
居
住
の
場
を
鎮

め
る
働
き
が
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
建
物
の
建
設
の
様
子
を
語
る
も

の
で
も
あ
り
、
天
皇
の
住
ま
い
を
建
設
段
階
に
遡
っ
て
、
す
な
わ
ち

新
し
い
建
物
と
し
て
鎮
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
神
宮
の

式
年
遷
宮
と
近
い
観
念
が
あ
り
、
ま
た
天
皇
な
い
し
そ
の
容
器
と
し

て
の
皇
居
と
神
宮
と
の
類
比
関
係
も
う
か
が
わ
れ
る
。

　

以
上
、
神
宮
の
式
年
遷
宮
を
一
段
古
い
祭
祀
の
あ
り
方
や
民
俗
信

仰
の
慣
行
と
の
関
連
で
み
る
見
方
が
多
い
な
か
で
、
天
武
・
持
統
朝

に
お
け
る
新
し
い
思
想
、
方
式
と
し
て
の
位
置
付
け
を
試
み
た
。
式

年
遷
宮
は
神
宮
の
維
持
の
た
め
に
行
わ
れ
る
半
面
、
式
年
遷
宮
を
行

う
た
め
に
神
宮
が
存
在
す
る
と
も
い
え
る
。
そ
れ
が
生
け
る
神
宮
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
注（1

）　
『
神
宮
―
第
六
十
回
神
宮
式
年
遷
宮
―
』（
小
学
館
、
昭
和
五
十
四

年
）
所
載
の
九
〇
〇
分
の
一
敷
地
図
面
を
板
垣
で
測
っ
た
数
値
。

（
2
）　

式
年
の
意
味
は
本
稿
で
は
常
識
的
に
こ
の
よ
う
に
使
用
す
る
が
、

正
確
な
意
味
に
つ
い
て
は
岡
田
精
司
「“
式
年
”
造
替
の
制
度
」

（『
古
代
祭
祀
の
史
的
研
究
』
塙
書
房
、
一
九
九
二
年
）
参
照
。
こ

れ
に
よ
れ
ば
式
年
の
式
は
法
令
の
式
に
記
載
が
あ
る
と
い
う
こ
と

だ
か
ら
、
延
喜
式
に
記
載
の
な
い
も
の
は
定
期
造
替
と
い
う
ほ
う

が
学
問
的
に
は
正
し
い
だ
ろ
う
。

（
（
）　
『
延
喜
式
』
巻
三
（
臨
時
祭
）。

（
（
）　

福
山
敏
男
「
神
社
建
築
概
説
」（『
神
社
建
築
史
の
研
究
』
中
央
公

論
美
術
出
版
、
一
九
八
四
年
）。

（
5
）　

稲
垣
栄
三
「
式
年
遷
宮
の
建
築
的
考
察
」（『
神
社
建
築
史
研
究
Ⅰ

　

稲
垣
栄
三
著
作
集
1
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、
平
成
十
八
年
）。

（
（
）　

太
田
博
太
郎
「
式
年
造
替
制
の
調
査
報
告
」（『
建
築
史
学
』
十
八

号
、
一
九
九
二
年
）、
同
「
式
年
造
替
制
私
考
」（『
建
築
史
学
』

十
九
号
、
一
九
九
二
年
）。

（
（
）　

拙
著
『
纏
向
か
ら
伊
勢
・
出
雲
へ
』
学
生
社
、
二
〇
一
二
年
。

（
（
）　

福
山
敏
男
『
神
宮
の
建
築
に
関
す
る
史
的
調
査
』
造
神
宮
使
庁
、

昭
和
十
五
年
。

（
（
）　

拙
著
「
神
の
や
し
ろ
の
曙
」（『
原
始
の
造
形
』
講
談
社
、
平
成
六

年
、『
中
世
寺
社
信
仰
の
場
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
九
年
）。

（
10
）　

中
西
正
幸
『
神
宮
式
年
遷
宮
の
歴
史
と
祭
儀
』
大
明
堂
、
平
成
七

年
。

（
11
）　

稲
垣
栄
三
「
賀
茂
別
雷
神
社
本
殿
・
権
殿
そ
の
他
社
殿　

解
説
」

（『
日
本
建
築
史
基
礎
資
料
集
成
二　

社
殿
Ⅱ
』
中
央
公
論
美
術
出

版
、
昭
和
四
十
七
年
）。

（
12
）　

牟
禮
仁
『
大
嘗
・
遷
宮
と
聖
な
る
も
の
』
皇
學
館
大
學
出
版
部
、

平
成
十
一
年
。

（
1（
）　

拙
著
「
神
の
や
し
ろ
の
曙
」（
前
出
）。

（
1（
）　
『
太
神
宮
諸
雑
事
記
』
に
天
平
十
九
年
に
諸
別
宮
の
二
十
年
一
度

の
遷
宮
の
宣
旨
が
出
た
こ
と
を
記
す
。

（
15
）　

拙
著
『
纒
向
か
ら
伊
勢
・
出
雲
へ
』
学
生
社
、
二
〇
一
一
年
。

（
1（
）　

中
西
正
幸
『
神
宮
式
年
遷
宮
の
歴
史
と
祭
儀
』（
前
出
）
九
頁
。

（
1（
）　

次
田
閏
『
祝
詞
新
講
』（
昭
和
二
年
、
明
治
書
院
）「
六
月
月
次
」

の
項
。
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（
1（
）　

青
木
紀
元
『
祝
詞
全
評
釈
』
右
文
書
院
、
平
成
十
二
年
。

（
1（
）　

次
田
閏
『
祝
詞
新
講
』（
前
出
）「
大
殿
祭
」
の
項
。

（
20
）　
（
1（
）
に
同
じ
。

（
21
）　

桜
井
市
纒
向
学
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
纒
向
遺
跡
発
掘
調
査
概
要
報

告
書
―
ト
リ
イ
ノ
前
地
区
に
お
け
る
発
掘
調
査
』（
桜
井
市
教
育

委
員
会
、
二
〇
一
三
年
）
よ
り
転
載
。

（
神
戸
大
学
工
学
研
究
科
教
授
）


