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式
年
遷
宮
は
二
十
年
に
一
度
、
正
殿
を
は
じ
め
と
す
る
殿
舎
と
御お

ん
し
ょ
う
ぞ
く

装
束
神し

ん
ぽ
う宝

を
新
た
に
造
り
替
え
、
大
御
神
で
あ
る
天あ

ま

照て
ら
す

大お
お
み
か
み

御
神
に
新
宮
へ
お
遷
り
い
た

だ
く
お
祭
り
で
す
。
持
統
天
皇
四（
六
九
〇
）年
に
始
め
ら
れ
て
以
来
、
現
在
ま

で
約
千
三
百
年
続
い
て
い
ま
す
。
第
六
十
二
回
の
式
年
遷
宮
も
、
平
成
二
十
五

（
二
〇
一
三
）年
に
無
事
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

二
十
年
に
一
度
と
い
う
サ
イ
ク
ル
は
当
初
か
ら
決
ま
っ
て
い
た
も
の
で
す
。

理
由
は
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
技
術
の
伝
承
に
人
間
の
人
生
儀
礼
を
当
て
は
め
た

説
も
そ
の
一
つ
で
す
。
職
人
た
ち
は
二
十
歳
で
成
人
す
る
と
入
門
し
て
技
術
を

習
得
し
、
四
十
歳
で
大
黒
柱
と
な
り
、
六
十
歳
の
還
暦
で
指
導
者
と
な
っ
て
自

ら
の
技
術
を
次
代
に
伝
え
て
き
ま
し
た
。

新
し
く
調
製
し
て
大
御
神
に
捧
げ
ら
れ
る
御
装
束
神
宝
の
種
類
は
七
百
十
四

種
、
千
五
百
七
十
六
点
に
の
ぼ
り
ま
す
。
太
刀
だ
け
で
も
六
十
振
り
、
鏃や

じ
り

は

四
千
八
十
個
に
も
及
ぶ
た
め
、
鉄
は
重
要
な
素
材
で
す
。
刀
身
に
用
い
る
の
は

玉た
ま

鋼は
が
ねで
す
が
、
た
た
ら
製
鉄
で
玉
鋼
に
な
ら
な
か
っ
た
銑ず

く鉄
の
部
分
は
、
茶
釜

な
ど
の
鉄
鋳
物
に
用
い
る
な
ど
、
無
駄
な
く
活
用
し
て
い
ま
す
。

伊
勢
神
宮
　
神
宮
司し
ち
ょ
う廳

　
　
　
　
広
報
室
　
広
報
課
長
補
佐
　
神
宮
主
事　

音
羽 

悟
氏

千
三
百
年
の
時
を
超
え
て

　
　
　
　
　
受
け
継
が
れ
る
技
と
心

和
の
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
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五
十
鈴
川
に
か
か
る
宇
治
橋

長
さ
一
〇
一・八
メ
ー
ト
ル
。
日
常
の
世
界
か
ら
神
聖
な
世
界
へ
、
そ
し
て
神
と
人
と
を
結
ぶ
架
け
橋
と
言
わ
れ
て
い
る
。

宇
治
橋
も
二
十
年
に
一
度
新
た
に
造
り
替
え
、
近
年
で
は
遷
宮
の
四
年
前
に
あ
た
る
平
成
二
十
一（
二
〇
〇
九
）年
に
架
け
替
え
ら
れ
た
。

宇
治
橋
鳥
居

内
側
に
あ
る
鳥
居
は
内な
い
く
う宮

の
旧
正
殿
の
棟
持
柱
が
用
い
ら
れ
、

外
側
の
鳥
居
は
外げ
く
う宮
の
も
の
が
あ
て
ら
れ
る
。

ま
た
正
殿
の
棟む

な
も
ち
ば
し
ら

持
柱（
※
）は
二
十
年
使
わ
れ
た
あ
と
、
宇
治
橋
の
鳥
居
の
柱

と
し
て
さ
ら
に
二
十
年
使
わ
れ
、
そ
の
あ
と
も
他
の
神
社
の
鳥
居
と
し
て
再
々

利
用
さ
れ
ま
す
。
古
材
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
阪
神
淡
路
大
震
災
や
東
日
本
大

震
災
で
被
害
を
受
け
た
神
社
の
修
復
に
も
使
わ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
た
古
材
の

有
効
活
用
は
、
鎌
倉
時
代
末
期
か
ら
神
宮
に
関
係
す
る
摂せ

っ
し
ゃ社

・
末ま

っ
し
ゃ社

で
行
わ

れ
て
い
た
例
が
あ
り
、“
リ
サ
イ
ク
ル
”と
い
う
意
味
で
は
先
駆
け
的
な
存
在
で

あ
る
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

社
殿
造
営
の
た
め
の
檜
は
、
式
年
遷
宮
の
た
び
に
、
内
宮
の
ほ
と
り
を
流
れ

る
五い

す

ず

が

わ

十
鈴
川
の
上
流
に
位
置
す
る「
宮き

ゅ
う
い
き
り
ん

域
林
」と
呼
ば
れ
る
神
宮
の
森
か
ら
供

給
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
鎌
倉
時
代
後
期
か
ら
檜
の
良
材
が
採
れ
な
く
な
り
、

中
世
以
降
は
専
ら
木
曽
か
ら
供
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
神
宮

で
は
昔
と
同
じ
よ
う
に
宮
域
林
か
ら
ま
か
な
え
る
よ
う
、
大
正
十
二（
一
九
二
三
）

年
に
檜
の
人
工
林
を
計
画
的
に
管
理
し
育
て
て
い
く
計
画
を
策
定
し
、
二
百
年

計
画
で
御
造
営
用
材
の
植
林
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
だ
百
年
足
ら
ず
で
す
が
、

今
回
の
式
年
遷
宮
で
は
七
百
年
ぶ
り
に
宮
域
林
で
間
伐
し
た
檜
も
御
用
材
の
一

部
に
使
わ
れ
ま
し
た
。

神
宮
の
豊
か
な
森
と
御
料
を
復
元
す
る
人
々
の
敬
神
の
念
が
重
な
り
合
っ

て
継
承
さ
れ
て
い
く
式
年
遷
宮
に
お
い
て
、
最
も
大
事
な
の
は“
繰
り
返
す
”と

い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
前
例
踏
襲
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
受
け
継
が
れ
た
技

術
で
そ
れ
ま
で
の
伝
統
を
守
り
な
が
ら
、
自
分
た
ち
で
さ
ら
に
磨
き
を
か
け
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
唯
一
変
わ
ら
な
い
の
は「
神
様
の
た
め
に

二
十
年
に
一
度
、
同
じ
も
の
を
つ
く
る
」と
い
う
考
え
方
で
す
。
式
年
遷
宮
は

そ
の
時
代
、時
代
の
な
か
で
最
善
を
尽
く
す
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、そ
れ
が“
持
続
”

だ
と
私
は
思
い
ま
す
。
千
三
百
年
の
時
を
超
え
て
守
り
伝
え
ら
れ
て
き
た
技
と

心
は
、
御
装
束
神
宝
と
い
う
姿
で
大
御
神
に
捧
げ
ら
れ
、
ま
た
次
代
へ
と
引
き

継
が
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
匠
の
技
と
心
こ
そ
神
が
私
た
ち
に
示
さ
れ
た
我
が

国
の
も
の
づ
く
り
の
原
点
で
あ
り
、
今
日
に
お
い
て
は“
持サ

ス続
可テ

ナ能
なビ

リ

テ

ィ

活
動
”と

い
う
重
い
価
値
を
持
ち
始
め
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 （
談
）

皇こ
う
た
い
じ
ん
ぐ
う

大
神
宮（
内
宮
）の
正
宮

檜
の
素し
ら
き木

造
り
で
掘
ほ
っ
た
て
ば
し
ら

立
柱
に
萱か
や
ぶ葺

き
屋
根
と
い
う「
唯
一
神
明
造
」の
神
殿
で
、

土
台
が
な
く
釘
を
使
わ
な
い
工
法
で
建
て
ら
れ
て
い
る
。
平
成
二
十
五

（
二
〇
一
三
）年
の
遷
宮
で
古
式
の
ま
ま
に
建
て
替
え
ら
れ
た
。

※
棟
持
柱 

（
社
殿
中
央
の
柱
）

　
社
の
側
面
に
あ
っ
て
棟
を
支
え
る

　
直
径
一
メ
ー
ト
ル
の
太
い
柱
。
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