
脱税
歴
史
の
ひ
ろ
ば

話器

「
神
国
日
本
の
復
興
」

｜
｜
一
二
世
紀
に
お
け
る
神
道
の
動
向
｜
｜

ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
l
ン

は

じ

め

に

「
国
家
神
道
」
の
時
代
が
と
っ
く
に
終
わ
り
、
終
戦
後
の
「
神

道
指
令
」
か
ら
六
O
年
以
上
も
経
っ
て
、
新
世
紀
に
入

っ
て
い
る

現
在
の
神
道
は
、
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
神

道
は
、
新
世
紀
に
ど
う
対
応
し
、
自
ら
の
過
去
を
ど
う
見
て
い
る

か
、
こ
れ
ら
の
現
代
史
的
な
問
題
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が

本
稿
の
課
題
で
あ
る
。
こ
の
課
題
に
迫
る
に
は
、
神
道
の
本
場
で

も
あ
る
神
社
本
庁
に
焦
点
を
絞
る
必
要
が
当
然
あ
る
。
神
社
本
庁

は
、
戦
後
間
も
な
く
出
来
た
「
包
括
宗
教
法
人
」
で
、
全
国
ほ
と

ん
ど
の
神
社
を
管
轄
し
、
そ
の
神
職
の
任
免
権
を
有
す
る
強
力
な

中
央
集
権
的
組
織
で
あ
る
。
「
祭
杷
」
を
さ
だ
め
、
「
神
学
」
を
担

当
し
、
つ
ま
り
戦
後
の
神
道
そ
の
も
の
を
形
作
っ
て
き
た
の
も
、

こ
の
神
社
本
庁
で
あ
る
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
を
も
っ
て
神

道
の
本
質
に
接
近
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
も
ち
ろ
ん
神
社
本
庁
刊
行

の
週
刊
紙
『
神
社
新
報
』
、
「月
刊
若
木
』
、
そ
の
他
神
社
本
庁
刊

行
の
テ
キ
ス
ト
に
頼
る
必
要
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た

文
献
を
利
用
し
な
が
ら
も
主
と
し
て
「
も
の
」
と
い
う
方
法
論
を

利
用
す
る
。

宗
教
を
考
え
る
上
で
「
も
の
」
は
極
め
て
示
唆
的
な
手
法
で
あ

る
。
「
も
の
」
こ
そ
人
間
と
聖
な
る
世
界
と
の
媒
介
に
な
る
か
ら

で
も
あ
る
が
、
「
も
の
」
は
同
時
に
聖
な
る
空
間
を
構
成
し
、
儀

礼
的
行
為
を
意
味
付
け
る
。
神
道
に
お
け
る
「
も
の
」
は
、
例
え

ば
本
殿
の
奥
深
い
、
目
に
見
え
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
「
ご
神
体
」
、

神
々
へ
供
え
ら
れ
る
「
神
撰
」
、
ま
た
は
神
社
の
境
内
を
形
作
り
、

意
味
付
け
る
鳥
居
、
本
殿
や
拝
殿
な
ど
の
建
築
物
、
あ
る
い
は
神

像
、
神
木
、
社
も
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
神
社
本
庁
は
、
わ
れ

わ
れ
の
目
を
こ
れ
ら
で
な
く
、
別
の
「
も
の
」
に
向
け
さ
せ
る
。

じ
ん
く
っ
た
い

ま

そ
れ
は
「
神
宮
大
麻
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
神
宮
」
は
、
も

ち
ろ
ん
伊
勢
神
宮
の
こ
と
で
、
「
大
麻
」
と
は
お
札
を
さ
し
て

言
っ
て
い
る
。
伊
勢
神
宮
の
お
札
で
あ
る
「
神
宮
大
麻
」
と
い
う

も
の
こ
そ
、

二
一
世
紀
の
神
道
を
理
解
す
る
カ
ギ
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
、
神
社
本
庁
が
「
神
道
教
化
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
」
と
も
称

し
て
い
る
「
一
千
万
家
庭
神
宮
大
麻
奉
斎
運
動
」
を
現
に
展
開
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
全
国
の
世
帯
の
五
分
の
一
に
ま
で
神
宮
大
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麻
を
頒
布
す
る
目
的
を
持
つ
こ
の
運
動
は
、
一
九
八
七
年
か
ら
始

ま
っ
た
が
、
二

O
O
五
年
に
新
し
い
段
階
に
入
っ
た
。
「
モ
デ
ル

支
部
制
度
」
の
導
入
が
そ
れ
で
、
「
モ
デ
ル
支
部
制
度
」
は
、
都

道
府
県
の
神
社
庁
が
抱
え
る
「
支
部
」
の
い
く
つ
か
を
特
定
し
、

そ
の
「
支
部
」
の
神
職
に
神
宮
大
麻
の
頒
布
に
一
層
の
努
力
を
は

ら
い
、
工
夫
を
こ
ら
す
よ
う
励
ま
し
、
頒
布
向
上
、
活
性
化
を
は

か
る
制
度
で
あ
る
。
頒
布
の
統
計
か
ら
判
断
を
し
て
、
こ
の
制
度

が
成
功
を
修
め
、
戦
時
中
以
来
の
一
千
万
体
の
神
宮
大
麻
は
、
も

う
一
押
し
で
達
成
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
二
O
O
八
年
全
国
に
頒

布
さ
れ
た
神
宮
大
麻
の
体
数
は
八
九
九
万
五
六

O
五
体
と
な
っ
て

い
る
。

本
稿
で
は
三
節
を
立
て
次
の
課
題
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
す

る
。
ま
ず
、
大
麻
頒
布
の
「
な
ぜ
」
。
な
ぜ
に
神
社
本
庁
が
骨
身

を
削
っ
て
ま
で
の
努
力
を
大
麻
頒
布
運
動
に
入
れ
て
い
る
の
か
、

そ
し
て
そ
の
運
動
が
二
一
世
紀
の
神
道
の
本
質
に
つ
い
て
何
を
物

語
っ
て
く
れ
る
の
か
を
考
え
る
。
次
に
、
「
も
の
」
と
し
て
の
神

宮
大
麻
に
目
を
向
け
、
そ
の
生
産
、
そ
の
性
質
そ
し
て
そ
の
頒
布

の
戦
略
を
考
察
す
る
。
大
麻
の
頒
布
体
制
は
、
完
壁
な
も
の
で
な

く
、
様
々
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
神
職
の
反
感
を
か
っ
て
い
る

節
も
あ
る
。
そ
こ
で
最
後
に
葛
藤
の
場
と
し
て
の
神
宮
大
麻
頒
布

に
光
を
当
て
る
。

「
神
国
日
本
の
復
興
」
と
神
宮
大
麻
頒
布
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な
ぜ
神
社
本
庁
が
都
道
府
県
の
神
社
庁
、
全
国
の
神
職
、
神
社

の
総
代
を
動
員
し
て
ま
で
神
宮
大
麻
の
頒
布
に
全
力
を
尽
く
し
て

い
る
の
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
大
き
な
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
の

は
、
黒
岩
昭
彦
氏
だ
ろ
う
。
元
神
社
本
庁
本
宗
奉
賛
課
長
の
黒
岩

氏
は
、
「
神
社
新
報
」
の
紙
面
で
神
宮
大
麻
頒
布
の
意
味
合
い
お

よ
び
そ
の
必
要
性
に
つ
い
て
次
の
三
点
を
主
張
し
た
。
①
「
つ
な

が
り
」
、
②
「
原
点
回
帰
」
、
③
「
荘
厳
さ
を
残
す
」
。
「
つ
な
が

り
」
は
、
神
宮
大
麻
の
、
家
庭
に
お
け
る
奉
斎
が
全
国
家
庭
を
伊

勢
神
宮
に
つ
な
げ
る
結
果
と
な
り
、
「
つ
な
が
り
」
が
出
来
て
、

よ
り
多
く
の
人
々
が
、
家
庭
が
、
伊
勢
参
り
を
し
、
天
照
大
神
に

対
す
る
信
仰
が
深
ま
る
、
と
の
意
味
。
氏
は
「
原
点
回
帰
」
論
で

「
慎
み
の
心
や
人
間
の
力
を
超
越
し
た
も
の
へ
の
畏
怖
や
畏
敬
の

念
が
国
民
の
意
識
か
ら
急
激
に
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。

そ
の
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
表
れ
は
、
「
靖
国
神
社
や
歴
史
認
識
の
問

題
」
に
見
え
る
が
、
そ
の
回
帰
す
べ
き
原
点
は
、
ほ
か
で
も
な
い

「
天
皇
と
神
宮
と
い
う
こ
つ
の
御
存
在
」
で
あ
る
。
そ
う
し
た
原

点
に
回
帰
す
る
装
置
と
し
て
は
、
神
宮
大
麻
の
家
庭
に
お
け
る
奉

斎
が
欠
か
せ
な
い
と
主
張
す
る
。
「荘
厳
さ
」
と
な
る
と
、
経
済

論
が
出
て
く
る
。
伊
勢
神
宮
の
荘
厳
さ
と
神
聖
さ
を
残
す
た
め
に



は
、
経
済
力
が
必
要
で
、
「
神
宮
大
麻
の
初
穂
料
」
が
そ
の
負
担

の
一
部
を
支
え
て
い
る
と
い
う
。
ち
な
み
に
、
大
麻
は
「
頒
布
」

す
る
と
言
う
が
、
実
際
に
は
神
社
庁
、
神
社
が
売
る
も
の
で
、
そ

の
代
金
を
「
初
穂
料
」
と
称
す
る
。
匿
名
を
条
件
に
面
談
に
応
じ

て
く
れ
た
内
宮
の
関
係
者
に
よ
る
と
、
伊
勢
神
宮
の
一
年
の
収
益

の
半
分
以
上
が
大
麻
の
初
穂
料
で
賄
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
。

黒
岩
氏
は
、
上
述
の
論
旨
を
次
の
様
に
締
め
く
く
る
。

天
皇
と
神
宮
と
い
う
二
つ
の
御
存
在
が
真
姿
に
保
た
れ
る
限

り
に
お
い
て
神
田
日
本
の
復
興
は
い
つ
し
か
図
ら
れ
る
だ
ろ

う
、
と
い
う
確
信
を
今
後
と
も
抱
い
て
い
く
た
め
に
も
、

我
々
は
必
死
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
い
つ
ま
ん
で
言
え
ば
、
「
我
が
内
な
る
「
国
体
意
識
」
」
と
言
わ

れ
る
天
皇
と
神
宮
こ
そ
国
民
が
回
帰
す
べ
き
原
点
で
、
神
宮
大
麻

の
頒
布
、
お
よ
び
国
民
の
家
庭
に
お
け
る
神
宮
大
麻
の
奉
斎
が
、

神
田
日
本
の
復
興
を
実
現
可
能
に
す
る
、
と
い
う
議
論
で
あ
ろ
う
。

黒
岩
氏
の
い
う
「
神
国
日
本
」
に
何
ら
具
体
性
は
な
い
が
、
基
本

的
に
万
世

一
系
の
神
話
、
祭
政

一
致
的
な
天
皇
を
中
軸
と
す
る

一

つ
の
国
家
像
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
神
国
日
本
の
復
興
は
突
然

現
れ
た
課
題
で
は
な
く
、
神
社
本
庁
の
設
立
以
降

一
貫
し
て
追
求

さ
れ
て
き
た
主
な
目
標
で
あ
る
こ
と
を
ま
ず
確
認
し
て
お
こ
う
。

こ
の
こ
と
は
、
神
社
本
庁
が
制
定
し
、
全
国
の
神
社
神
職
を
し

て
執
り
行
わ
し
め
る
祭
杷
に
よ
っ
て
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
本

庁
管
轄
下
の
神
社
の
祭
杷
は
、
年

一
度
の
例
祭
の
他
に
春
の
祈
年

祭
と
秋
の
新
嘗
祭
（「大祭」
）、
歳
旦
祭
、
元
始
祭
、
紀
元
祭
、
神

嘗
祭
当
日
祭
、
昭
和
祭
、
明
治
祭
、
天
長
祭
（「中祭」
）が
あ
る
。

さ
ら
に
「
恒
例
式
」
と
い
う
範
轄
の
祭
杷
も
あ
っ
て
、
中
で
も
春

季
、
秋
季
の
皇
霊
祭
遥
拝
が
二
O
O六
年
に
新
た
に
加
え
ら
れ
た
。

い
ず
れ
の
祭
杷
も
、
万
世

一
系
と
い
う
民
族
神
話
を
物
語
る
も
の

で
あ
る
。
例
え
ば
、
祈
年
祭
、
新
嘗
祭
、
神
嘗
祭
に
お
い
て
皇
祖

天
照
大
神
を
祭
り
、
紀
元
祭
や
神
武
天
皇
祭
に
お
い
て
皇
祖
の
子

孫
な
る
事
項
杵
お
よ
び
神
武
に
よ
る
、
万
世

一
系
の
始
ま
り
を
記

念
す
る
。
そ
し
て
連
綿
と
続
い
て
き
た
万
世

一
系
そ
の
も
の
を
春

と
秋
の
皇
霊
祭
遥
拝
に
お
い
て
証
す
る
。
こ
れ
ら
の
祭
杷
に
戦
前

の
い
わ
ゆ
る
「
国
家
神
道
」
時
代
と
の
歴
然
と
し
た
連
続
性
が
見

て
取
れ
る
。
戦
前
と
決
定
的
に
違
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
国
家
の
立

場
だ
ろ
う
。
日
本
国
憲
法
第
二
O
条
に
お
い
て
政
教
分
離
が
設
け

ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
国
家
の
伊
勢
神
宮
や
そ
の
他
の
神
社
と
の

関
係
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
家
と
伊
勢

神
宮
と
の
問
の
距
離
が
戦
後
大
い
に
縮
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
黒

岩
氏
の
い
う

「
神
田
日
本
の
復
興
」
と
無
関
係
で
な
い
の
で
若
干

の
考
察
を
く
わ
え
る
。

一
九
六
O
年
一

O
月
の
第
三
六
臨
時
国
会
で
浜
地
文
平
議
員
は
、

神
社
本
庁
の
立
場
を
代
表
し
て
「
伊
勢
の
神
宮
に
奉
記
さ
れ
て
い

る
御
鏡
の
取
扱
い
に
関
す
る
質
問
趣
意
書
」
を
政
府
に
提
出
し
た
。
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池
田
勇
人
首
相
が
そ
れ
に
対
し
て
し
た
た
め
た
答
弁
書
で
は
「
神

鏡
」
に
つ
い
て
次
の
様
な
理
解
を
示
し
た
。
「
神
鏡
」
は
「
天
皇

が
伊
勢
神
宮
に
授
け
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
奉
杷
せ
し
め
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
関
係
は
歴
代
を
経
て
現
代
に
及
ぶ
。
し
た
が
っ

て
（中
略
）伊
勢
の
神
鏡
も
皇
位
と
と
も
に
っ
た
わ
る
べ
き
も
の
と

解
す
べ
き
で
あ
る
」
。
伊
勢
内
宮
で
現
に
祭
ら
れ
て
い
る
神
鏡
は
、

ま
さ
に
天
照
大
神
が
天
皇
の
祖
先
に
直
に
授
け
た
、
と
い
う
解
釈

で
あ
る
。
神
社
本
庁
は
、
こ
の
発
言
を
「
伊
勢
の
神
鏡
は
皇
祖
伝

授
の
御
鏡
で
あ
り
、
日
本
国
天
皇
の
皇
位
と
と
も
に
っ
た
わ
る
べ

き
も
の
で
あ
る
と
の
国
体
法
を
確
認
し
た
」
と
理
解
し
た
。
更
に
、

政
府
の
こ
う
し
た
「
公
権
解
釈
は
、
そ
の
終
戦
以
来
の
一
般
憲
法

学
説
を
排
し
て
、
皇
位
と
神
宮
と
の
特
殊
不
可
分
の
関
係
を
公
認

し
た
。
そ
れ
は
（中
略
）敗
戦
以
来
暖
昧
に
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
我
が

日
本
国
体
は
、
恢
拡
に
輝
か
し
い

一
歩
を
印
す
る
も
の
で
あ
っ

た
」
と
の
見
解
も
示
し
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
池
田
の
「
川
合
弁

童
百
」
に
よ
つ
て
一
種
の
公
的
性
格
が
伊
勢
神
宮
に
新
た
に
付
与
さ

れ
た
と
も
一吉

を
撤
回
し
な
い
ば
か
り
か
、
目
立
つ
の
は
、
代
々
の
総
理
に
よ
る

伊
勢
神
宮
へ
の
接
近
だ
ろ
う
。
総
理
の
年
頭
の
伊
勢
参
拝
が
そ
れ

で
あ
る
。

一
九
七
0
年
代
以
降
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
大
平
正
芳
氏

や
社
会
党
の
村
山
富
市
氏
、
民
主
党
の
鳩
山
由
紀
夫
氏
も
含
め
る

歴
代
首
相
は
、
新
年
に
決
め
事
の
よ
う
に
伊
勢
神
宮
に
足
を
運
ぶ
。

こ
れ
は
総
理
、
内
閣
に
よ
る
靖
国
参
拝
と
違
っ
て
ほ
と
ん
ど
問
題

視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
神
田
日
本
の
復
興
に
欠
か
せ
な
い
国
家

と
伊
勢
と
の
関
係
は
、
池
田
答
弁
書
や
そ
れ
を
、
つ
け
た
総
理
、
内

閣
の
参
拝
に
よ
っ
て
も
あ
る
程
度
立
ち
直
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き

ト」でつ
〆。
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こ
こ
で
最
後
に
神
社
本
庁
に
お
け
る
伊
勢
神
宮
の
位
置
づ
け
を

再
確
認
し
た
い
。
神
社
本
庁
が
戦
後
定
め
た
社
格
制
度
は
、
戦
前

の
官
幣
大
社
な
ど
を
「
別
表
神
社
」
の
枠
に
入
れ
る
な
ど
し
て
戦

前
の
そ
れ
を
踏
襲
す
る
。
そ
し
て
伊
勢
神
宮
を
、
す
べ
て
の
神
社

の
上
に
位
置
づ
け
る
。『
神
社
本
庁
憲
章
』
の
第
二
条
に
「
神
社

本
庁
は
神
宮
を
本
宗
と
仰
ぎ
、
奉
賛
の
誠
を
捧
げ
る
」
と
あ
る
よ

う
に
、
神
社
本
庁
は
、
神
宮
を
「
最
高
至
貴
」
の
神
社
と
み
な
す
。

神
社
本
庁
が
直
接
頒
布
に
係
る
お
札
は
、
も
ち
ろ
ん
伊
勢
神
宮
の

神
宮
大
麻
の
み
で
あ
る
と
い
う
事
実
も
そ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
。

も
う
一
つ
は
、
神
宮
の
「
祭
主
」
、
「
大
宮
司
」
の
任
免
権
は
、
神

社
本
庁
で
な
く
天
皇
が
握
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
他
の
全
国

の
神
社
神
職
は
、
神
社
本
庁
の
統
理
が
そ
の
任
免
権
を
握
る
が
、

「
祭
主
」
も
「
大
宮
司
」
も
統
理
で
な
く
、
「
勅
旨
を
奉
じ
て
」
決

定
す
る
。
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
本
庁
が
神
宮
を
「
本
宗
」
と
仰

ぎ
、
神
宮
大
麻
を
頒
布
し
、
祭
主
な
ど
の
任
免
権
を
天
皇
に
握
ら

せ
る
の
は
、
伊
勢
神
宮
だ
け
が
神
国
日
本
、
万
世

一
系
の
神
話
を

意
味
付
け
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。



「
も
の
」
な
る
神
宮
大
麻
ー
そ
の
奉
製
と
頒
布

さ
て
、
神
社
本
庁
の
奨
励
の
元
で
頒
布
さ
れ
る
神
宮
大
麻
そ
の

も
の
に
焦
点
を
絞
っ
て
み
る
。
神
宮
の
お
札
は
、
近
代
国
家
の
産

物
で
は
決
し
て
な
い
。
近
世
期
の
御
師
が
全
国
至
る
所
に
神
宮
大

麻
の
前
身
で
あ
る
「
お
被
」
を
普
及
さ
せ
、
庶
民
と
伊
勢
神
宮
の

繋
が
り
を
も
た
ら
す
そ
の
効
果
は
、
極
め
だ
大
き
か
っ
た
。
近
世

期
は
「
お
被
い
」
と
も
言
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
そ
の
厄
除
効
果
が

訴
え
ら
れ
て
い
た
が
、
近
代
に
な
っ
て
そ
の
名
称
が
「
神
宮
大

麻
」
に
定
着
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
解
釈
も
か
わ
っ
た
。
明
治
以

降
の
大
麻
頒
布
は
皇
祖
天
照
大
神
の
信
仰
を
全
国
に
普
及
さ
せ
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
。
大
麻
の
解
釈
は
、

二
通
り
の
説
が
生

み

し

る

し

ひ

も

ろ

さ

ま
れ
た
。

一
方
は
「
御
璽
説
」
と
い
い
、
他
方
は
「
神
簸
説
」

と
い
う
。
前
者
は
、
神
宮
大
麻
が
天
照
大
神
お
よ
び
そ
の
「
神

徳
」
を
「
象
徴
」
し
、
後
者
は
天
照
大
神
が
実
際
に
神
宮
大
麻
を

依
代
に
し
て
乗
り
移
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
二
説
を

め
ぐ
る
議
論
は
、
二一

世
紀
に
な

っ
て
も
続
け
ら
れ、

二
O
O三

年
の
神
社
本
庁
教
学
研
究
大
会
で
も
行
わ
れ
た
。
結
論
か
ら
い
う

と
、
前
者
の
御
璽
説
が
支
配
的
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
参
加
者

の
土
岐
淳
氏
と
藤
本
頼
生
氏
が
考
察
し
た
よ
う
に
「
戦
前
同
様
に

神
社
は
、
一
宗
教
に
あ
ら
ず
と
い
っ
た
意
識
が
強
く
働
い
た
」
結

神宮大麻奉製行事

月日 行事 場

l月8日 「大麻暦奉製始祭J

4月中旬 「大麻用材伐始祭」 丸山祭場

（宇治橋）

4月下旬より 奉製 奉製所

（神宮司庁頒布部）

毎週一回 「大麻修械式」 奉安所

－禰宜、前夜から斎館に参範潔斎 （奉製所内）

－禰宜、村i僕を供し、村ll酉を主主す

禰宜、祝詞を奏す

－所員、八度拍手

禰宜、械を修し、大麻を赦i青む

9月17日 「神宮大麻暦頒布始祭J 内宮神楽殿

大麻が大宮司より統理に授与される

10月2日 「神宮大麻暦頒布始報告祭」 都道府県神社庁

12月20日 「大麻暦奉製終了祭」

2月下旬 「神宮大麻暦頒布終了報告祭」 都道府県神社庁

3月 1日 「神宮大麻暦頒布終了祭」 内宮神楽殿

表 1果
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
、
御
璽
説
が
必
ず
し
も
神
社
本
庁
の
本
音

で
は
な
い
よ
う
だ
。
神
宮
大
麻
の
本
質
に
さ
ら
な
る
光
を
当
て
る

た
め
に
は
、
神
宮
大
麻
の
奉
製
か
ら
頒
布
ま
で
の
一
連
の
行
事
を

見
て
み
よ
う
。

『神宮大麻暦についての Q&A』神社本庁1998年、 56-63頁より作成。出典
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表
l
は
、
神
宮
大
麻
に
係
る

一
連
の
行
事
を
示
す
も
の
で
あ
る

が
、
特
に
注
目
に
値
す
る
の
は
、
毎
年
四
月
中
旬
よ
り
週
一
回
行

わ
れ
る
「
大
麻
修
械
式
」
だ
ろ
う
。
前
夜
か
ら
斎
館
に
参
簡
潔
斎

し
た
禰
宜
が
大
麻
を
前
に
神
僕
を
ま
ず
供
し
、
神
酒
を
実
す
、
そ

し
て
祝
詞
を
奏
す
。
祝
調
は
、
「
こ
の
お
お
ぬ
さ
に
、
み
い
つ
の

み
た
ま
を
さ
き
は
へ
た
ま
ひ
て
云
々
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
天
照

大
神
の
御
霊
が
大
麻
に
乗
り
移
る
よ
う
に
と
い
う
意
味
の
御
祈
り

で
あ
る
。
ち
な
み
に
天
照
大
神
が
乗
り
移
る
と
さ
れ
る
の
は
、
大

麻
の
「
御
真
」
で
あ
る
。
御
真
は
杉
の
細
長
い

「木
切
れ
」
で
、

剣誠（けんばらい）は左

大
麻
の
あ
ら
ゆ
る
種
類
に
共
通
す
る
、
も
っ
と
も
肝
心
な
部
分
で

あ
る
。
図
l
は
、
「
剣
破
（け
ん
ば
ら
い
こ
と
称
せ
ら
れ
る
神
宮
大

麻
で
、
紙
に
挿
入
し
た
御
真
が
こ
れ
で
は
っ
き
り
見
え
る
。
他
の

大
麻
の
場
合
は
、
こ
の
御
真
を
長
方
形
の
木
の
板
に
貼
り
、
そ
し

て
、
そ
の
全
体
を
「
天
照
大
神
」
と
書
い
た
紙
で
包
む
形
に
な
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
い
く
ら
「
御
璽
説
」
が
支
配
的
と
い
っ
て
も
、

天
照
大
神
の
御
霊
が
神
宮
大
麻
に
実
際
乗
り
移
っ
て
い
る
と
理
解

さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

神
宮
大
麻
頒
布
の
究
極
的
な
目
的
地
は
、
家
庭
の
神
棚
だ
が
、

次
に
神
社
本
庁
が
定
め
た
家
庭
に
お
け
る
神
宮
大
麻
の
祭
り
方
を

見
て
み
よ
う
。
神
社
本
庁
編

『神
宮
大
麻
暦
に
つ
い
て
の

Q
＆

A
』
に
よ
る
と
、
ま
ず
「
家
族
揃
っ
て
清
々
し
い
心
で
新
年
を
お

迎
え
し
「
氏
神
さ
ま
」
と
共
に
「
お
伊
勢
さ
ま
」
を
お
参
り
し
、

今
年
一
年
の
無
事
を
お
祈
り
し
ま
し
ょ
う
」
と
あ
る
。
神
宮
大
麻

は
、
家
庭
の
拝
み
、
お
参
り
す
る
対
象
に
な
る
が
、
そ
れ
は
新
年

の
み
で
な
く
毎
日
祭
る
べ
き
と
さ
れ
る
。

毎
朝
、
お
米
、
お
塩
、
お
水
な
ど
を
お
供
え
し
て
拝
礼
し
ま

す
。
お
神
酒
、
季
節
の
初
物
、
お
土
産
等
は
そ
の
都
度
お
供

え
し
、
感
謝
を
込
め
て
後
ほ
ど
頂
戴
し
ま
す
。

そ
し
て
お
参
り
の
作
法
は
、
「
神
社
の
参
拝
作
法
と
同
様
に
、

二
拝
（深
く
お
辞
儀
を
二
回
）
二
拍
手
（手
を
二
固
た
た
く
こ

拝
（深
く
お

辞
儀
を

一
回
）
で
す
」
と
定
め
前
。
ま
た
、
例
え
ば
、
一
緒
に
生
活
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し
て
い
る
人
が
亡
く
な
っ
た
場
合
に
、
神
棚
ま
つ
り
を
慎
み
、
五

O
日
祭
後
、
神
職
に
「
清
一
服
」
を
し
て
も
ら
っ
て
は
じ
め
て
そ
れ

を
再
開
す
る
様
に
指
示
さ
れ
る
。
こ
れ
な
ど
か
ら
も
、
神
宮
大
麻

の
聖
な
る
本
質
l
そ
れ
が
た
だ
の
シ
ン
ボ
ル
で
な
く
、
文
化
人
類

学
的
に
言
う
と
こ
ろ
の

ロロ
B
E
C
5
0
Z
R円
と
し
て
扱
わ
れ
て
い

る
こ
と
1

が
確
認
さ
れ
よ
%。

さ
て
、
こ
の
神
宮
大
麻
が
ど
の
よ
う
に
し
て
伊
勢
神
宮
か
ら
、

お
ま
つ
り
す
る
家
庭
ま
で
た
ど
り
着
く
の
か
、
神
宮
大
麻
頒
布
の

力
学
は
何
か
を
、
京
都
府
を
事
例
に
検
討
し
よ
う
。
先
ず
、
上
述

の
表
ー
で
も
確
認
で
き
る
様
に
、
奉
製
さ
れ
て
い
る
神
宮
大
麻
は
、

伊
勢
の
神
楽
殿
で
行
わ
れ
る
「
神
宮
大
麻
暦
頒
布
始
祭
」
（九
月
）

に
よ

っ
て
大
宮
司
か
ら
神
社
本
庁
の
統
理
に
授
与
さ
れ
、
次
に
そ

の
場
で
統
理
の
手
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
神
社
庁
長
ハ
と
手
渡
さ
れ
る
。

そ
し
て
一

O
月
の
「
神
宮
大
麻
暦
頒
布
始
報
告
祭
」
で
は
、
京
都

府
な
ど
の
神
社
庁
で
神
宮
大
麻
を
神
社
神
職
に
頒
つ
、
と
い
う
経

路
と
な
る
。

京
都
府
神
社
庁
は
、

一
五
七
九
社
の
神
社
を
管
轄
し
て
い
る
が
、

そ
の
神
社
は
市
内
の
六
支
部
の
他
に
、
山
城
、
丹
波
、
丹
後
そ
れ

ぞ
れ
の
支
部
に
も
区
分
け
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
利
用
し
た
京
都
府
神
社
庁
の
頒
布
の
統
計
を
見
る
と
、
平
成

一
七
年
は

一
O
万
九
九
四
体
だ
っ
た
の
が
、
平
成

一
八
年
に

一
O

万
三
O
二
二
体
に
増
加
し
、

一
九
年
も
増
え
て

一
O
万
四
八
三
九

が

ふ

だ

本
局
、
お
宮
さ
ん
か
ら
受
け
ら
れ
た
司
尋
問
皇
太
神
宮
白
と
い
う
守
符
札
は

E
i
y
 

「
お
伊
銑
坊
さ
ん
」
の
お
ふ
だ
で
、
「
神
宮
大
一
応
」
と
い
い
ま
す
e

「
お
伊
惨
さ
ん
」
の
神
婚
は
、
え
晴
の
よ
う
に
す
べ
て
の
も
の
に
お
止
み
を
与
え
て
下
さ
い
ま
す
。

ょ
の
持
事
え
麻
を
お
畳
け
に
な
ヲ
子
持
私
の
お
ふ
だ
と
士
婚
に
お
ま
つ
り
し
て
下
さ
い
．

（表
面
与
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体
と
な
り
、
そ
し
て
二
O
O
八
年
は
更
に

一
O
万
五

一
五
九
体
と

伸
び
て
い
話
。
こ
う
し
た
伸
び
の
う
ら
に
は
、
神
職
、
総
代
の
骨

身
を
削
っ
て
ま
で
の
努
力
が
も
ち
ろ
ん
あ
る
。
他
の
都
道
府
県
に

見
習
い
、
例
え
ば
簡
易
神
棚
を
無
償
で
配
布
し
て
い
る
。
神
棚
が

な
い
か
ら
神
宮
大
麻
を
断
る
家
庭
が
多
い
こ
と
へ
の
対
応
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
京
都
府
の
各
神
社
で
神
社
の
お
札
を
参
拝
者
に
授
与
す

る
際
、
神
宮
大
麻
と
セ
ッ
ト
で
売
る
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
を
行
っ
て
い

る
。
京
都
府
で
は
さ
ら
に
神
宮
大
麻
を
購
入
す
る
家
庭
に
、
別
に

住
ま
う
子
、
孫
の
分
も
買
う
よ
う
に
勧
め
、
そ
れ
は
「
お
や
つ
や

日
用
品
な
ど
と
と
も
に
送
っ
て
家
族
の
粋
を
保
つ
」
効
果
を
持
つ

と
い
う
宣
伝
も
し
て
い
る
。

京
都
府
独
自
の
戦
略
も
あ
る
。
神
社
庁
が

「
お
が
た
ま
の
木
絵

画
コ
ン
ク
ー
ル
」
を
企
画
し
、
そ
し
て
入
選
品
の
中
か
ら
「
お
日

様
の
絵
」
を
選
ん
で
頒
布
運
動
に
活
用
し
て
い
る
。
図
2
に
見
え

る
そ
の
絵
は
、
「
温
か
く
、
明
る
く
、
優
し
い
」
天
照
大
神
の
御

神
徳
を
表
現
す
る
か
ら
選
ば
れ
た
わ
け
で
、

京
都
府
の
神
宮
大
麻

関
係
の
宣
伝
に
は
、
必
ず
こ
の
魅
力
的
で
、
な
じ
み
や
す
い
マ
l



ク
を
付
け
て
い
幻
o

図
2
は
、
神
宮
大
麻
を
購
入
す
る
氏
子
に
渡

す
解
説
の
一
枚
の
紙
だ
が
、
そ
の
説
明
文
自
体
も
興
味
深
い
。
こ

こ
で
は
、
天
照
大
神
は
、
「
太
陽
の
様
に
す
べ
て
の
も
の
に
お
恵

み
を
与
え
て
く
だ
さ
い
ま
す
」
神
と
し
て
描
か
れ
、
さ
ら
に
、
神

宮
大
麻
を
お
ま
つ
り
す
る
こ
と
を
、
「
家
族
の
心
が
あ
ら
た
ま
り
、

そ
れ
が
和
や
か
に
そ
し
て
気
持
ち
が
休
ま
り
癒
さ
れ
ま
す
」
と
の

説
明
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
天
照
大
神
を
万
世
一
系
の
神
話
、
神
国

日
本
の
復
興
と
一
切
結
び
つ
け
な
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
京
都

府
神
社
庁
小
冊
子

『だ
い
じ
え
す
と
杜
」
な
ど
で
も
、
こ
の
姿
勢

を
基
本
的
に
通
し
て
い
る
。
「
天
照
大
神
は
、
生
き
生
き
と
し
た

力
を
す
べ
て
の
神
様
に
与
え
る
最
も
尊
い
神
様
」
で
、
氏
子
も

「天
照
大
神
の
御
神
徳
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
そ
の

力
を
発
揮
さ
れ
る
の
で
す
」
と
い
う
が
、
天
照
大
神
は
、
政
治
権

力
と
結
び
つ
か
な
い
実
に
「
や
さ
し
い
」
、
共
同
体
の
た
め
の
神
、

と
い
う
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
厄
。
京
都
府
に
お
け
る
神
宮
大

麻
頒
布
の
成
功
が
ど
こ
ま
で
こ
う
し
た
天
照
皇
大
神
像
に
つ
な

が
っ
て
い
る
か
分
か
り
か
ね
る
が
、
戦
前
の
万
世

一
系
的
な
、
権

力
の
源
と
し
て
の
皇
祖
よ
り
は
や
さ
し
い
天
照
皇
大
神
の
方
が
二

一
世
紀
の
人
々
を
魅
せ
る
も
の
が
あ
ろ
刊
。

抵
抗
の
色
々
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都
道
府
県
の
神
社
庁
は
、
モ
デ
ル
支
部
制
度
を
も
と
に
様
々
な

戦
略
を
も
っ
て
、
工
夫
を
凝
ら
し
、
神
宮
大
麻
を
「

一
千
万
世

帯
」
を
目
標
に
頒
布
し
て
い
る
。
神
社
本
庁
は
「

一一

年
連
続
の

滅
体
傾
向
に
歯
止
め
を
か
け
た
」
と
い
う
ふ
う
に

ιモ
デ
ル
支
部

制
」
が
成
功
を
お
さ
め
て
い
る
と
、
評
価
し
て
い
る
。
だ
が
、
楽

観
的
ど
こ
ろ
か
深
刻
な
危
機
感
に
覆
わ
れ
て
い
る
。
本
庁
が
行
っ

た
意
識
調
査
は
、
そ
の

一
因
だ
ろ
う
。
二
O
O七
年
の
「
神
社
に

関
す
る
意
識
調
査
」
で
は
、
神
宮
大
麻
を
「
あ
な
た
の
家
庭
で
受

け
て
い
ま
す
か
」
に
対
し
て
、
「
受
け
て
い
な
い
」
も
し
ぶ
は

「
わ
か
ら
な
い
」
が
全
体
の
八
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
な

っ
て
い
る
。

二
O
O
五
年
の
「
「
伊
勢
神
宮
」
に
関
す
る
意
識
調
査
」
で
は
、

神
宮
大
麻
の
問
題
が
さ
ら
に
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
。
そ
こ
で
た
と

え
ば
二
O
代
の
日
本
人
で
、
「
神
宮
大
麻
を
受
け
て
い
な
い
」
か

「
わ
か
ら
な
い
」
が
合
わ
せ
て
九
四
パ

ー
セ
ン
ト
に
も
な

っ
て
い

る
。
若
者
を
対
象
に
し
た
頒
布
活
動
が
ぶ
つ
か
る
問
題
の
ひ
と
つ

は
、
「
大
麻
」
と
い
う
名
称
ら
し
い
。
富
山
県
の

一
神
職
に
よ
る

と
、
「
そ
ん
な
大
麻
が
あ

っ
た
が
で
す
か
、
香
港
大
麻
と
ど

っ
ち

が
効
き
目
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
」
と
若
者
に
言
わ
れ
る
そ
う
だ
が
、

｛詑
）

こ
れ
は
富
山
だ
け
の
問
題
で
な
い
。
二
O
O九
年
五
月
に
聞
か
れ



た
神
社
本
庁
の
定
例
評
議
会
で
も
、
こ
の
大
麻
問
題
が
取
り
上
げ

ら
れ
た
。
神
道
教
化
の
妨
げ
に
な
ら
な
い
よ
う
、
政
府
に

「大
麻

取
締
法
を
マ
リ
フ

ァ
ナ
取
締
法
と
か
に
変
え
て
ほ
し
い
」
と
い
う

｛お
）

提
言
が
あ
っ
た
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
な
お
、
年
齢
が
上
が
る
に
つ
れ
、

神
宮
大
麻
を
受
け
る
割
合
が
増
加
す
る
と
は
い
え
、
六

O
代
に

な
っ
て
も
「
受
け
て
い
る
」
は
、

二
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
と
ど
ま

っ

て
い
る
。
受
け
な
い
理
由
は
、
「
も
と
も
と
ま
つ
っ
て
い
な
い
」

や
「
必
要
な
い
か
ら
」
が
最
も
多
い
。
年
配
の
方
が

「宗
教
に
戻

る」
、
「
神
社
に
戻
る
」
と
よ
く
一言
わ
れ
る
が
、
こ
の
層
の
、
神
宮

大
麻
に
対
す
信
奉
は
、
そ
の
限
り
で
は
な
い
よ
う
だ
。

神
社
本
庁
の
危
機
感
を
煽
る
今
ひ
と
つ
の
理
由
は
、
自
ら
公
表

し
て
い
る
頒
布
統
計
の
信
恵
性
が
あ
る
。
二

O
O
八
年
に
八
九
九

万
五
六

O
五
体
も
の
神
宮
大
麻
が
都
道
府
県
の
神
社
庁
か
ら
地
域

の
神
社
に
確
か
に
輸
送
さ
れ
た
が
、
家
庭
で
ま
つ
ら
れ
て
い
る
大

麻
数
を
反
影
し
た
数
字
で
は
な
い
ら
し
い
。
筆
者
は
、
某
県
の
有

名
神
社
の
欄
宜
を
務
め
な
が
ら
、
岡
県
神
社
庁
の
役
員
で
も
あ
る

一
神
職
に
面
談
に
応
じ
て
も
ら

っ
た
が
、
問
題
の

一
端
が
こ
の
神

職
の
言
葉
に
現
れ
て
い
る
。

筆
者
・
神
社
本
庁
は
、
も
う

一
押
し
で
頒
布
目
標
の

一
千
万

体
を
達
成
す
る
よ
う
で
、
す
ご
い
頒
布
率
だ
と
思
い
ま
す
が
、

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

禰
宜
・・
本
庁
の
出
す
統
計
は
信
頼
で
き
ま
せ
ん
。一言
つ
て
は

い
け
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
が
、
皆
抱
え
て
い
ま
す
。

筆
者
そ
れ
は
要
す
る
に
神
職
達
が
神
社
で
頒
布
し
き
れ
な

い
分
を
神
社
庁
に
返
さ
な
い
で
抱
え
て
い
る
と
い
う
意
味
で

す
か
。

欄
宜
－

e

そ
う
、
そ
う
。
返
す
の
が
恥
ず
か
し
い
か
ら
ね
。
都

市
な
ら
い
い
で
す
、
田
舎
も
い
い
で
す
、
回
覧
板
と

一
緒
に

回
っ
て
く
る
か
ら
。
う
ち
み
た
い
な
「
田
舎
の
町
」
の
神
社

が

一
番
こ
ま
る
。
と
に
か
く
あ
の
数
字
は
信
頼
し
て
は
い
け

な
い
、
皆
水
増
し
し
て
あ
る
。
都
道
府
県
に
よ
っ
て
水
増
し

の
度
合
い
が
違
う
で
し
ょ
う
け
ど
、
神
職
は
皆
大
麻
を
抱
え

て
い
ま
す
。

某
県
神
社
庁
務
め
の
こ
の
神
職
は
、
「
い
ず
れ
に
せ
よ
今
の
時

代
は
、
大
麻
を
も
ら
う
の
と
、
信
仰
を
持
つ
の
と
、
結
び
つ
か
な

い
時
代
な
の
で
、
大
麻
を
も
っ
て
伊
勢
の
信
仰
を
広
め
る
の
は
ど

う
か
な
、
と
思
う
」
と
も
言
っ
た
様
に
、
頒
布
運
動
そ
の
も
の
の

価
値
も
疑
っ
て
い
る
。
運
動
の
意
味
を
疑
っ
て
、
与
え
ら
れ
た
役

を
果
た
さ
な
い
神
職
の
存
在
は
、
神
社
本
庁
の
危
機
感
を
あ
お
る

更
な
る

一
因
に
な

っ
て
い
る
。
第
一
節
で
紹
介
し
た
黒
岩
氏
の
論

考
も
実
は
抵
抗
す
る
神
職
を
そ
の
射
程
に
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。

黒
岩
氏
は
、

冒
頭
で
こ
う
指
摘
し
た
。

ま
た
近
年
多
く
聞
か
れ
る
の
は
神
宮
大
麻
を
頒
布
す
る
意
義

が
解
ら
な
い
神
職
が
増
え
つ
つ
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
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の
点
は
重
大
で
あ
る
。
「
解
ら
な
い
」
と
述
べ
る
神
職
の
心

境
を
劃
酌
す
れ
ば
、
「
自
分
の
奉
記
す
る
神
社
の
こ
と
で
さ

え
大
変
な
の
に
、
ど
う
し
て
他
の
神
社
の
こ
と
ま
で
せ
ね
ば

な
ら
な
い
の
か
」
と
い
う
疑
問
だ
ろ
う
。
個
々
の
神
社
に
お

け
る
厳
し
い
現
状
は
理
解
す
る
が
、
こ
と
神
宮
大
麻
に
関
し

て
言
え
ば
損
得
を
超
越
し
た
、
献
身
的
な
奉
杷
の
精
神
こ
そ

が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

抵
抗
の
一
集
団
と
見
な
さ
れ
る
の
は
、
神
明
社
の
神
職
ら
し
い
。

全
国
的
に

一
九
六
三
社
も
あ
る
神
明
社
は
、

天
照
大
神
を
祭
る
神

社
で
、
氏
子
、

参
拝
者
な
ど
に
授
与
す
る
お
札
は
、
も
ち
ろ
ん
天

照
大
神
の
そ
れ
で
あ
る
。
な
ぜ
に
改
め
て
神
宮
大
麻
を
頒
布
し
な

い
と
だ
め
な
の
か
、
と
い
う
議
論
が
神
職
か
ら
も
氏
子
か
ら
も
当

然
現
れ
る
。
神
社
本
庁
主
催
の
「
神
宮
大
麻
に
関
す
る
研
究
会
」

（二
O
O
四
年
）
に
お
け
る
藤
本
頼
夫
氏
の
発
表
は
、
神
明
社
の
こ

う
し
た
問
題
を
対
象
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
藤
本
氏
は
、
本
庁
刊

行
物
の

『神
宮
大
麻
頒
布
必
携
」
や

『神
宮
大
麻
Q
＆
A
」
の
台

調
を
借
り
て
次
の
よ
う
に
応
答
す
る
。
ま
ず
「
い
ず
れ
が
本
、
い

ず
れ
が
末
で
し
ょ
う
か
」
と
前
置
き
を
し
て
「
ご
祭
神
が
同
じ
で

あ
っ
て
も
い
わ
ゆ
る
本
社
と
な
る
神
宮
の
神
札
を
受
け
る
こ
と
が

ま
ず
は
肝
要
で
」
、
「
国
民
の
総
氏
神
と
し
て
崇
敬
さ
れ
る
神
宮
の

神
札
を
受
け
る
こ
と
が
大
事
」
だ
と
主
張
す
る
。
こ
れ
は
、
説
得

性
の
あ
る
議
論
よ
り
は
た
だ
の
「
主
張
」
に
終
わ
っ
て
い
る
よ
う

（お
）

に
さ
え
見
え
る
。

神
社
本
庁
の
神
宮
大
麻
頒
布
運
動
に
た
い
す
る
抵
抗
は
、
ど
れ

だ
け
執
揃
か
知
る
す
べ
は
な
い
。
そ
れ
は
神
社
本
庁
が
神
職
を
対

象
に
し
た
意
識
調
査
を
行
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
筆
者
は
某
県
の

あ
る
八
幡
神
社
の
神
職
か
ら
次
の
様
に
言
わ
れ
た
が
、
例
外
的
な

の
か
、
典
型
的
な
の
か
は
残
念
な
が
ら
言
い
切
れ
な
い
。

神
宮
大
麻
や
遷
宮
へ
の
寄
付
な
ど
、
今
は
各
神
社
・
宮
司
の

不
満
が
た
ま
っ
て
い
る
。
本
庁
包
括
下
の
神
社
で
は
、
神
宮

大
麻
の
割
り
当
て
ら
れ
た
数
を
頒
布
で
き
ず
、
自
社
で
抱
え

て
破
棄
す
る
ケ
l
ス
も
多
い
で
す
。
ち
な
み
に
、
う
ち
の
支

部
は
「
神
宮
大
麻
モ
デ
ル
支
部
」
に
な
っ
た
と
か
で
、

三
年

間
一
社
あ
た
り
の
頒
布
数
を
強
制
的
に
増
や
さ
れ
、
支
部
長

自
ら
も
接
待
に
飛
び
回
っ
て
い
ま
し
た
。（
中
略
）
神
社
関
係

の
会
議
や
集
ま
り
に
行
く
と
、
大
半
の
神
職
の
意
識
が
役
人

や
官
僚
や
政
治
屋
と
大
差
な
い
の
が
ウ
ン
ザ
リ
で
す
。

こ
の
神
職
が
言
い
表
す
恨
み
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
理
由
も

あ
る
が
、
経
済
的
な
そ
れ
が
強
い
。
そ
し
て
そ
の
う
ら
に
長
く
続

い
て
い
る
地
域
神
社
と
本
庁
の
緊
張
感
も
見
て
取
れ
る
。
神
職
は
、

伊
勢
神
宮
に
関
心
が
湧
か
な
い
、
む
し
ろ
自
分
の
神
社
、
自
分
の

共
同
体
が
生
き
甲
斐
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
神
宮
大
麻
が
経
済
的
な

負
担
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
恥
ず
か
し
さ
故
に
、
売
り
切
れ

な
い
分
を
神
社
庁
に
返
却
し
な
い
で
、
抱
え
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
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る
。
実
は
、
こ
の
神
職
は
以
前
か
ら
神
社
本
庁
に
対
し
て
不
満
を

も
っ
て
い
る
よ
う
で
、
神
宮
大
麻
頒
布
運
動
そ
の
も
の
が
原
因
で

な
い
。
神
社
本
庁
は
、
神
社
か
ら
そ
の
神
職
の
数
、
位
に
比
例
し

て
「
負
担
金
」
を
募
り
、
本
庁
官
僚
の
年
収
な
ど
を
そ
の
負
担
金

で
賄
う
。
し
か
し
、
本
庁
は
、
こ
の
八
幡
神
社
の
よ
う
に
困
窮
し

て
い
る
神
社
へ
の
財
政
の
再
分
付
は
、
行
わ
な
い
。
神
職
は
、

「
神
社
の
た
め
の
本
庁
で
は
な
く
、
本
庁
の
た
め
の
神
社
、
と
い

う
の
が
宮
司
会
議
等
で
の
複
数
名
の
意
見
で
、
私
も
同
感
で
す
が

ね
」
と
い
う
音
必
見
を
の
べ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
神
社
本
庁
が
神

職
の
神
宮
大
麻
頒
布
運
動
に
対
す
る
抵
抗
を
認
識
し
て
い
る
こ
と

は
、
充
分
に
明
ら
か
で
、
そ
し
て
そ
の
認
識
が
危
機
感
に
繋
が
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

二
O
O九
年
四
月
の

『月
刊
若
木
』
の
ト
ッ
プ
記
事
は
「
本
宗

奉
賛
活
動
に
更
な
る
奮
起
を
」
と
題
し
、
「
神
社
本
庁
が
最
重
要

謀
題
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
本
宗
奉
賛
活
動
は
、
神
宮
大
麻
・

暦
の
頒
布
、
参
宮
促
進
、
選
宮
奉
賛
の
三
つ
に
大
別
さ
れ
、

三
本

（部
）

柱
と
称
さ
れ
て
い
る
」
と
主
張
す
る
。
神
社
本
庁
は
、
頒
布
の
お

そ
る
べ
き
減
体
を
「
神
社
界
の
衰
退
に
繋
が
る
危
機
的
な
現
象
」

（幻
）

だ
と
ま
で
言
、
っ
。
我
々
は
、
こ
れ
で
神
宮
大
麻
と
い
う
「
も
の
」

の
頒
布
は
、
ま
さ
に
神
社
本
庁
に
と
っ
て
死
活
問
題
で
も
あ
る
こ

と
が
あ
ら
た
め
て
理
解
で
き
る
。
神
宮
大
麻
を
全
国
に
頒
布
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
「
神
国
日
本
」
と
い
う
国
家
像
が
二

一
世
紀
に
復

興
す
る
、
と
い
う
目
的
を
神
社
本
庁
は
持
つ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

元
神
社
本
庁
本
宗
奉
賛
課
長
の
黒
岩
昭
彦
氏
が
機
関
紙

『神
社
新

報
』
に
書
い
た
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
復
興
は
、
「
御
簸
」
と
理

解
す
べ
き
神
宮
大
麻
の
、
家
庭
に
お
け
る
お
ま
つ
り
を
欠
か
せ
な

い
装
置
と
す
る
の
で
あ
る
。
神
宮
大
麻
こ
そ
一二

世
紀
に
お
け
る

神
道
の
本
質
を
明
る
み
に
す
る
「
も
の
」
と
思
わ
れ
る
。

神
社
本
庁
が
、
伊
勢
、
皇
室
、
万
世

一
系
の
神
話
を
中
核
と
す

る
「
神
国
日
本
」
の
復
興
を
狙
う
こ
と
自
体
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
の

自
由
で
あ
っ
て
、
筆
者
は
そ
れ
を
批
判
す
る
た
め
に
筆
を
執
っ
た

わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
神
道
の
現
代
史
と
い
う
、
ほ
と
ん
ど
研

究
が
な
い
課
題
に
迫
り
た
い
と
思
っ
た
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、

神
社
本
庁
が
そ
う
し
た
優
先
事
項
を
追
求
す
る
あ
ま
り
、
神
社
界

だ
け
で
な
く
日
本
社
会
全
体
が
損
す
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
も
思

わ
れ
る
。
先
ず
、
後
者
に
つ
い
て
だ
が
、
多
く
の
宗
教
団
体
が
数

十
年
前
か
ら
取
り
組
ん
で
い
る
社
会
問
題
に
神
社
本
庁
が
な
か
な

か
目
を
向
け
な
い
。
気
候
変
動
が
も
た
ら
す
環
境
問
題
が

一
事
例

で
あ
る
。
神
社
に
付
き
物
の
「
杜
」
も
気
候
変
動
の
影
響
を
受
け

ざ
る
を
得
な
い
た
め
、
神
社
本
庁
が
先
頭
に
立
っ
て
、
環
境
に
関

し
て
発
言
し
て
も
お
か
し
く
な
い
の
に
、
最
近
の
ご
く
わ
ず
か
な
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例
外
を
除
い
て
沈
黙
を
守
る
。
自
殺
と
い
う
深
刻
な
社
会
問
題
、

様
々
な
人
権
問
題
、
脳
死
臓
器
移
植
の
よ
う
な
生
命
倫
理
問
題
な

ど
も
、
ご
く
最
近
の

『神
社
新
報
』
の
紙
上
に
や
っ
と
姿
を
表
し

始
め
て
は
い
る
が
、
神
社
本
庁
に
と
っ
て
は
あ
く
ま
で
も
副
次
的

（お
）

な
も
の
で
あ
る
。

前
者
の
神
社
界
と
な
る
と
、
神
社
本
庁
は
神
国
日
本
の
復
興
を

優
先
事
項
に
据
え
る
結
果
、
自
ら
の
管
轄
す
る
神
社
お
よ
び
そ
の

神
職
の
ニ
ー
ズ
を
認
識
し
、
そ
の
ニ

l
ズ
に
充
分
に
答
え
て
い
る

と
言
い
が
た
い
。
神
社
神
道
が
今
危
機
に
面
し
て
い
る
と
い
う
の

が
、
新
聞
記
者
山
村
明
義
氏
の
意
見
で
あ
る
。
日
本
を
横
断
し
て

神
職
と
面
談
を
し
て
き
た
山
村
氏
は
、
困
窮
し
て
い
る
神
社
、
生

活
に
苦
し
ん
で
い
る
神
職
を
数
多
く
紹
介
し
て
い
る
が
、
同
時
に

自
ら
の
神
社
を
立
て
直
し
て
成
功
し
て
い
る
神
職
も
数
人
取
り
上

（却
｝

げ
る
。
山
形
の
獅
子
口
明
神
、
茨
城
の
鹿
島
神
社
、
東
京
の
神
田

神
社
、
大
阪
の
星
田
神
社
の
よ
う
に
。
獅
子
口
明
神
宮
司
の
二
宮

寛
司
氏
は
、
自
ら
の
神
社
を
脅
か
す
、
あ
る
危
機
に
直
面
し
た
際

「
私
に
は
共
産
党
し
か
味
方
が
い
な
か
っ
た
」
と
ま
で
訴
え
た
。

こ
こ
に
は
、
神
社
本
庁
の
姿
が
表
れ
な
い
。
山
村
氏
が
取
材
し
た

神
社
が
神
社
本
庁
を
ど
こ
ま
で
必
要
と
す
る
か
が
、
今
ひ
と
つ
明

ら
か
で
な
い
。
神
社
本
庁
の
存
在
は
し
か
し
神
社
を
ぬ
き
に
し
て

は
意
味
を
な
さ
な
い
。
神
道
の
将
来
は
、
神
宮
大
麻
の
頒
布
率
の

み
で
な
く
、
神
社
本
庁
と
地
域
の
神
社
と
の
関
係
に
よ

っ
て
決
定

的
に
左
右
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
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（1
）

ち
な
み
に
、
「
た
い
ま
」
と
い
う
言
い
方
は
、
明
治
四
年
以
降
定

着
し
た
も
の
で
、
そ
れ
以
前
は

「お
お
ぬ
さ
」
と
言
っ
て
い
た
。
も

と
も
と
大
麻
と
い
う
名
の
お
札
は
お
被
い
を
す
る
意
味
が
あ
っ
た
た

め
お
お
ぬ
さ
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

（2
）

神
社
新
報
社
編

『検
証
神
社
本
庁
六
十
年
先
人
の
足
跡
｜

『神
社

新
報
』
の
紙
面
か
ら
」（
神
社
新
報
社
、

二
O
O
八
年
、

一
五
二
頁
）
。

（3
）
一

九
四

一
年
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
と
い
う
期
間
に
お
け
る
平
均

頒
布
数
は
、

一一

O
O万
体
だ
っ
た
の
で
あ
る
（
松
本
丘
「
神
宮
大

麻
頒
布
の
歴
史
」

『神
社
本
庁
教
学
研
究
所
紀
要
」
九、

二
O
O
四

年、

二
三
五
頁
の
表
を
参
照
の
こ
と
）。

（4
）

本
宗
奉
賛
謀
「
平
成
二
十
年
度
神
宮
大
麻
及
び
暦
頒
布
数
と
前
年

度
頒
布
数
と
の
比
較
」
（『月
刊
若
木
』
七

一
九
号
、
二
O
O九
年
、

五
頁
）
。

（5
）

神
社
本
庁
は
、
は
や
く
も

一
九
七
三
年
に
神
宮
大
麻
を
ふ
く
む
お

札
が
「
商
品
と
異
な
る
と
の
理
由
で
」
「
「
売
る
」
、

「買
う
」
の
用
語

は
神
社
側
と
し
て
使
用
し
な
い
」
こ
と
を
戒
め
て
い
る
（「祭
務
部
特

集
」
別
冊

『月
刊
若
木
」
二

O
O九
年
、

一
七
頁
）
参
照
。

（6
）

黒
岩
昭
彦
「
モ
デ
ル
支
部
制
度
第

一
期
終
了
を
前
に
改
め
て
頒
布

を
考
え
る
」
（『神
社
新
報
』
二

O
O八
年
六
月

一
六
日
）。

（7
）

こ
れ
に
つ
い
て
た
と
え
ば
二
O
O九
年
二
月
九
日
の

『神
社
新

報
』
社
説
、

「
謹
ん
で
神
武
創
業
の
精
神
を
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

神
社
本
庁
と
祭
政

一
致
に
つ
い
て
は
、

「祭
政

一
致
の
ご
制
度
」
と

題
す
る
社
説
（『
神
社
神
報
』

一
九
七

一
年
一
月

一
八
日
）を
参
照
。

そ
こ
で
「
神
社
は
国
家
の
宗
杷
に
し
て

一
人

一
家
の
私
す
べ
き
に
あ

ら
ず
」
と
い
う
明
治
以
降
の
神
社
の
あ
り
方
を
理
想
と
す
る
。

（8
）

神
社
新
報
編

『検
証
神
社
本
庁
六
十
年
先
人
の
足
跡
｜

『神
社
新

報
』
の
紙
面
か
ら
』（
神
社
新
報
社
、

二
O
O八
年
、
八
八
頁
）参
照
。



（9
）

神
社
新
報
社
編

『増
補
改
定
近
代
神
社
神
道
史
」
（一

九
九

一
年
）。

（叩
）

神
社
本
庁
は
、
こ
れ
が
第

一
歩
だ
け
で
あ
っ
て
、
不
十
分
だ
と
の

見
方
を
す
る
。
「未
だ
に
神
宮
に
対
す
る
天
皇
の
祭
杷
や
ご
参
拝
等

の
公
的
性
格
が
明
確
に
さ
れ
た
と
は
言
い
が
た
く
、
更
に
肝
心
な
神

宮
制
度
改
正
の
問
題
は
、
今
に
至
る
ま
で
ほ
と
ん
ど
何
ら
の
進
展
を

見
せ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
次
回
の
式
年
遷
宮
で
す
ら
前
二
回
と

同
様
の

「民
営
」
方
式
に
拠
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
現
状
が
そ
れ
を

端
的
に
示
し
て
い
る
」（
前
掲
神
社
新
報
編

「検
証
神
社
本
庁
六
十
年

先
人
の
足
跡

l
『神
社
新
報
』
の
紙
面
か
ら
』
八
九
頁
）。

（日
）
「
「
国
家
の
安
寧
祈
願
」
で
仕
事
始
め
」（
『産
経
新
聞
』）。
総
理
に

よ
る
伊
勢
参
宮
を
批
判
し
た
数
少
な
い
事
例
と
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
司

教
団
の

「麻
生
太
郎
首
相
の
伊
勢
神
宮
参
拝
に
抗
議
し
ま
す
」
が
あ

る
。
司
教
団
は
そ
こ
で

「「
国
家
神
道
」
復
活
へ
の
意
図
が
あ
る
と

感
じ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
」
と
主
張
す
る

o
y
S・＼＼
唱

3・争心
－

s
p
o－－円写
＼」吉
＼
品
cn＼♀
＆
＼
s
og
mγN－
zgを
参
照
。

（ロ
）

松
本
丘

「神
宮
大
麻
頒
布
の
歴
史
」（
『神
社
本
庁
教
学
研
究
所
紀

要
」
九、

二
O
O
四
年
）参
照
。

（日
）

土
岐
淳
、
藤
本
頼
生

「神
宮
大
麻
奉
斎
の
信
仰
的
意
義
」（
『神
社

本
庁
教
学
研
究
所
紀
要
」
九、

二
O
O
四
年
、

二
七
八
頁）
。

（凶
）

前
掲

「神
宮
大
麻

・
暦
に
つ
い
て
の
Q
＆
A
」
六
七
｜
九
頁
。

（日
）

前
掲

『神
宮
大
麻

・
暦
に
つ
い
て
の
Q
＆
A
」
七
三
頁
。

（日
）

本
宗
奉
賛
課

「平
成
二
十
年
度
神
宮
大
麻
及
び
暦
頒
布
数
と
前
年

度
頒
布
数
と
の
比
較」
（『月
刊
若
木
」
七

一
九
号
、
五
頁
）
。

（げ
）

『杜
』

一二
三
号
、
八
頁
。

（刊日
）

『だ
い
じ
え
す
と
杜
』
四
号
、

一二
頁
参
照
。

（印
）

な
お
、
こ
う
し
た
天
照
大
神
像
を
神
社
本
庁
が
必
ず
し
も
承
認
し

な
い
こ
と
を
付
言
し
て
お
こ
う
。
例
え
ば
、
上
述
の
神
社
本
庁
会
議

で
は
、
佐
野
和
史
氏
に
よ
る
次
の
発
言
が
あ
る
。
天
照
大
神
が
「
単

な
る
太
陽
神
、
お
日
様
の
神
様
、
た
と
い
う
の
で
は
な
い
、
自
主祖
天
照

大
御
神
で
あ
り
、
日
本
の
閣
の
根
本
に
な
っ
て
い
る
。
（中
略
）御
鏡

を
天
皇
様
か
ら
お
預
か
り
し
て
祭
杷
を
し
て
い
る
、
い
わ
ば
天
皇
祭

杷
の
根
幹
に
あ
る
御
社
が
伊
勢
の
神
宮
で
あ
る
」
（「
神
宮
大
麻
の
意

義
を
め
ぐ
る
諸
問
題
｜
全
体
討
議
」
『神
社
本
庁
教
学
研
究
所
紀
要
」

九、

二
O
O
四
年
、

一
五
四
頁）
。

（初
）

『神
社
新
報
』
二
O
O七
年
三
月

二一
日
参
照
。

（幻
）

『第
三
回
「
神
社
に
関
す
る
意
識
調
査
」
に
関
す
る
報
告
書
」
（神

社
本
庁
教
学
研
究
所
、

二
O
O七
年
、

三
四
頁
）参
照
。

（勾
）

「神
宮
大
麻
の
意
義
を
め
ぐ
る
諸
問
題
全
体
討
議
」（
『神
社
本
庁

教
学
研
究
所
紀
要
」
九、

二
O
O
四
年
、

一
五
六
頁）
。

（お
）

『朝
日
新
聞
』
二
O
O九
年
六
月
六
日
参
照
。

（M
）

前
掲
里
岩

「
モ
デ
ル
支
部
制
度
第

一
期
終
了
を
前
に
あ
ら
た
め
て

頒
布
の
意
義
を
考
え
る
」
。

（お
）

藤
本
頼
生

「神
明
社
と
の
関
係
」
（『神
社
本
庁
教
学
研
究
所
紀
要
」

一
O
号
、
五
＝
二
二
頁
）
。

（お
）

『月
刊
若
木
」
七

一
八
号
（
二

O
O九
年
四
月

一
目
、

二
貝
）。

（幻
）

『神
社
新
報
」
二
O
O七
年
三
月

一一一
日
参
照
。

（お
）

神
社
本
庁
の
社
会
問
題
と
の
か
か
わ
り
合
い
に
関
し
て
は
、

∞
「
巾
巾
同
f
』

C
Fロ
同
ロ
円
山
富
白
「
｝
内
同
，

2
5
5
p
h
a司
里
b
H
M
H
b
ミ
ミ
h
p
g『
p

t
弓
影
山
占
g
nrdz
＝
・N
O
H
O
－
第
六
章
参
照
。

（幼
）

山
村
明
義

「今
神
社
神
道
が
危
な
い
」（
『諸
君
」
四

一
｜
三
、
二

0
0九
年
）参
照
。

（
』
。

F
ロ
∞
『
巾
角川口
）
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