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一
月
の
現
地
見
学
は
、
中
司
先
生
以
下
二
十
六

名
参
加
で
、
会
の
初
詣
を
兼
ね
て
松
尾
大
社
参
詣
、

そ
の
後
月
読
神
社
、
蛇
塚
、
蚕
の
社
を
訪
れ
た
。 

 

九
時
五
十
分
阪
急
梅
田
駅
に
集
合
。
中
司
先
生

作
成
の
見
学
資
料
と
と
も
に
、
先
回
予
約
し
て
い

た
水
谷
先
生
著
の
『
謎
の
渡
来
人 

秦
氏
』
が
配

布
さ
れ
る
。
本
日
は
洛
西
の
秦
氏
関
連
遺
跡
を
訪

ね
る
旅
な
の
で
、
絶
妙
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
あ
る
。

さ
っ
そ
く
、
行
き
の
電
車
の
な
か
で
見
学
資
料
と

と
も
に
関
連
部
分
を
一
読
す
る
。 

阪
急
京
都
線
の
特
急
で
出
発
。
天
候
も
良
く
順

調
に
走
っ
て
い
た
が
、
途
中
で
乗
客
に
急
病
人
が

発
生
し
た
ら
し
く
、
し
ば
ら
く
停
車
。
こ
の
た
め
、

桂
駅
で
半
数
の
メ
ン
バ
ー
が
乗
り
継
ぎ
に
失
敗
す

る
と
い
う
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ
た
が
、
松
尾
駅
で
な

ん
と
か
全
員
揃
う
。
但
し
十
八
分
遅
れ
。 

 

松
尾
大
社 

赤
い
大
鳥
居
前
で
神
職
さ
ん
が
待
っ
て
お
ら
れ

恐
縮
す
る
。
回
廊
の
前
で
由
緒
、
社
殿
等
の
説
明

を
受
け
た
あ
と
庭
園
、
宝
物
館
の
案
内
を
し
て
い

た
だ
い
た
。 

ま
ず
、
松
尾
大
社
は
正
式
に
は
「
ま
つ
の
お
た

い
し
ゃ
」
と
読
む
と
の
こ
と
。 

こ
の
地
に
お
け
る
信
仰
は
、
太
古
の
松
尾
山

磐
座

い
わ
く
ら

信
仰
に
さ
か
の
ぼ
る
。
神
社
と
し
て
し
て
は
、

大
宝
元
年
（
七
〇
一
年
）
に
秦
忌
寸
都
理

は

た

の

い

み

き

と

り

が
現
在

地
に
社
殿
を
造
営
し
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
。
祭

神
は
大
山
咋
神

お
お
や
ま
く
い
の
か
み

（
太
古
か
ら
の
松
尾
山
の
神
で
日

枝
神
社
の
祭
神
で
も
あ
る
）
と
中
津
島
姫
命
（
宗

像
三
神
の
一
神
で
あ
る
辺
津
宮

へ

つ

み

や

の
市
杵
島
姫

い
ち
き
し
ま
ひ
め

の
別

名
）
で
あ
る
。 

現
在
の
本
殿
は
室
町
時
代
の
応
永
四
年
に
建
造

さ
れ
、
安
土
桃
山
時
代
に
改
修
さ
れ
た
も
の
で
、

宗
像
大
社
・
厳
島
神
社
と
同
じ
両
流
造
り
だ
が
、

独
特
な
構
造
を
し
て
い
る
。
こ
れ
を
松
尾
造
り
と

称
し
、
国
の
重
要
文
化
財
と
な
っ
て
い
る
。
後
刻

の
昇
殿
の
際
は
、
回
廊
の
中
か
ら
両
流
れ
の
美
し

い
桧
皮
葺

ひ

わ
だ

ぶ

き

の
屋
根
全
体
と
柱
、
壁
と
の
色
合
い
の

調
和
を
じ
っ
く
り
と
拝
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
。 

本
殿
に
続
く
釣
殿
、
中
門
、
回
廊
は
江
戸
初
期

の
建
造
で
あ
る
。
面
白
い
の
は
、
拝
殿
側
か
ら
み

る
と
菊
の
ご
紋
が
飾
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
上
の

瓦
、
ま
た
本
殿
側
か
ら
見
た
軒
下
の
と
こ
ろ
に
は

葵
の
紋
が
輝
い
て
い
る
。
徳
川
家
の
権
勢
が
感
じ

ら
れ
る
。 

庭
園
は
昭
和
の
名
作
庭
家
重
森
三
玲

し
げ
も
り
み
れ
い

に
よ
っ
て

設
計
さ
れ
た
も
の
で
、
上
古
の
庭
・
曲
水
の
庭
・

蓬
莱
の
庭
か
ら
な
っ
て
い
る
。
最
初
に
曲
水
の
庭

を
拝
見
し
、
次
に
上
古
の
庭
に
行
く
。
こ
こ
か
ら

四
十
分
も
登
れ
ば
昔
の
磐
座
に
行
け
る
が
、
時
間

も
な
い
の
で
、
磐
座
風
と
称
す
る
上
古
の
庭
の
巨

石
群
と
笹
を
眺
め
て
磐
座
を
し
の
ん
だ
。
宝
物
館

で
は
重
要
文
化
財
の
三
体
の
神
像
を
拝
見
す
る
。

こ
の
神
像
は
平
安
前
期
の
作
で
、
応
仁
の
乱
の
頃

か
ら
行
方
が
分
か
ら
な
く
な
り
、
明
治
の
廃
仏
毀

松
尾
大
社
、
月
読
神
社
か
ら
蛇
塚
、
蚕
の
社
へ 

(

会
員) 

小
川 

滋 
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釈
で
神
宮
寺
を
壊
し
た
と
き
に
再
発
見
さ
れ
た
も

の
と
い
う
。
そ
れ
ぞ
れ
大
山
咋
神
、
市
杵
島
姫
命
、

月

読

尊

つ
く
よ
み
の
み
こ
と

と
い
わ
れ
て
い
る
（
根
拠
は
な
い
ら
し

い
）
。
神
像
の
周
囲
に
は
松
尾
大
社
所
蔵
の
古
文
書

が
拡
大
し
て
印
刷
さ
れ
て
い
る
。 

宝
物
館
か
ら
亀
の
井
と
い
う
霊
泉
に
ま
わ
る
。

延
命
長
寿
の
水
だ
と
い
う
こ
と
で
、
皆
で
喜
ん
で

飲
ま
せ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
後
昇
殿
し
て
、
本

殿
前
で
祝
詞
奏
上
、
お
祓
い
、
山
口
会
長
に
よ
る 

             

玉
串
奉
奠
を
行
う
。
直
会

な
お
ら
い

と
し
て
お
神
酒
を
ち
ょ

っ
ぴ
り
頂
い
た
後
、
蓬
莱
の
庭
を
眺
め
ら
れ
る
脇

殿
に
て
新
年
会
が
行
わ
れ
た
。
こ
こ
は
酒
造
の
神

様
ゆ
え
、
山
口
会
長
の
発
声
に
よ
り
日
本
酒
で
乾

杯
。
福
引
も
あ
り
楽
し
い
ひ
と
時
で
あ
っ
た
。
最

後
に
蓬
莱
の
庭
に
て
鯉
に
餌
を
与
え
た
り
し
な
が

ら
し
ば
ら
く
時
を
過
ご
す
。 

 

月
読
神
社

つ
き
よ
み
じ
ん
じ
ゃ 

松
尾
大
社
の
後
は
、
徒
歩
に
て
四
百
メ
ー
ト
ル

南
の
月
読
神
社
に
向
か
う
。
松
尾
大
社
の
境
外
摂

社
で
あ
る
が
、
延
喜
式
内
の
古
社
（
名
神
大
社
）

で
あ
る
。
『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
阿
閉
臣
事
代

あ
へ
の
お
み
こ
と
し
ろ

が

壱
岐
で
神
託
を
受
け
天
皇
に
奏
上
し
た
結
果
、
顕

宗
天
皇
三
年
（
四
八
七
年
）
に
葛
野
郡
歌
荒
樔
田

か
ど
の
の
こ
お
り
う
た
あ
ら
す
だ

に

神
領
を
賜
っ
て
壱
岐
の
月
読
神
社
の
神
を
勧
請
し

た
の
が
始
め
と
い
う
。
そ
の
後
斉
衡
三
年
（
八
五

六
年
）
に
現
在
地
に
遷
座
さ
れ
た
。 

松
尾
大
社
と
違
い
、
人
影
も
な
く
、
神
さ
び
た

感
じ
で
こ
れ
も
ま
た
結
構
だ
っ
た
。
境
内
に
は
神

功
皇
后
が
筑
紫
で
応
神
天
皇
を
産
む
際
に
腹
を
な

で
て
安
産
し
た
と
伝
え
る
月
延
石

つ
き
の
べ
の
い
し

も
あ
る
。 

 

蛇
塚 

当
初
は
阪
急
で
嵐
山
ま
で
出
、
嵐
電
で

帷
子
の
辻

か
た
び
ら
の
つ
じ

に
行
く
予
定
だ
っ
た
が
、
松
尾
大
社
の

神
職
さ
ん
の
情
報
に
従
い
、
バ
ス
で
直
行
す
る
よ

う
に
変
更
し
た
。
帷
子
の
辻
駅
前
か
ら
細
い
路
地

を
抜
け
、
松
竹
京
都
撮
影
所
の
裏
門
の
前
を
通
っ

て
更
に
何
回
か
曲
が
る
と
目
の
前
に
岩
山
の
よ
う

な
も
の
が
見
え
て
く
る
。
こ
れ
が
蛇
塚
で
あ
る
。 

             

松尾大社回廊前 

蛇塚の外観 
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桂
川
左
岸
の
嵯
峨
野
地
区
に
は
六
世
紀
か
ら
七

世
紀
初
め
の
秦
氏
関
連
と
思
わ
れ
る
古
墳
が
並
ん

で
い
る
。
平
野
に
近
い
ほ
う
が
古
く
、
段
の
山
、

天
塚

あ
ま
づ
か

、
清
水
山
、
片
平
大
塚

か
た
ひ
ら
お
お
つ
か

と
き
て
六
世
紀
後
葉

の
蛇
塚
と
な
る
。
そ
の
後
は
甲
塚

か
ぶ
と
づ
か

、
双
ケ
岡

な
ら
び
が
お
か

一
ノ

丘
、
円
山
と
続
い
て
い
く
。
蛇
塚
は
全
長
七
十
五

メ
ー
ト
ル
の
前
方
後
円
墳
と
の
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
、
今
は
石
室
の
巨
石
だ
け
し
か
残
っ
て
い
な

い
（
見
学
資
料
中
の
昭
和
十
三
年
の
測
量
図
を
見

る
と
、
あ
ぜ
道
が
前
方
後
円
墳
の
形
に
な
っ
て
い

る
）
。
ま
さ
に
京
都
の
石
舞
台
と
い
う
感
じ
で
あ
る
。

周
囲
は
細
い
道
路
に
囲
ま
れ
、
す
ぐ
そ
の
外
に
民

家
が
ぎ
っ
し
り
と
並
ん
で
い
る
。
柵
に
鍵
が
か
か

っ
て
い
た
が
、
中
に
入
れ
る
は
ず
だ
と
い
う
中
司

先
生
の
一
言
で
、
会
長
が
近
所
の
家
に
鍵
を
借
り

に
い
か
れ
た
。
し
か
し
帰
っ
て
こ
ら
れ
る
前
に
目

の
前
の
お
宅
の
奥
さ
ん
が
、
声
が
聞
こ
え
た
の
で

と
言
っ
て
鍵
を
も
っ
て
こ
ら
れ
た
の
で
、
記
帳
し

て
開
け
て
い
た
だ
く
。 

中
に
入
っ
て
み
る
と
、
外
か
ら
見
た
印
象
の
何

倍
も
巨
大
な
石
室
で
あ
っ
た
。
石
室
の
幅
は
飛
鳥

の
石
舞
台
よ
り
も
広
い
四
メ
ー
ト
ル
弱
、
高
さ
は

五
メ
ー
ト
ル
強
、
玄
室
プ
ラ
ス
羨
道
の
長
さ
が
十

八
メ
ー
ト
ル
弱
と
い
う
も
の
で
、
こ
れ
が
二
段
積

み
の
巨
石
で
で
き
て
い
る
。
体
感
で
は
石
舞
台
よ

り
大
き
く
感
じ
た
。
説
明
板
に
よ
れ
ば
、
床
面
積

は
三
重
県
の
高
倉
山
、
バ
ス
旅
行
で
訪
ね
た
岡
山

の
こ
う
も
り
塚
、
石
舞
台
の
各
古
墳
に
次
ぐ
全
国

第
四
位
の
広
さ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

               

蚕
の
社

か
い
こ
の
や
し
ろ 

帷
子
の
辻
に
戻
り
、
嵐
電
で
蚕
の
社
に
向
か
う
。

こ
こ
は
木
嶋
坐
天
照
御
魂
神
社

こ
の
し
ま
に
い
ま
す
あ
ま
て
る
み
た
ま
じ
ん
じ
ゃ

と
い
う
式
内
社
で

あ
る
が
、
東
本
殿
の
蚕
養

こ

か

い

神
社
の
方
が
名
が
通
っ

て
お
り
、
蚕
の
社
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
嵐
電
の
駅

名
も
蚕
の
社
だ
し
、
駅
の
横
に
有
る
鳥
居
や
石
の

塔
に
も
大
き
く
蚕
養
神
社
と
書
い
て
あ
る
。 

木嶋天照御魂神社 

蛇塚の石室内 
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本
殿
の
西
の
鬱
蒼
と
し
た
林
の
中
に
は
元
糺

も
と
た
だ
す

の
池
が
あ
り
、
三
柱
鳥
居
が
立
っ
て
い
る
。
三
柱

鳥
居
と
は
柱
が
三
本
で
三
正
面
、
上
か
ら
の
形
は

三
角
形
と
い
う
珍
し
い
も
の
で
あ
る
。
三
角
形
の

中
心
に
あ
た
る
と
こ
ろ
に
御
幣
が
立
て
て
あ
る
。

こ
の
鳥
居
は
京
都
御
所
内
厳
島
神
社
の
唐
破
風

か

ら

は

ふ

鳥

居
、
北
野
天
満
宮
内
伴
氏
社

と
も
う
じ
し
ゃ

の
伴
氏
鳥
居
（
蓮
弁

形
台
座
な
ど
）
と
並
ん
で
京
都
三
（
珍
）
鳥
居
と 

              

言
わ
れ
て
い
る
。 

三
柱
鳥
居
の
い
わ
れ
は
諸
説
あ
る
よ
う
だ
が
、

神
社
入
り
口
の
由
緒
書
に
よ
る
と
、 

 「
三
柱
鳥
居 

 

全
国
唯
一
の
鳥
居
で
あ
る 

鳥
居
を
三
つ
組
み

合
わ
せ
た
形
体
で
中
央
の
組
石
は
本
殿
祭
神
の
神

座
で
あ
り
宇
宙
の
中
心
を
表
し
四
方
よ
り
拝
す
る

こ
と
が
出
来
る
よ
う
建
立
さ
れ
て
い
る 

 

創
立
年
月
は
不
詳
で
あ
る
が
現
在
の
鳥
居
は
享

保
年
間
（
約
三
百
年
前
）
に
修
復
さ
れ
た
も
の
で

あ
る 一

説
に
は
景
教
（
キ
リ
ス
ト
教
の
一
派
ネ
ス
ト

ル
教 
約
一
三
〇
〇
年
前
に
日
本
に
伝
わ
る
）
の

遺
物
で
は
な
い
か
と
云
わ
れ
て
い
る
」 

 

と
記
さ
れ
て
い
た
。 

こ
こ
で
は
全
国
唯
一
と
書
い
て
あ
る
が
、
当
日

野
田
さ
ん
が
桜
井
市
三
輪
と
長
崎
に
も
あ
る
と
指

摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
ほ
か
に
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
た
限
り
で
は
蚕
の
社
を

入
れ
て
七
か
所
は
現
存
す
る
と
あ
る
。 

元
々
京
都
で
の
み
そ
ぎ
は
こ
こ
で
行
わ
れ
て
い

た
が
、
嵯
峨
天
皇
の
御
世
に
下
賀
茂
に
遷
さ
れ
た

の
で
、
元
祖
と
い
う
意
味
で
元
糺
の
池
と
呼
ば
れ

て
い
る
と
の
こ
と
。
山
口
会
長
が
以
前
来
ら
れ
た

時
は
水
が
あ
っ
た
と
い
う
が
、
現
在
は
残
念
な
が

ら
湧
水
が
枯
れ
て
、
池
の
跡
だ
け
残
っ
て
い
る
。

十
年
ほ
ど
前
の
下
水
工
事
以
来
水
が
枯
れ
る
よ
う

に
な
り
、
五
年
ほ
ど
前
に
は
氏
子
さ
ん
た
ち
で
湧

水
を
復
活
さ
せ
る
会
を
結
成
さ
れ
た
よ
う
だ
が
、

成
功
し
な
か
っ
た
模
様
。
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
蚕
の
社
駅
の
ポ
ス
タ
ー
で
は
満
々
と
水

を
湛
え
て
い
た
。 

 

十
六
時
前
に
蚕
の
社
駅
で
解
散
と
な
っ
た
。
本

日
は
天
候
に
も
恵
ま
れ
有
意
義
な
一
日
を
過
ご
す

こ
と
が
で
き
た
。 

現
地
で
の
案
内
と
と
も
に
詳
細
な
図
表
を
新
た

に
作
成
頂
い
た
中
司
先
生
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。

会
食
準
備
、
福
引
等
含
め
、
本
日
の
現
地
見
学
の

準
備
を
し
て
い
た
だ
い
た
幹
事
の
皆
様
、
ま
た
小

稿
の
作
成
に
協
力
を
い
た
だ
い
た
野
田
さ
ん
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

蚕の社の三柱鳥居 
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