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　島根半島の西部、日本海からほど近い場所に鎮座し、年間600万人を超える
参拝客が訪れる出雲大社。その「縁結び」信仰の由来は何か？　時代とともに
「遷
せんぐう

宮」を繰り返す意義はどこにあるか。出雲大社の祭
さい

祀
し

に仕える千家和比古権
ごん

宮
ぐう

司
じ

と、出雲出身の布野幸利審議委員が、神話を読み解きながら古代ロマンに満ち
た大社の歴史を振り返りつつ、時代を経ても変わらぬ使命に話が及んだ。

千家和比古
1950 年島根県出雲市生まれ。島根県立大社高校卒業。國學院大學
大学院文学研究科（日本史考古学専攻）修士課程修了。國學院高
等学校教諭を経て、85 年から出雲大社に奉職。現在、権宮司。千
家家は出雲大社の祭神である大国主大神に仕え、大社の祭祀を担
う出雲国

こくそう

造を代々勤めている家系である。共著に『出雲大社　日
本の神祭りの源流』（柊風舎）、『古代を考える出雲』（吉川弘文館）
などがある。

Yoshihiko Senge

出雲大社権宮司

1947 年島根県出雲市生まれ。島根県立大社高校卒業。
神戸大学経営学部卒業。米国コロンビア大学経営大学院

（MBA）修了。2000 年トヨタ自動車（株）取締役、03 
年米国トヨタ自動車販売（株）社長、05 年同社会長、
06 年トヨタモーターノースアメリカ（株）取締役会長
を経て、09 年トヨタ自動車（株）代表取締役副社長に。
13 年、（株）国際経済研究所代表取締役就任。15 年よ
り日本銀行政策委員会審議委員。

Yukitoshi Funo

日本銀行政策委員会 審議委員

布野幸利

古
代
の
神
々
が
現
代
に
息
づ
く

「
出い

づ
も雲
大お

お
や
し
ろ社
」の
悠
久
な
る
信
仰

布
野　

千
家
家
は
代
々
、
出
雲
大
社
の

宮
司
職
を
務
め
て
こ
ら
れ
ま
し
た
が
、

権
宮
司
は
古
代
史
に
も
造
詣
が
深
く
て

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
お
家
柄
の
関
係

か
な
と
想
像
も
し
ま
す
が
、
ど
う
い
う

経
緯
で
古
代
史
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に

な
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

千
家　

小
さ
い
頃
、
父
か
ら
「
大
き
く

な
っ
た
ら
神
主
に
な
る
か
」
と
聞
か
れ

た
と
き
、
三
人
の
男
兄
弟
の
中
で
私
だ

け
が
「
は
い
、
な
り
ま
す
」
と
、
訳
も

分
か
ら
ず
調
子
の
い
い
こ
と
を
言
っ

た
よ
う
で
す
。
記
憶
に
な
い
の
で
す
が

（
笑
）。
と
こ
ろ
が
、
大
学
進
路
で
迷
い

ま
し
た
。
父
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、「
回

り
道
も
い
い
経
験
だ
。
学
問
に
も
い
ろ

い
ろ
あ
る
」
と
、
一
冊
の
本
を
与
え
て

く
れ
ま
し
た
。「
祭
祀
考
古
学
」
の
本
で

し
た
。
勉
学
の
道
を
教
え
て
く
れ
ま
し

た
。
育
っ
た
環
境
で
し
ょ
う
か
、
も
と

も
と
歴
史
に
は
興
味
が
あ
り
、
歴
史
学

を
専
攻
し
よ
う
と
決
め
た
の
で
す
。
そ

し
て
そ
の
父
が
く
れ
た
本
に
影
響
さ
れ

た
の
か
、
大
学
で
は
考
古
学
を
専
攻
し
、

各
地
の
発
掘
調
査
に
参
加
し
ま
し
た
。

そ
れ
が
古
代
へ
の
扉
を
開
け
ま
し
た
。

本
殿
境
内
か
ら
出
土
し
た

四
世
紀
後
半
の
祭
祀
具
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練
を
受
け
ら
れ
る
話
が
あ
り
ま
す
。
大

国
主
大
神
は
、
須
佐
之
男
命
の
娘
神
の

須す

せ

り

び

め

勢
理
毘
売
に
助
け
ら
れ
な
が
ら
試
練

を
乗
り
越
え
ら
れ
て
い
か
れ
ま
す
。
実

は
そ
こ
ま
で
神
名
は
オ
オ
ナ
ム
チ
と
い

う
お
名
前
だ
っ
た
の
で
す
が
、
つ
い
に

須
佐
之
男
命
は
オ
オ
ナ
ム
チ
に
向
か
っ

て
「
わ
が
娘
・
須
勢
理
毘
売
を
正
妻
と

し
、〝
大
国
主
〟
と
な
っ
て
国
づ
く
り

に
励
め
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
は
じ
め
て
大
国
主
大
神
と

な
ら
れ
て
国
づ
く
り
の
た
め
に
、
各
地

に
出
か
け
ら
れ
女
神
た
ち
と
結
ば
れ
ま

す
。
こ
れ
は
歴
史
的
に
は
出
雲
を
中
心

と
す
る
地
域
連
合
の
様
相
を
神
話
と
し

て
語
っ
た
も
の
で
す
が
、
と
う
と
う
須

勢
理
毘
売
が
嫉
妬
を
起
こ
さ
れ
た
た

め
、
大
国
主
大
神
は
「
も
う
出
か
け
る

の
は
や
め
、
こ
れ
か
ら
は
妻
・
須
勢
理

毘
売
と
ず
っ
と
一
緒
に
い
る
」
と
言
わ

れ
ま
し
た
。
そ
し
て
契
り
の
酒
盃
を
交

わ
し
て
互
い
に
首
に
手
を
か
け
合
い
、

今
も
出
雲
大
社
に
鎮
ま
ら
れ
て
い
る
、

と
い
う
強
い
絆
が
縁
結
び
の
最
も
古
い

伝
承
で
す
。

　

も
う
一
つ
、
い
わ
ゆ
る
「
国
譲
り
」

の
神
話
も
縁
結
び
に
つ
な
が
り
ま
す
。

大
国
主
大
神
は
地
上
の
国
づ
く
り
を
さ

れ
ま
し
た
が
、
や
が
て
天
津
神
グ
ル
ー

布野幸利

滑か
っ
せ
き石
製
の
臼う
す
だ
ま玉
と
い
う
極
め
て
小
さ

な
玉
で
、
形
態
か
ら
四
世
紀
後
半
の
祭

祀
具
で
し
た
。
そ
れ
が
出
土
し
た
こ
と

で
、
少
な
く
と
も
四
世
紀
後
半
に
は
出

雲
大
社
の
境
内
地
で
神
祭
り
が
行
わ
れ

て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で

す
。
こ
う
し
た
滑
石
製
の
祭
祀
具
は
中

央
政
府
（
大や

ま
と和
朝
廷
）
が
発
信
展
開
し

た
も
の
で
す
が
、
四
世
紀
後
半
段
階
で

の
出
土
例
は
全
国
的
に
限
ら
れ
て
い
ま

す
。
茨
城
県
の
鹿
島
、
千
葉
県
の
香
取
、

安あ

わ房
、
福
岡
県
の
宗む
な
か
た像
沖
ノ
島
、
そ
し

て
出
雲
大
社
な
ど
数
カ
所
に
点
的
に
存

在
し
て
い
く
ら
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

日
本
の
神
々
を
大
ま
か
に
区
分
す

る
と
、
神
話
的
に
は
「
天
」
を
故
郷
・

出
自
と
す
る
天あ

ま
つ
か
み

津
神
の
グ
ル
ー
プ
と
、

「
地
」
を
故
郷
・
出
自
と
す
る
国く

に
つ
か
み

津
神

の
グ
ル
ー
プ
が
あ
り
ま
す
。
天
津
神
と

は
中
央
権
力
と
内
部
的
に
そ
れ
を
支
え

連
な
る
有
力
豪
族
関
係
の
神
々
。
一
方

で
国
津
神
は
地
域
の
地
主
的
な
土
着
的

な
神
々
で
す
。
面
白
い
の
は
、
こ
う
し

た
四
世
紀
後
半
の
祭
祀
具
が
出
土
し
た

所
の
お
社
の
祭
神
は
、
出
雲
大
社
を
除

け
ば
ど
こ
も
天
津
神
の
系
統
、
つ
ま
り

中
央
権
力
に
内
部
的
に
関
わ
る
神
で
あ

る
こ
と
で
す
。
五
世
紀
に
な
る
と
こ
う

し
た
祭
祀
具
は
全
国
的
に
広
く
展
開
し

ま
す
が
、
出
雲
大
社
の
出
土
は
そ
れ
以

前
で
す
。『
古
事
記
』
の
神
話
で
出
雲
に

関
す
る
話
は
お
よ
そ
五
分
の
二
を
占
め

ま
す
が
、
そ
う
し
た
神
話
上
の
み
な
ら

ず
歴
史
的
に
も
出
雲
大
社
が
古
く
か
ら

国
津
神
の
中
心
格
と
し
て
重
要
視
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

布
野　

出
雲
大
社
の
歴
史
を
感
じ
さ
せ

ま
す
ね
。

千
家　

そ
う
で
す
ね
。
境
内
の
外
、
東

へ
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
命

い
の
ち

主ぬ
し
の
や
し
ろ
社
と
い
う
出
雲
大
社
の
関
係
社
が

あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
で
は
二
〇
〇
〇
年

前
の
祭
祀
遺
物
が
出
土
し
て
い
ま
す
の

で
、
そ
の
頃
か
ら
広
く
境
内
を
含
む
一

帯
が
聖
地
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
状

況
が
う
か
が
え
ま
す
。

布
野　

出
雲
大
社
は
「
縁
結
び
の
神
社
」

と
し
て
有
名
で
す
が
、
出
雲
大
社
と
縁

結
び
に
ど
う
い
う
い
わ
れ
が
あ
る
の
で

し
ょ
う
か
。

千
家　

ま
ず
一
つ
に
祭
神
の
大お

お
く
に
ぬ
し
の

国
主

大お
お
か
み神

に
ま
つ
わ
る
ロ
マ
ン
ス
伝
承
が
あ

り
ま
す
。『
古
事
記
』
の
出
雲
神
話
の

中
に
、
大
国
主
大
神
が
須す

さ
の
お
の
み
こ
と

佐
之
男
命
の

治
め
る
世
界
を
訪
ね
ら
れ
、
数
々
の
試

　

卒
業
後
し
ば
ら
く
教
員
生
活
を
し
て

い
た
の
で
す
が
、
や
は
り
父
祖
の
道
に

と
再
び
大
学
に
通
い
神し

ん
と
う道

学
を
学
び
出

雲
大
社
に
勤
め
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
と

く
に
神
話
伝
承
な
ど
と
絡
み
な
が
ら
の

古
代
史
へ
の
関
心
も
深
ま
っ
て
い
き
ま

し
た
。
し
か
し
、
出
雲
大
社
は
古
代
だ

け
で
は
な
く
、
現
代
に
至
る
そ
れ
ぞ
れ

の
歴
史
過
程
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史

的
役
割
を
担
っ
て
存
在
し
続
け
て
い
る

わ
け
で
す
か
ら
、
古
代
を
中
心
と
し
な

が
ら
も
現
代
に
至
る
歴
史
の
営
み
を
探

る
こ
と
で
、
歴
史
全
体
を
見
通
す
目
も

養
わ
れ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

布
野　

私
も
出
雲
の
生
ま
れ
な
の
で
、

歴
史
に
興
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
出
雲
大

社
は
『
古
事
記
』『
出い

ず
も
の
く
に

雲
国
風ふ

ど

き
土
記
』
に

も
出
て
く
る
非
常
に
古
い
神
社
で
す
け

れ
ど
も
、
起
源
は
ど
の
く
ら
い
ま
で
さ

か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。

千
家　

二
〇
〇
〇
年
に
出
雲
大
社
の
境

内
か
ら
巨
大
な
柱
が
出
土
し
て
、
古
代

の
高
層
神
殿
が
歴
史
的
に
実
証
さ
れ
た

と
全
国
紙
の
一
面
を
飾
り
話
題
に
な
り

ま
し
た
。
実
は
そ
の
時
、
も
う
一
つ

別
の
重
要
な
発
見
が
あ
り
ま
し
た
。
巨

大
柱
と
は
真
逆
の
小
さ
な
祭
祀
用
の

玉
類
で
す
。
赤
メ
ノ
ウ
の
勾ま

が
た
ま玉
、
そ
し

て
ち
く
わ
を
輪
切
り
に
し
た
よ
う
な

「
縁
結
び
」
の
二
つ
の
由
来
と

「
遷
宮
」
で
初
め
に
返
る
苦
労
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プ
の
中
心
の
天あ
ま
て
ら
す
お
お
か
み

照
大
神
か
ら
そ
の
国
を

譲
る
よ
う
言
わ
れ
承
諾
さ
れ
ま
す
。
こ

れ
は
歴
史
的
に
は
地
上
の
行
政
権
を

中
央
の
政
治
権
力
に
譲
渡
す
る
こ
と
を

意
味
し
ま
す
。
一
方
、
大
国
主
大
神
は

神
々
の
世
界
を
治
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
大
国
主
大
神
側
か
ら
は

「
国
譲
り
」、
天
津
神
側
か
ら
は
「
神
譲

り
」
に
な
る
わ
け
で
す
。
縁
結
び
は
見

え
な
い
糸
で
結
ば
れ
云
々
と
よ
く
言
い

ま
す
が
、
見
え
な
い
糸
の
縁
結
び
こ
そ

神
の
仕
業
と
し
て
大
国
主
大
神
の
治
め

ら
れ
る
見
え
ざ
る
神
々
の
世
界
の
出
来

事
で
、
そ
の
象
徴
的
中
心
が
神
譲
り
さ

れ
た
大
国
主
大
神
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
旧
暦
十
月
は
通
常
、「
神か

ん
な無
月づ
き

」

と
言
わ
れ
ま
す
が
、
全
国
の
神
様
が
こ

の
時
期
に
集
ま
ら
れ
る
と
い
う
出
雲
で

は
「
神か

み
あ
り
づ
き

在
月
」
と
呼
び
ま
す
。
見
え
な

い
糸
の
縁
結
び
を
行
う
「
出
雲
大
会
議
」

が
、
神
々
の
世
界
を
治
め
ら
れ
る
大
国

主
大
神
の
も
と
で
行
わ
れ
る
と
い
う
縁

結
び
信
仰
に
つ
な
が
り
ま
す
。

布
野　

二
〇
〇
八
年
か
ら
今
年
（
二
〇

一
九
）
の
三
月
ま
で
「
平
成
の
大
遷
宮
」

が
行
わ
れ
、
出
雲
大
社
は
建
物
な
ど
が

修
造
さ
れ
ま
し
た
。
遷
宮
の
意
義
や
ご

苦
労
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

千
家　

大
国
主
大
神
を
お
祀ま

つ

り
す
る
と

い
う
常
設
の
本
殿
建
物
の
造
営
の
始
ま

り
は
、
少
な
く
と
も
六
五
九
年
に
は
求

め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
以
来
、
造
営

遷
宮
を
繰
り
返
し
て
今
日
に
至
っ
て
い

ま
す
が
、
時
代
ご
と
に
神
様
を
お
祀
り

す
る
に
は
ど
う
い
う
形
が
最
も
ふ
さ
わ

し
い
か
を
人
々
は
考
え
工
夫
を
し
、
さ

ら
に
新
た
な
創
造
も
加
え
て
、
造
営
を

繰
り
返
し
つ
な
い
で
き
た
の
で
す
。
昔

の
や
り
方
が
そ
の
ま
ま
、
と
い
う
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

遷
宮
に
込
め
ら
れ
た
一
つ
の
意
義

は
、「
理
想
の
始
ま
り
の
初
発
に
返
る
」

と
い
う
こ
と
で
す
。
始
ま
り
の
勢
い
あ
る

状
態
を
い
つ
ま
で
も
維
持
し
続
け
る
こ

と
は
困
難
で
す
か
ら
、
一
旦
リ
セ
ッ
ト
し

て
始
ま
り
の
心
に
想
い
を
寄
せ
、
そ
の

生
命
力
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
清
新
に
復
活
、

よ
み
が
え
ら
せ
て
再
出
発
し
よ
う
と
す

る
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
高
層
神
殿
時

代
の
古
代
で
は
何
年
ご
と
と
い
う
式
年

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
後
、
規

模
の
縮
小
し
た
中
世
で
は
お
よ
そ
三
〇

年
ご
と
、
建
築
仕
様
が
掘
立
柱
式
か
ら

礎
石
立
柱
式
に
変
わ
っ
た
一
六
〇
九
年

か
ら
は
六
〇
年
ご
と
の
基
準
で
遷
宮
を

行
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

こ
の
六
〇
年
に
一
回
と
い
う
の
は
、

技
術
の
伝
承
と
い
う
面
で
非
常
に
難
し

い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
伊
勢
神
宮
は

二
〇
年
に
一
回
で
す
か
ら
人
生
時
間
の

中
で
ノ
ウ
ハ
ウ
が
経
験
蓄
積
で
き
ま

す
。
し
か
し
出
雲
大
社
の
場
合
は
人
生

時
間
の
中
で
遷
宮
に
出
会
え
る
か
不
明

で
す
。
記
録
は
あ
り
ま
す
が
、
記
録
の

「
行
間
」
に
あ
る
現
場
感
覚
を
つ
か
む

に
は
難
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
屋
根
は
檜ひ

わ
だ皮
で
葺ふ

き
上
げ

ま
す
が
、
出
雲
大
社
の
本
殿
は
大
き
い

で
す
か
ら
、
長
さ
四
尺
（
約
一・二
メ
ー

ト
ル
）
の
も
の
が
使
用
さ
れ
ま
す
。
ほ

か
の
神
社
仏
閣
で
は
檜
皮
は
長
く
て
も

そ
の
半
分
程
度
。
四
尺
と
い
う
規
格
外

の
も
の
を
扱
っ
た
経
験
の
あ
る
檜
皮
葺

き
職
人
は
、
今
回
の
場
合
、
六
〇
年

前
の
遷
宮
に
従
事
し
た
方
に
な
り
ま
す

が
、
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
ん
。
結
局
、

現
場
に
原
寸
大
の
模
型
を
設
け
、
職
人

さ
ん
た
ち
が
試
し
葺
き
の
訓
練
を
重
ね

て
本
作
業
に
入
り
ま
し
た
。

布
野　
『
古
事
記
』
の
神
話
に
よ
る
と
、

大
国
主
大
神
は
正
妻
の
須
勢
理
毘
売
を

は
じ
め
、
九
州
・
宗
像
の
多た

き

り

び

め

紀
理
毘
売
、

山
陰
・
因い

な
ば幡

の
八や
が
み
ひ
め

上
比
売
、
北
陸
・
高こ

志し

の
沼ぬ
な
か
わ
ひ
め

河
比
売
な
ど
多
く
の
妻
を
持
ち

ま
す
。
こ
れ
は
「
国
造
り
」
を
通
じ
て

出
雲
は
各
地
と
交
流
が
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
を
伝
え
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
。

千
家　

か
つ
て
、
出
雲
大
社
は
ラ
グ
ー

ン
（
潟せ

き

湖こ

）
の
ほ
と
り
に
位
置
し
ま
し

た
。
八
世
紀
に
編
さ
ん
さ
れ
た
『
出
雲

国
風
土
記
』
で
は
神か

ん
ど
の門
水み
ず
う
み海
と
い
う
名

前
で
出
て
き
ま
す
が
、
大
き
な
汽
水

湖
（
注
１
）
で
、
天
然
の
港
の
役
割
を
果

た
し
て
い
ま
し
た
。
九
州
～
北
陸
の
日

本
海
沿
岸
航
路
の
結
節
点
に
あ
た
り
ま

す
。
日
本
海
や
河
川
を
通
し
て
各
地
へ

船
で
移
動
す
る
人
の
交
流
が
古
く
か
ら

あ
っ
た
の
で
す
。

　

交
流
の
際
、
人
々
の
頭
の
中
に
は
情

報
が
あ
り
、
手
に
は
技
術
が
あ
り
、
船

に
は
物
を
積
み
ま
す
。
そ
う
し
た
中
で
、

日
本
海
文
化
圏
の
一
大
拠
点
と
し
て
出

雲
は
存
在
性
を
高
め
て
い
く
わ
け
で

す
。
先
に
、
出
雲
大
社
の
命
主
社
で
祭

祀
遺
物
が
出
土
し
た
と
お
話
し
し
ま
し

た
が
、
一
つ
は
新
潟
県
糸い

と
い
が
わ

魚
川
市
を
流

れ
日
本
海
に
注
ぐ
姫
川
の
渓
谷
で
産
出

す
る
ヒ
ス
イ
の
勾
玉
、
一
つ
は
北
部
九

州
産
の
青
銅
製
の
戈か

で
、
ご
例
示
の
神

話
伝
承
を
裏
書
き
す
る
よ
う
な
、
九
州

か
ら
、
北
陸
か
ら
と
い
う
往
来
交
流
を

示
す
明
瞭
な
物
証
で
も
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
関
東
で
も
、
埼
玉
で
古

ヒ
ス
イ
や
管く
だ
た
ま玉

が
物
語
る

日
本
海
文
化
圏
と
の
交
流

（注１）汽水湖／淡水中に海水が浸入している湖沼。
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墳
時
代
前
期
の
出
雲
の
特
徴
的
な
土
器

で
あ
る
鼓つ

づ
み
が
た
き
だ
い

形
器
台
と
、
出
雲
的
技
法
の

管
玉
（
注
２
）
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
こ

の
管
玉
は
碧

へ
き
ぎ
ょ
く玉の
産
地
に
近
く
、
古
代

の
玉
作
り
工
房
遺
跡
が
あ
る
、〝
美
肌
〟

で
著
名
な
出
雲
の
玉

た
ま
つ
く
り造
温
泉
の
一
帯
で

つ
く
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
日
本
の
ほ
か

の
地
域
で
は
両
側
か
ら
穴
を
穿う

が

ち
ま
す

が
、
出
雲
は
片
側
か
ら
う
ま
く
穴
を
開

け
て
つ
く
る
な
ど
技
術
的
に
も
特
異
な

も
の
で
し
た
。
さ
ら
に
面
白
い
こ
と
に

埼
玉
に
は
出
雲
系
の
古
い
神
社
も
あ
り

ま
す
。

布
野　

玉
作
り
と
い
う
最
先
端
の
技
術

を
持
っ
た
人
々
が
、
出
雲
か
ら
関
東
に

移
動
し
て
い
っ
た
の
で
す
ね
。
出
雲
が

交
流
の
起
点
と
な
っ
て
い
た
様
子
が
う

か
が
え
ま
す
。

　

今
で
は
、
日
本
各
地
か
ら
観
光
客
の

方
々
が
出
雲
大
社
に
お
参
り
に
来
る
よ

う
に
な
り
、
一
大
交
流
拠
点
と
な
っ
て

い
ま
す
。
年
間
参
拝
者
数
は
ど
れ
く
ら

い
で
す
か
。

千
家　

六
〇
〇
万
人
台
で
推
移
し
て
い

ま
す
。
最
近
は
お
参
り
の
方
々
の
生
の
声

を
聞
こ
う
と
、
よ
く
境
内
現
場
に
出
て
歩

い
て
い
る
の
で
す
が
、
東
ア
ジ
ア
地
域

か
ら
お
越
し
に
な
る
方
々
も
多
い
で
す

ね
。
欧
州
地
域
は
ま
だ
少
な
い
印
象
で

す
。

布
野　

山
陰
地
方
も
い
ろ
い
ろ
な
観
光

ス
ポ
ッ
ト
が
あ
る
と
は
い
え
、
や
は
り

出
雲
大
社
の
ブ
ラ
ン
ド
力
、
吸
引
力
は

強
い
と
思
い
ま
す
。
地
元
で
観
光
に
携

わ
る
方
々
と
、
出
雲
大
社
は
ど
の
よ
う

な
形
で
連
携
し
て
い
ま
す
か
。

千
家　

明
治
時
代
当
初
、
地
元
の
大
社

の
町
は
沈
滞
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
当

時
の
新
聞
に
、
原
因
は
富
く
じ
（
昔
の

宝
く
じ
）
に
あ
る
と
問
題
指
摘
さ
れ
て

い
た
と
記
憶
し
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代

は
富
く
じ
の
興
行
が
特
別
に
認
め
ら
れ

て
、
誘
客
の
自
助
努
力
を
し
な
く
て
も

一い
っ
か
く
せ
ん
き
ん

攫
千
金
目
当
て
の
お
客
さ
ん
で
暮
ら

し
て
行
け
た
の
で
し
ょ
う
か
。
と
こ
ろ

が
、
明
治
維
新
で
富
く
じ
は
廃
止
、
誘

客
の
自
助
努
力
不
足
と
い
う
課
題
が
顕

在
化
し
た
の
で
し
ょ
う
。

　

遷
宮
を
機
縁
と
し
て
「
神
門
通
り
甦

り
の
会
」
と
い
う
門
前
通
り
の
活
性
化

組
織
が
結
成
さ
れ
て
積
極
的
に
活
動
を

さ
れ
て
も
い
ま
す
が
、
一
過
性
の
遷
宮

効
果
で
は
な
く
深
く
根
を
は
っ
た
も
の

に
と
、
広
く
さ
ま
ざ
ま
な
方
面
の
方
々

と
協
力
し
合
い
、「
点
」
で
は
な
く
「
線
」

に
な
る
よ
う
努
め
て
い
ま
す
。
そ
こ
で

重
要
な
の
は
地
元
だ
け
で
な
く
、
外
部

か
ら
の
積
極
的
な
参
加
や
声
で
す
。
そ

う
し
た
新
し
い
力
、
発
想
を
導
入
す
る

こ
と
で
も
出
雲
の
活
性
化
を
進
め
ら
れ

た
ら
良
い
で
す
ね
。

布
野　

現
在
の
神
門
通
り
で
は
、
私
が

育
っ
た
こ
ろ
か
ら
商
売
を
続
け
て
お
ら

れ
る
お
店
も
あ
り
ま
す
が
、
新
し
く
来
て

事
業
を
や
っ
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
増

え
て
い
ま
す
ね
。
新
し
い
波
が
届
い
て
い

る
感
じ
が
し
ま
す
。
出
雲
大
社
も
変
わ
っ

て
い
く
部
分
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

千
家　

神
様
に
対
し
て
ど
う
し
た
ら
一

番
良
い
お
祀
り
が
で
き
、
喜
ん
で
い
た

だ
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
と
時
代

時
代
で
考
え
る
。
同
時
に
、
人
々
が
ど

こ
に
幸
せ
を
感
じ
喜
び
、
安
心
を
得
て

い
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
時
代
に
よ
っ

て
違
い
が
あ
る
は
ず
で
す
か
ら
、
そ
う

し
た
こ
と
を
的
確
に
捉
え
て
し
っ
か
り

お
応
え
し
て
い
く
こ
と
も
大
事
だ
と
考

え
て
い
ま
す
。
お
祭
り
に
つ
い
て
も
、

柔
軟
に
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

前
近
代
ま
で
は
基
本
的
に
農
事
暦
に

沿
っ
て
お
祭
り
が
構
成
さ
れ
て
き
ま
し

た
が
、
近
代
に
入
り
産
業
構
造
は
変
容

し
、
高
度
成
長
以
降
さ
ら
に
顕
著
で
す
。

出
雲
大
社
の
神か

み
あ
り
さ
い

在
祭
も
昔
ど
お
り
の
奉

仕
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
稲い

な
さ佐
の
浜
で
の

神
迎
え
神
事
は
、
一
昔
前
は
ひ
そ
や
か

に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
今
で
は
全

国
か
ら
約
一
万
人
の
方
々
が
さ
ま
ざ
ま

な
縁
結
び
を
求
め
て
、
夜
陰
の
浜
辺
に

参
列
さ
れ
る
中
で
奉
仕
し
て
い
ま
す
。

布
野　

私
が
子
ど
も
の
こ
ろ
、
神
迎
え

の
夜
は
家
を
出
て
は
い
け
な
い
と
か
、

テ
レ
ビ
も
つ
け
て
は
い
け
な
い
と
い
う

こ
と
で
、
ひ
っ
そ
り
と
し
て
い
ま
し
た
。

神
職
の
方
々
だ
け
が
稲
佐
の
浜
で
神
事

を
し
て
い
ま
し
た
。
昔
か
ら
の
お
祭
り

も
変
わ
っ
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い

わ
け
で
す
ね
。

千
家　

無
意
味
に
時
代
に
迎
合
す
る
こ

と
な
く
、
人
々
に
幸
せ
や
喜
び
、
安
心

を
生
み
成
し
て
い
た
だ
く
、
そ
れ
が
私

ど
も
の
一
つ
の
使
命
で
も
あ
り
ま
す
。

そ
う
し
た
場
の
時
空
を
提
供
す
る
お
祭

り
、
境
内
環
境
も
固
定
的
で
は
な
く
柔

軟
に
考
え
て
不
断
に
醸
成
し
て
い
か
な

け
れ
ば
と
感
じ
て
い
ま
す
。

布
野　

本
日
は
、
貴
重
な
お
話
を
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（注２）�管玉／円柱状の玉で、穿った穴に糸を通し複
数を連結して腕飾りや首飾りなどに用いる。


