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式年遷宮記念 せんぐう館初代館長、神宮禰宜

小堀 邦夫氏に聞く

聞 き手 山 岡 三 子 ●フリーアナウンサー・名古屋短期大学客員教授

山

岡

本
日
は
、
神
宮
禰
宜
と
い
う
重
職
に
あ

る
小
堀
邦
夫

さ
ん
に
、
お
話
を
伺
い
ま
す
。

小
堀
さ
ん
は
皇
學
館
大
学
大
学
院
で
国
史
学
を
、

國
學
院
大
学
大
学
院
で
神
道
学
を
ご
専
攻
の
後
、

昭
和
五
十
二
年
に
神
宮
に
奉
職
さ
れ
ま
し
た
。
そ

し
て
現
在
で
は
、
神
宮
外
宮
の
勾
玉
池
の
ほ
と
り

に
平
成
二
十
四
年
四
月

に
創
設
さ
れ
た
「
せ
ん
ぐ

う
館
」
の
館
長
も
、
お
務
め
に
な
っ
て
い
ら
っ
し

ゃ
い
ま
す
。

伊
勢
神
宮
で
は
、
平

成
十
七
年
よ
り
進
め
ら
れ

て
き
た
第
六
二
回
神
宮
式
年
遷
宮
が
ま
さ
に
佳
境

を
迎
え

て
い
ま
す
。
別
宮
の
遷
御
は
こ
れ
か
ら
と

は

い
え

、
今
年

（
平

成
二
十
五
年
）
の
十
月
に
は
、

そ

の
中
心
的
儀

式
と
し
て
、
皇
大
神
宮
（
内

宮
）
、

豊
受
大
神
宮

（
外
宮
）
で
「
遷
御
の
儀
」
が
行

わ

れ
ま
し
た
。

神
宮
式
年
遷
宮
は
一
三
〇
〇
年
続
く

わ
が
国
最
大
の
お
祭
り

小
堀

神
宮
式
年

遷
宮
と

は
、「
新
し

い
お
宮

を
建
て

る
こ
と
」
「
御
装
束
神
宝
を
奉
納

す
る
こ

と
」
「
遷
御
の
お
祭
り
を
行
う
こ
と
」
と

い
う
三

つ
の
柱
で
成
り
立
つ
、
わ
が
国
最
大

の
お
祭
り
で

す
。
こ
の
お
祭
り
が
何
よ
り
も
貴
重
な
の
は
、
飛

鳥
時
代
後
期
の
持
統
天

皇
四
年
（
六
九
〇
年
）
に
第

一
回

が
行
わ
れ
て
以
来
、
一
三
〇
〇
年
に
わ
た
っ

て
繰
り
返
し
続
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
り
ま
す

。

山

岡

一
三
〇
〇
年
と
い
う
時
間
の
重
み
を
考

え

る
と
、
い
か
に
こ
の
お
祭
り

が
尊
い
も

の
で
あ

る
か
が
わ
か
り
ま
す
。

こ
う
し
て
お
話
を
お
伺
い
す

る
前
に
、
外
宮
の

ご
正
宮
に
参
拝
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
が
、
平

日
の
午
前
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
勢
の
方
が
参

拝
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

特
に
今
は
「
遷
御
の
儀
」

が
行
わ
れ
た
直
後
で

す
か
ら
、
古

い
社
殿
と
新
し

い
社
殿
の
両
方
を
拝

見
す

る
こ
と
が
で
き
、
ひ
と
き
わ
感
慨
深

い
も
の

が
あ
り
ま
し
た
。

小
堀

松
尾
芭
蕉
の
句
に
「
尊
さ
に
皆
押
し
あ

ひ
ぬ
御
遷
宮

」
と

い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
遷
宮
に

接
し
た
民
衆
が
、
竹
矢
来
を
踏
み
越
え
て
、
殺
到

し
た
様
を
詠

ん
だ
句
で
す
。
そ
れ
と
同
じ
状
況
が

今
ま
さ
に
神
宮
で
見
ら
れ
、
今
年
の
一
月
か
ら
十

一
月
ま
で
の
参
拝
者
は
一
二
〇
〇
万
人
に
も
及
ん

で
い
ま
す
。

新
し

い
お
宮
に
神
様
が
お
遷
り
に
な
っ
て
、
神

様
も
一
層
若

や
い
で
お
元
気
に
な
ら
れ
た
。
そ
の

お
姿
を
拝
見
し
た

い
と
い
う
人
々
の
思
い
は
昔
も



今
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。

建
築
を
通
し
て

精
神
文
化
の
永
遠
性
を
考
え
れ
ば

山
岡

二
〇
年
に
一
度
、
社
殿
を
建
て
替
え

、

神
宝
類
も
新
調
し
て
大
御
神
に
新
宮
へ
お
遷
り
を

い
た
だ
く
と

い
う
神
宮
式
年
遷
宮
の
伝
統
は
、
他

国
に
は
見
ら
れ
な
い
日
本
独
自
の
も
の
と
言
え

る

と
思

い
ま
す
。
そ
も
そ
も
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
お

祭
り
が
行

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
非
常
に

興
味
が
沸
き
ま
す
。

小
堀

ど
の
民
族
、
ど
の
文
明

に
お

い
て
も
そ

う
で
す
が
、
人
は
生
ま

れ
て
は
死

ん
で

い
く
運
命

に
必
ず
あ
り
ま
す
か
ら
、
自
分
た
ち

の
精
神
文
化

を
ど
の
よ
う
に
伝
え

る
か
、
そ
れ
を
い
か
に
永
遠

性

の
中
に
と
ど
め
る
か
と

い
う
問
題

が
起
き
て
き

ま
す
。
そ
う
し
た
課
題

に
取
り
組
ん
だ
結
果
は
、

と
り
わ
け
建
物
の
建
築
に
濃
厚
に
出
て
く
る
も

の

で
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
堅
固
な
石

造
建
築
に
よ

っ

て
そ
の
永
遠
性
を
表
そ
う
と
し
ま
し

た
。
実
際
、

パ
ル
テ
ノ
ン
神
殿
を
造
っ
た
と
き
に
は
、
こ
れ
で

自
分
た
ち

の
精
神
文
化

を
表
現
で
き
る
だ
ろ
う
、

永
遠
性
を
実
現
で
き
る
だ
ろ
う
と
考
え
た
は
ず
で

す
。
し
か
し

、
い
く
ら
堅
牢
な
建
物
で
も
、
時
を

経

れ
ば
必
ず
廃
れ
ま
す
。
あ
の
ベ
ル
サ
イ
ユ
宮

殿

で

さ
え

、
い
つ
か
パ
ル
テ
ノ
ン
神
殿
の
よ
う
に
壊

れ
て
し
ま
う
可
能
性
は
誰
に
も
否
定
で
き
な
い
と

思

い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
壊
れ
た
と
し
て
も
ま
た

同
じ
も
の
を
新
た
に
造
る
こ
と
は
で
き
ま
す
が
、

そ

の
根
本
に
あ
る
考
え
方
ま
で
は
再
現
で
き
な
い
。

こ
こ
に
大
き
な
問
題
が
あ
る
わ
け
で
す
。

し
か
し
、
日
本
の
場
合
は
、
木
と
土
で
生
活
空

間
を
つ
く
り
だ
し
て
き
ま
し
た
か
ら
、
建
物
は
建

て
改
め
る
も
の
だ
と
い
う
考
え
方
が
も
と
も
と
基

本
に
あ
り
ま
し
た
。
こ

の
考
え
が
色
濃
く
出
て
い

る
の
が
「
祭
場
」
で
す
。

ど
の
お
社
で
も
、
年
に
一
度
は
お
祭
り
を
行
い

ま
す
。
古
代
で
は
そ
の
た
び
ご
と
に
、
す

が
す
が

し

い
祭
場
を
新
た
に
こ
し
ら
え
ま
し

た
。
こ
う

し

た
営
み
は
、
水
田
農
耕
を
軸
と
す
る
わ
が
国
の
文

化

の
特
徴
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
そ
の
つ

ど
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
永
遠
性
を
実
現
し

て
い
る
の
で
す
。
こ
の
点
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
直
線

的
な
永
遠
性
と
は
、
大
き
く
異
な
る
と
こ

ろ
で
す
。

山

岡

こ

の
神
宮
式
年
遷
宮
に
も
、
そ

の
伝
統

が
受
け
継
が
れ
て

い
る
の
で
す
ね
。

小
堀

え
え

。
さ
ら
に
、
こ
れ
は
伊
勢
神
宮
特



有

の
お
祭
り

の
よ
う
に
思
わ
れ

が
ち
で
す

が
、
か

つ
て
は
そ
の
ほ
か
の
神
社
で
も
行
わ
れ
て

い
ま
し

た
。
平
安
時
代
に
ま
と
め
ら
れ
た

『
延
喜
式
』
に

も
「
摂
津
の
国

の
住
吉
、
下
総
の
国
の
香
取
、
常

陸
の
国
の
鹿
嶋
等
の
正

殿
は
、
廿
年
に
一
度
改
め

造
り
、
そ
の
料

は
神
税
を
用
ひ
よ
」
と
あ
り
ま
す
。

や
が
て
武
家

の
台
頭
に
よ

っ
て
、
古
代

の
仕
組

み

が
崩
壊
し
、
伊
勢
神
宮
だ
け

が
原
初
の
ま
ま
を

継
承
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た

が
、
二
〇
年
に
一

度
お
宮
を
造
り
替
え
る
、
式
年
遷
宮
の
考
え
方
は

非
常
に
日
本
的
な
も
の
で
し
た
。

山

岡

お
祭
り

が
行
わ
れ
る
た
び
に
、
そ
れ
に

ふ
さ
わ
し
い
空
間
を
新
た
に
つ
く
る
。
そ

の
変
わ

ら
ぬ
行
為
の
繰
り
返
し
の
中
に
、
永
遠
性
を
実
現

し
て
き
た
と

い
う
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
考
え
る
と
、

神
宮
式
年
遷
宮
も
そ
う
で
す

が
、
お
祭
り
を
継
続

的
に
行
う
と
こ

ろ
に
こ
そ
、
日
本

文
化

の
特
徴
が

あ
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
ね
。

精
神
の
伝
統
を
伝
え
る
根
底
に
あ
る
の
が

「
奉
る
」
と
い
う
行
為

小
堀

そ
の
と
お
り
で
す

。
日
本
は
お
祭
り
を

行

う
こ
と
で
、
貴
重
な
精
神
の
伝
統
を
伝
え
よ
う

と

し
て

き
ま
し

た
。
そ
の
根
底

に
あ

る
の

が
、

「
奉
る
」
と

い
う
行
為

で
す
。

神
宮
式
年
遷
宮
も
、
神
宮

の
社
殿
や
神
宝
類
を

奉
る
お
祭
り
で
す
し
、
そ
も
そ
も
伊
勢
神
宮
で
は

毎
日

、
神
様
に
対
し
て
御
饌
を
奉
っ
て
い
ま
す
。

お
祭
り
の
原
義
は
奉

る
こ
と
に
あ
る
の
で
す
。

山

岡

そ
の
奉

る
と

い
う
行
為
の
背
景
に
あ
る

も
の
は
、
神
様
に
対
す
る
感
謝
の
気
持
ち
と
解
釈

し
て
よ
ろ
し

い
の
で
し
ょ
う

か
。

小
堀

そ
れ
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
伊
勢
神
宮
の
お
祭
り
の

中
で
も
特
に
重
要
な
も
の
に
神
嘗
祭
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
一
般
的
に
は
そ
の
年

の
豊
作
に
感
謝
し

て
、
神
様
に
初
穂
を
奉
る
お
祭
り
で
あ
る
と
説
明

さ
れ
ま
す

が
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
す
。

古
代
で
は
、
奉
納
す
る
稲
穂
の
こ
と
を
「
ち
か

ら
」
と
呼
び
習
わ
し
て

い
ま
し
た
。
漢
字
を
当
て

る
と
「
税
」
で
す
。
当
時
は
、
稲
を
中

心
に
麦
、

黍
、
稷
、
菽
な
ど
が
、
国
司

な
ど
の
役
所

に
納
め

ら
れ
、
倉
で
保
管
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ

の
よ
う

に
穀
物
を
ス
ト
ッ
ク
し
た
状
態
を
指
す
の
が
「
ち

か
ら
」
で
す
。

同
時
に
こ
の
「
ち
か
ら
」
に
は
、
文
字
ど
お
り

「
パ

ワ

ー
」
と

い
う

意

味

も

あ
り

ま

し

た
。

「
力
」
と

い
う
漢
字

が
当
て
ら
れ
た
の
で
す
。

つ
ま
り
、
国
語
の
「
ち
か
ら
」
に
は
、
租
税
と

な
る
穀
物
資
源
と
い
う
意
味
に
加
え
、
資
源
を
使

っ
た
と
き
に
生
じ
る
力
も
意
味
し
て

い
た
わ
け
で

す
。
物
理
学
の
質
量
保
存
の
法
則
と
同
様
に
、
資

源
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
イ
コ
ー
ル
と

い
う
わ
け
で
す
。

神
嘗
祭
で
は
、
神
宮
の
玉

垣
に
稲

束
を
懸
け

る

「
懸
税
」
と

い
う
行
事

が
行
わ
れ
ま
す
。
こ

れ
は

神
々
に
「
力
」
を
捧
げ
る
営
み
に
ほ
か
な
り
ま
せ

ん
。
感
謝
だ
け
で
は
な
く
、
神
様
の
御
霊
が
さ
ら

に
若
や
ぎ
、
力
強
く
神
威
を
発
揮
さ
れ
る
こ
と
を

願
っ
て
、
人
々
は
神
様
を
祭
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。

山

岡

日
本
文
化

の
奥
深
さ
、
深
淵
さ
を
感
じ

さ
せ
る
お
話
で
す
。
奉

る
こ
と
が
日
本
文
化
の
特

徴
だ
と
す
れ
ば
、
神
様
へ
の
お
供
え
物
を
ど
の
よ

う
に
用
意
す

る
か
と
い
う
こ
と
も
重
要
な
問
題
に

な
っ
て
き
ま
す
ね
。

小
堀

こ
れ
も
日
本
文
化
を
考
え
る
う
え
で
欠

か
せ
な
い
視
点
で
す
。
伊
勢
神
宮
で
は
年
間
一
五

〇
〇
回
の
お
祭
り
を
行

っ
て
い
ま
す

が
、
お
供
え

物
は
多
く
自
ら
生
産
し
て

い
ま
す
。

お
米
は
神
宮
神
田

で
収
穫
さ
れ
た
も
の
で
す
し
、

お
塩
は
二
見
町
の
御
塩
浜
、
御
塩
焼
所
、
御
塩
殿

な
ど
神
宮
直
轄
の
施
設
で
古
式
に
の
っ
と
っ
て
生

産
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
お
供
え

に
使
う
素
焼
き
の



土
器
も
、
神
宮
御
料
土
器
調
製
所
で
作
り
ま
す
。

神
宮
式
年
遷
宮
で
お
宮
に
収
め
ら
れ
る
御
装
束

神
宝
も
奉
る
も

の
で
す
。

御
装
束
神
宝
と
は
、
社
殿
内
を
飾
り
立
て
る
奉

飾
品

や
服
飾
の
「
御
装
束
」
と
、
武
具
を
は
じ
め

と
し
た
調
度
の
「
神
宝
」
で
成
り
立
ち
ま
す
。
御
装

束
は
五
二
五
種
類
、
一
〇
八
五
点
、
神
宝
は
一
八
九

種
類

、
四
九
一
点
に
も
及
び
ま
す
。
い
ず
れ
も
神

宮
式
年
遷
宮
が
始
ま
る
約
一
三
〇
〇
年
前
に
、
日

本
人
に
と
っ
て
最
も
美
し
い
と
考
え

ら
れ
た
品
々

で
す
。

今
で
も
一
点

、
一
点
、
人
間
国
宝
ク
ラ
ス
の
名

工

、
名
匠
が
製
作
す
る
の
で
す

が
、
当
代
最
高
の

芸
術
作
品
と
言

っ
て

い
い
ほ
ど

い
す
ば
ら
し

い
も

の
で
す
。
平

安
時
代
初
頭
と
同
じ
技
術
を
用

い
る

こ
と
を
原
則
に
し
て

い
ま
す

が
、
特
に
今
回
の
神

宮
式
年
遷
宮
で
は
、
化
学
染
料
の
普
及
で
こ
こ
二

回
ほ
ど
途
絶
え
て

い
た
植
物
染
料
も
復
活
さ
せ
る

こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

山

岡

そ
う
し
た
神
宝
類
は
、
実
際
に
私
た
ち

も
拝
見
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。

小
堀

御
装
束
神
宝
は
二
〇
年
間
、
お
宮
の
中

に
納
め
ら
れ
ま
す
。
そ
の
後

、
さ
ら
に
二
〇
年
間

西
宝
殿
に
納
め
ら
れ
ま
す
か
ら
、
実
際
に
皆
さ
ん

が
見

る
こ
と
が
で
き
る
の
は
四
〇
年
後
で
す
。

そ
れ
は
、
製
作
に
あ
た
っ
た
職
人
も
同
様
で
す
。

い
ず
れ
も
長

い
年
月
を
か
け
て
製
作
す
る
の
で
、

一
度
納
め
た
ら
職
人
本
人
も
四
〇
年
間
は
目
に
す

る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
、
職

人
の
名
が
そ
れ
ら
の
製
作
物
に
刻

ま
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
職
人
た
ち

は
自
分

の
名
前
は
そ
こ

に
残
ら
な
い
こ
と
を
自
覚
し
な
が

ら
、
し
か
し
最
高
の
仕
事

を
仕
上
げ
て
、
神
様
に

奉
る
の
で
す
。

山
岡

自
ら
丹
精
を
込
め
て
作
り
、
そ
の
生
産

物
を
神
様
に
お
供
え
す
る
。
そ

の
こ
と
に
ひ
た
す

ら
徹
し
て
き
た
と
こ
ろ
に
、
日
本
人
の
民
族
と
し

て
の
特
徴

が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。

小
堀

同
時
に
、
そ
こ
に
日
本
人
特
有

の
労
働

感
が
色
濃
く
出

て
い
る
よ
う

に
思

い
ま
す
。
古
来
、

日

本
人
に
と
っ
て
労
働
と
は
、
神
様
と
共
に
行
う

行
為
で
し
た
。

神
宮
式
年
遷
宮
で
新
し
い
お
宮
を
建
て
る
た
め

に
は
、
山
か
ら
ご
用
材
を
伐
り
出
さ
な
け

れ
ば
い

け
ま
せ
ん
。
そ
の
際
、
山
に
入

る
に
あ
た
っ
て
は
、

必
ず
神
様
の
許
可
を
得
ま
す

。
山
の
神
様

に
対
し

て
、
新
鮮
な
食

べ
物
を
お
供
え
し
て
、
お
ま
つ
り

し
て
き
た
わ
け
で
す
。

そ
れ
が
現
在
で
は
「
山
口
祭
」
と
し
て
継
承
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
す

が
、
こ

の
と
き
に
は
「
今
か

ら
木
を
伐
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
し
か
し

、
本

末
は
神

様
に
お
返

し
し
、
中
間

は

い
た

だ
き
ま

す
」
と
祝
詞
を
あ
げ
ま
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
も

、
古
代

の
日
本
人
に
、
所
有

の
概
念
が
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
山
に

生
え
て

い
る
木
々
は
、
神
々
の
も
の
で
す
か
ら
、

ま
ず
そ
の
許
し
を
い
た
だ
く
。
そ
の
う
え

で
木
を

伐
り
、
仕
事
を
行

っ
て
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
こ

と
を
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
な
け
れ
ば
、
わ
が
国

の
古
代
史
を
理
解
す

る
こ
と

は
で
き
ま
せ

ん
。

日
本
人
の
勤
勉
さ
は
、
農
耕
に
よ
っ
て
培
わ
れ

た
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
私
た
ち

の
祖
先
は
神
々
と

共
に
田
を
耕
し

、
そ
の
こ
と

に
生
き
が
い
を
感
じ

て
い
た
の
で
す
。
こ

れ
は
、
あ
る
意
味
非
常
に
平

和
的
な
考
え
方
で
も
あ
る
の
で
す
。

収
奪
、
支
配
で
は

な
く
自
然
の
循
環
に
沿
っ
て

生
活
を
営
ん
で

き
た
日

本
人

山

岡

ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

小
堀

あ
る
遊
牧
民
族
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

彼
ら
の
財
政
基
盤
は
羊
で
す
。
羊
を
一
ヘ
ク
タ
ー

ル
で
飼

っ
て
い
る
と
き
に
は
一
〇
〇
人
が
生
活
で



き
た
と
し
ま
す
。
そ
こ
で
、
一
〇
〇
〇
人
を
養
お

う
と
す
る
と
、
一
〇
倍
の
土
地
を
求
め
て
、
侵
略

や
略
奪
を
始
め
ま
す
。
し
か
し

、
大
地
に
根
を
下

ろ
し

て
、
神
々
と
共
に
自
ら
生
産
し
、
そ
れ
を
奉

る
日

本
の
場
合
は
こ
う
し
た
考
え
と
は
対
照
的
で
、

耕
す
面
積
に
限
界

が
あ
る
の
で
侵
略
や
略

奪
と
は

無
縁
の
文
明
と
言
え
ま
す
。

さ
ら
に
、
日
本
文
化
の
特
徴
を
挙
げ
る
と
し
た

ら
、
大
き
な
自
然
の
循
環
と
共

に
生
活
を
営
ん
で

き
た
と
い
う
こ
と
も
言
え
る
と
思

い
ま
す
。
そ
の

象
徴
が
木
を
伐
り

、
木
を
植
え

る
文
化
で
す
。

事

実
、
伊
勢

神
宮

が
所
有
す

る
「
神
宮
宮
域
林
」

に
九
〇
年
前
に
植
樹
し
た
檜
が
、
今
回
の
神
宮
式

年
遷
宮
で
は
ご
用
材
と
し
て
使
わ
れ
ま
し

た
。
こ

の
三
〇
〇
年
ほ
ど
は
、
適
材
が
不
足
し
た
た
め
に

木
曽
檜
を
使
用
し
て
き
ま
し
た
が
、
今
回
は
全
体

の
五
分
の
一
ほ
ど
を
宮
域
林
か
ら
供
給
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

山

岡

日
本
人
は
適
切
に
山
の
手
入
れ
を
し
な

が
ら
、
森
林
資
源
を
上
手
に
利
用
し
て
暮
ら
し
て

き
た
民
族
な
の
で
す
ね
。

里
山
は
そ
の
典
型
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
そ
う
し
た
木
を
伐

っ
て
、
植
え

る
文
化

は
い

つ
ご
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

小
堀

そ
の
淵
源
は
弥
生
時
代

に
あ
る
の
で
は

な

い
か
と
思

い
ま
す
。
山
で
仕
事
を
す
る
に
は
豊

富
な
食
料

が
必
要

で
、
そ
の
た
め
に
は
、
水
田
か

ら
得
ら
れ
る
穀
物
は
欠
か
せ
な
か
っ
た
の
だ
と
思

い
ま
す
。
日
本
の
文
明

の
歩
み
の
中
で
、
最
も
劇

的
に
変
化
し
た
時
代

は
、
一
万
年
続

い
た
縄
文
時

代
か
ら
弥
生
時
代
に
切
り
替
わ
る
と
き
で
し
た
。

こ
の
時
期
は

い
わ
ば
大
開
発

の
時
代
で
す
。
学

者
に
よ
っ
て

い
ろ
い
ろ
な
説
が
あ
り
ま
す
が
、
遺

跡
か
ら
判
断
す
る
と
、
九
州
辺
り
で
始
ま
っ
た
水

田
農
耕
が
二
、
三
百
年
で
東
北
地
方
ま
で
伝
わ
っ

た
と
考
え
ら
れ
、
こ

れ
は
当
時
と
す
れ
ば
、
猛
烈

に
速
い
ス
ピ
ー
ド
で
す
。

で
は
、
水
田
を
つ
く
り
、
稲
を
栽
培
す
る
こ
と

で
、
私
た
ち

の
祖
先
の
暮
ら
し
は
ど
の
よ
う
に
変

わ
っ
た
か
と

い
う
と
、
余
剰
生
産
物
が
で
き
て
、

お
そ
ら
く
家
族

が
食
べ
る
以
上
の
食
料
を
収
穫
す

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は

な
い
か
と
思

い
ま
す
。

同
時
に
、
こ

の
食
料
を
生
か
し
て
、
山
を
手
入

れ

す

る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

水
田
で

は
米
を

つ
く

り
、
海
を
育

て
、
森
を
育
て

、

木
を

育
て

、
お
宮

を
建
立

す

る

山

岡

そ
の
意
味
で
は
水
田
農
耕
の
登
場
は
、

日
本

人
に
と

っ
て
決
定
的
な
出
来
事
だ

っ
た
と
も

言
え
ま
す
ね

。

小
堀

え
え
。
さ
ら
に

、
水
田

農
耕
は
非
常
に

優
れ
た
農
法
で
、
小
麦
の
よ
う
に
土
地
を
休
ま
せ

る
必
要
も
な
く
、
毎
年

の
よ
う
に
循
環
的
に
耕
作

す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
畑

の
よ
う
に
塩
類
が
集
積
す
る
心
配
も

あ
り
ま
せ

ん
。
水
田
の
下
を
流
れ
る
ゆ
る
や
か
な

地
下

水
に
よ

っ
て
、
塩
類
を
海
に
流
し
て
く
れ
る

か
ら
で
す
。
こ
れ
が
海
に
と
っ
て
養
分
に
な
り
ま

す
か
ら
、
水
田

が
海
を
豊
か
に
し
た
と
も
い
え

る

わ
け
で
す
。

つ
ま
り

、
日
本
人
は
、
水
田
で
米
を
つ
く
る
こ

と
で
、
海
を
育
て
、
森
を
育
て
、
そ

の
森
か
ら
木



を

い
た
だ
い
て
、
お
宮
を
建
立
し

、
神
様
に
奉

る

よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
よ
う
に
、
大
き
な
自
然
の
循
環
の
流
れ
に

沿

っ
て
、
日
本
人
の
暮
ら
し

が
営
ま

れ
て
き
た
わ

け
で
す
。
循
環
の
中
に
永
遠
性
を
実
感

す
る
文
明

な
の
で
す
。
。

一
万
年

に
わ
た

る
縄
文
の
森
の

記
憶

山
岡

と

い
う
こ
と
は
、
私
た
ち

の
生
活
様
式

や
文
化
も
、
水
田
農
耕
が
始
ま
っ
た
弥
生
時
代

の

影
響
を
濃
厚
に
受
け

て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

小
堀

そ

の
と
お
り
で
す
。
現
在
、
神
々
を
お

ま
つ
り
す

る
際
に
お
供
え
さ
れ
る
品

々
の
多
く
は
、

お
米

や
、
お
米

か
ら
つ
く
ら
れ
る
飯
、
餅

、
酒
な

ど
が
中

心
で
す

。

こ

れ
ら
は
弥
生
時
代
か
ら
始
ま
る
も
の
で
す
か

ら
、
そ
の
意
味
で
は
、
神
道
は
弥
生
時
代
に
ル
ー

ツ
を
も
っ
て
い
る
と
言
え
ま
す
し
、
弥
生
文
化
の

継
承
こ
そ
が
、
神
道
の
最
大

の
特
徴
と
考
え
る
こ

と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。

た
だ
し
、
弥
生
時
代
以
前

に
、
お
よ
そ

一
万

年

に
わ
た
っ
て
わ
が
国
の
土
着

の
民
と
し
て
生
き
て

き
た
縄
文
人

、
さ
ら
に
は
彼
ら

が
築
い
た
縄
文
文

化

の
存
在
も
無
視
で
き
ま
せ

ん
。
や
が
て

、
縄
文

文
化
は
水
田
に
よ

る
安
定
し
た
生
活
の
中
で
培
わ

れ
た
弥
生
文
化
に
吸
収
さ
れ
た
こ
と
は
事
実
で
す

が
、
弥
生
文
化
こ
そ
が
わ
が
国
の
基
層
文
化
の
す

べ
て
で
あ
る
と

の
考
え
は
、
少
々
一
面
的
な
見
方

だ
と
思
い
ま
す

。

縄
文
時
代
と
弥
生
時
代
と
の
間
に
大
き
な
変
化

が
あ
っ
た
と

は
い
え
、
そ
こ
に
断
絶
が
あ

っ
た
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

実
際
、
今
で
も
私
た
ち

の
暮
ら
し
に
は

、
縄
文

時
代
の
名
残
が
い
ろ

い
ろ
あ

る
の
で
す
よ
。

例
え
ば
、
中
秋
の
名
月
で
す
。
今
で
は

、
十
五

夜

の
お
月
さ
ん
に
餅
団
子
を
お
供
え

す
る
の
が
一

般
的
で
す
が
、
古
く
は
里
芋
を
お
供
え
す

る
習
慣

が
あ
り
ま
し
た
。
私
が
生
ま
れ
育

っ
た
和
歌
山
市

の
漁
村
で
は
、
ど
の
家
で
も
窓
辺
に
ス
ス
キ
と
里

芋
を
お
供
え
し
て
い
た
も
の
で
す
。
こ
れ
は
ど
う

考
え
て
も
弥
生
時
代

の
お
祭
り
と
は
言
え
ま
せ

ん
。

事
実
、
近
年
の
植
物
生
態
学
の
研
究
の
成
果
に

よ
り
、
縄
文
人
が
主
と
し
て
山
芋
や
里
芋
、
堅
果

類
を
常
食
に
し
て
い
た
こ
と
が
徐

々
に
わ
か
っ
て

き
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
を
考
え

合
わ
せ
る
と
、
里

芋
を
お
供
え
し
た
中
秋
の
名
月
は
、
縄
文
時
代

か

ら
続
く
お
祭
り
と
見

る
の
が
適
当
で
し
ょ
う
。

さ
ら
に
、
神
社
を
取
り
囲
む
よ
う
に
形
成
さ
れ

た
鎮
守
の
森
も
縄
文
時
代
か
ら
の
伝
統
で
す
。

山
岡

神
社
自
体
は
、
弥
生
文
化
か
ら
生
ま
れ

た
代
表
的
な
も
の
と
考
え
て
い
ま
し
た
か
ら
、
そ

れ
は
驚
き
で
す
。

小
堀

縄
文

人
が
生
活
し
て
い
た
場
所
は
、
基

本
的
に
森
の
中
で
し
た
。
と
き
お
り
海
辺
に
出
か

け
て
は
、
焼
き
ウ
ニ
な
ど
を
食

べ
て

い
た
こ
と

が

遺
跡
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す

が
、
海
岸
近

く
は
台
風
や
高
波
の
影
響
を
受
け
ま
す
か
ら
、
縄

文
人
が
生
活
す
る
の
に
は
適
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
た

が
っ
て
、
縄
文
人
と
は
森
の
民
だ
っ
た
と

い
う
こ
と

が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
当
然
、
彼
ら

は
自
分
た
ち
が
信
じ

る
神
様
を
、
森
の
中
で
お
ま



つ
り
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
弥
生
時
代
に
入

り

、
林
や
森
が
ど
ん
ど
ん
水
田
化
し
、
お
祭
り
も

よ
り
盛
大
な
も
の
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
こ
で

問
題

が
起
こ
り
ま
す
。

そ
れ
は
共

同
体
の
お
祭
り
を
行
う
場
所
を
ど
こ

に
求
め
る
か
と
い
う
こ
と
で
し
た

が
、
弥
生
人
は

ご
く
自
然
に
、
森

に
行
き
着

き
ま
し
た
。

そ
れ
は
一
万

年
に
わ
た
る
縄
文
の
森
の
記
憶

が

あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
り
ま
せ

ん
。
縄
文
人

が
弥

生
人
に
同
化
し

、
森
か
ら
離
れ
た
生
活
を
送
る
よ

う
に
な
っ
て
も
、
森
で
神
様
を
ま
つ
る
伝
統
が
鎮

守
の
森
と
し
て
現
代
ま
で
受

け
継

が
れ
た
の
で
す
。

山

岡

こ
う
し

た
日
本
独
自

の
文
化
や
考
え
方

を
ど
の
よ
う
に
若

い
人
た
ち
に
伝
え
て

い
く
か
、

広
め
て

い
く
か
と

い
う
こ
と
も

、
非
常
に
大
切
な

問
題

だ
と
思
い
ま
す
。

小
堀

近
年
は
若

い
人
の
間
で
も
、
神
宮
や
日

本
文
化
に
関
心
を
も

つ
人
が
増
え
て
き
ま
し
た
。

お
そ
ら
く
東
日
本
大
震
災
の
影
響
で
し
ょ
う
。

あ
の
震
災
を
契
機
に
、
自

分
た
ち
の
国
と

は
い

っ
た
い
ど
う

い
う
国
な
の
か
、
自
分
た
ち
は
ど
の

よ
う
に
生
き
て
い
く

べ
き
な
の
か
を
自
問
す
る
よ

う
に
な
っ
た
の
だ
と
思

い
ま
す
。

そ
こ
で
、
伊

勢
神
宮
を
訪
れ
れ
ば
、
何
か
き

っ

か
け
が
見

つ
か
る
の
で
は
な

い
か
と

考
え
る
人
が

増
え
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

私
の
持
論
で
す
が
、
こ
う
し
た
こ
と
は
、
一
方

的
に
教
え
よ
う
と
し
て
も
効
果
は
な
い
と
思

い
ま

す
。
実
際
に
神
宮
を
訪
れ
、
何
か
を
感
じ
取
っ
て

も
ら
う
こ
と
こ
そ
が
大
切
で
す
。
論
理
的
に
説
明

を
し
て
も
、
自
分
の
心
で
感
じ
取
ら
な
け

れ
ば
、

得
心
す
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
す
。
そ
も
そ
も
伊

勢
神
宮
に
息

づ
く
精
神
文
化
を
す
べ
て
説
明
す
る

こ
と
は
不
可
能
で
す
。
自
分
自

身
で
問

い
を
も
っ

て
答
え
を
探
す
こ
と
に
意
味

が
あ
る
の
で
す
か
ら
、

ぜ
ひ
多
く
の
人
に
、
神
宮
に
身
を
置

い
て

、
こ
こ

に
し
か
な
い
空
気
や
感
覚
を
感
じ
取

っ
て
ほ
し
い

と
思

い
ま
す
。

「
進

化

」
で

は

な

く

、
心

の
「
深

化

」
を

山
岡

小
堀
さ
ん
ご
自
身
も
、
お
若

い
と
き
に

そ
う
し
た
経
験
や
お
考
え
を
も
た
れ
た
の
で
し
ょ

う
か
。

小
堀

も
と
も
と
私
自
身

が
大
学
院
で
国
史
学

や
神
道
学
を
学
び
、
や
が
て
神
職
の
道
に
進
ん
だ

の
も
、
伊
勢
神
宮
に
対
し
て
特
別
な
思
い
を
抱
い

た
か
ら
で
す
。

私

が

一

〇

代

の

と

き

、

故

郷

の

和

歌

山

市

は

開

発

に

よ

っ

て

深

刻

な

公

害

に

悩

ま

さ

れ

て

い
ま

し

た

。

多

く

の

反

対

署

名

が

あ

っ

た

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

海

の

大

規

模

な

埋

め

立

て

工

事

も

行

わ

れ

ま

し

た

。

そ

の

と

き

に

自

分

の
故

郷

が

ぼ

ろ

ぼ

ろ

に

さ

れ

て

い

く

つ

ら

さ

を

つ

く

づ

く

味

わ

い

ま

し

た

。

一
方

で

、

自

分

自

身

は

ど

の

よ

う

な

人

生

を

歩

む

べ

き

か

、

懸

命

に

考

え

ま

し

た

。

そ

の

と

き

に

決

意

し

た

の

が

、

自

分

は

絶

対

に

現

代

文

明

を

推

進

す

る

側

に

回

ら

な

い

と

い
う

こ

と

で

し

た

。

さ

ら

に

、

現

代

文

明

は

や

が

て

行

き

詰

ま

り

、

反

省

さ

れ

る

時

代

が

く

る

、

そ

の

と

き

に

、

日

本

人

が

救

わ

れ

る

指

標

が

、

必

ず

や

こ

の

伊

勢

神

宮

に

あ

る

と

確

信

し

た

の

で

す

。

今

で

も

そ

の

よ

う

に

信

じ

て

い

ま

す

。

私

は

一
九

九

七

年

に

ア

メ

リ

カ

の

ハ

ー

バ

ー

ド

大

学

で

「
Y
a
y
o
i
-
R
e
p
l
i
c
a
t
e
r
」
（
神

宮

の

本

質

）

と

題

す

る

講

演

を

し

ま

し

た

が

、

そ

の

際

に

提

起

し

た

の

も

、

や

は

り

現

代

文

明

や

ア

メ

リ

カ

の

政

策

に

対

す

る

問

い

直

し

で

し

た

。

ア

メ

リ

カ

で

は

、

フ

ロ

ン

テ

ィ

ア

精

神

が

重

ん

じ

ら

れ

て

い

ま

す

が

、

そ

の

考

え

は

、

結

局

は

誰

か

が

誰

か

を

支

配

す

る

こ

と

、

収

奪

す

る

こ

と

に

つ

な

が

る

の

で

は

な

い

か

と

い
う

懸

念

を

お

話

し



し
ま
し
た
。

山

岡

第
六
二
回
神
宮
式
年
遷
宮
は
ま
だ
続
い

て

い
ま
す

が
、
次
の
遷
宮
に
向
け
て
抱
負
を
お
話

し
く
だ
さ
い
。

小
堀

日
本
人
全
体
が
「
進
化

」
で
は
な
く
、

ど
れ
だ
け
心
の
「
深

化
」

が
で
き
る
か
。
そ
こ

に
、

私
は
着
目
し
て

い
ま
す
。

特
に
、
若
者
た
ち
に
は
ま
ず
も
っ
て
感
受
性
を

高
め
て
ほ
し

い
で
す
ね
。
神
宮
に
は
、
当
代
最
高

の
芸
術
作
品
を
展
示
し
た
神
宮
美
術
館
も
設
置
し

て

い
ま
す
。
絵
画

で
あ
れ
工
芸
で
あ
れ
、
じ
っ
く

り
と
作
品
を
鑑
賞
し
、
日
本
人
の
美
意
識
の
大
き

さ
、
深
さ
に
接
し
て
ほ
し

い
。

さ
ら
に
、
言
葉
に
も
も
っ
と
よ
り
敏
感
に
な
っ

て
も
ら
い
た

い
で
す
ね
。
と
い
っ
て
も
難
し
く
考

え
る
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。
日
頃

か
ら
「
飯
食

い

に
行
こ
う

か
」
で

は
な
く
、「
ご
飯
を
食

べ
に
行

こ
う
か
」
と
丁
寧
に
話
す
よ
う
に
す
る
。

「
食

べ
る
」
と
は
、
も
と
も
と

は
「
食
ぶ
」
と

い
う
動
詞
か
ら
発
し

た
言
葉
で
、
元
来
は
「
た
ま

わ
る
」
と

い
う
意
味

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う

な

言
葉
の
成
り
立
ち
を
知
る
と
、
い
か
に
「
食
う
」

と
「
食

べ
る
」
に
違
い
が
あ
る
か
、
そ
し
て
日
頃

の
言
葉

遣
い
が
大
切
で
あ
る
か
も
理
解
で
き
る
で

し

ょ

う

。

古

代

の

形

式

を

一
切

変

え

ず

に

日
本
の
精
神
文
化
を
継
承
し
続
け
る
の
が
使
命

山

岡

伊
勢
神
宮
の
今
後

の
あ
り
方
に
つ
い
て

は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。

小
堀

古
代
に
あ
っ
た
形
式
を
そ
の
ま
ま
の
形

で
次

の
世
代
に
伝
え
る
こ
と

が
何
よ
り
も
重
要
で

す
。「
こ
う
し
た
ほ
う

が
い
い
の
で
は
な

い
か
」

と

い
っ
た
新
し

い
提
案
や
考
え
は
一
切
加
え
て
は

い
け
ま
せ
ん
。
昔
の
ま
ま
の
形
で
次
の
世
代
に
引

き
継

い
で
い
く
こ
と
が
私
た
ち

の
重
要

な
使
命
で

す
し
、
そ
こ

に
こ
そ
神
宮
の
意
義
が
あ
る
の
で
す
。

も
う
お
亡
く

な
り
に
な
り
ま
し
た
が
、
あ
る
植

物
生
態
学
の
研
究
者
は
、
研
究
に
行
き
詰
ま
る
と

原
始
林
が
広
が
る
大
台
ヶ
原

の
山
奥
に
赴

か
れ
た

よ
う
で
す
。
そ
こ
で
、
一
週
間
も
一
〇
日
も
こ
も

っ
て
一
心
に
観
察
を
続
け
て

い
る
と
、
探
し
求
め

て
い
た
答
え

が
見

つ
か
っ
た
と

い
う
ん
で
す
ね
。

伊
勢
神
宮
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
存
在
な
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
時
代

や
流
行
と
は
一
線
を

画
し
、
そ
こ

を
訪
れ
た
人
が
、
日
本
の
精
神
文
化

な
ど
に
つ
い
て
何
か
し
ら
の
発
見
を
す
る
。
そ
う

し
た
普
遍
的
な
場
所
が
伊
勢
神
宮
な
の
で
す
。

何
か
一
つ
で
も
、
手
を
加
え

て
し
ま

っ
た
ら
、

そ
れ
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
っ
か

り
精
神
文
化
を
継
承
し
続
け
て
い
く
こ
と
が
重
要

な
の
で
す
。

山
岡

二
〇
二
〇
年

の
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
の
開
催

に
伴
い
、
こ
れ
か
ら
多
く
の
外
国
人

が
日
本
を
訪

れ
る
こ
と
に
な
る
と
思

い
ま
す
。
そ
の
際
に
、
お

も
て
な
し

の
一
環
と
し
て
、
日
本
に
備
わ
る
精
神

文
化
や
考
え
方
を
外
国

の
方
に
伝
え

る
こ
と
も
大

切
だ
と
思

い
ま
す
。

小
堀

誰

が
来
て
も
胸
を
張

れ
る
独
自
の
文
化

が
日
本
に
は
あ
る
と

い
う
こ
と
を
、
ま
ず
日
本
人

自
身
が
認
識
す
る
こ
と

が
大
切
で
す

。
そ
の
う
え

で
、
海
外
の
人
に
も
そ

の
す
ば
ら
し

さ
を
伝
え

れ

ば
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

た
だ
、
あ
ま
り
無
理
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。
神
宮
で
も
年
間

一
五
〇
〇
回
に
わ
た
っ
て

お

祭
り
を
行

っ
て
い
ま
す

が
、
特
に
誰
か
を
招
待
し

て
に
ぎ
に
ぎ
し
く
行
う
よ
う
な
こ
と
は
し
て
い
ま

せ
ん
。
神
職

が
粛
々
と
神
様
を
ま

つ
る
行
為
を
繰

り
返
し
繰
り
返
し
行
う
だ
け
で
す
。
そ
の
く
ら
い

の
ス
タ
ン
ス
で
い
い
。
し
か
し
、
問
わ
れ
れ
ば
し

っ
か
り
答
え
ら
れ
る
だ
け
の
も
の
は
、
身
に
つ
け

て
お
く
べ
き
だ
と
思

い
ま
す
。




