
　

先
日
私
は
︑
宮
崎
県
立
佐
土
原

高
等
学
校
生
徒
に
日
向
神
話
と
宮

﨑
神
宮
に
つ
い
て
お
話
を
す
る
機

会
を
得
ま
し
た
︒
神
話
に
登
場
す

る
神
々
が
い
か
に
人
間
的
で
︑
そ

し
て
現
在
の
我
々
の
生
活
に
も
身

近
な
存
在
で
あ
る
か
を
理
解
し
て

い
た
だ
く
や
う
話
を
進
め
ま
し

た
︒

　

ま
た
︑
授
業
で
郷
土
の
偉
人
高

木
兼
寛
先
生
に
も
ふ
れ
ま
し
た

が
︑
そ
れ
を
聞
い
た
先
生
と
同
郷

で
高
岡
町
出
身
の
生
徒
か
ら
︑﹁
先

生
が
脚
気
の
原
因
を
発
見
し
た
お

医
者
さ
ん
と
は
知
っ
て
い
た
が
︑

宮
﨑
神
宮
を
造
っ
た
人
と
は
知
ら

な
か
っ
た
﹂
と
の
感
想
が
よ
せ
ら

れ
ま
し
た
︒

　

こ
れ
が
今
の
宮
崎
県
民
の
平
均

的
な
意
識
で
あ
ら
う
と
存
じ
ま
す

の
で
︑
今
回
改
め
て
高
木
兼
寛
翁

の
ご
偉
業
を
振
り
返
っ
て
み
ま
す
︒

　

先
生
は
︑
今
の
宮
崎
市
高
岡
町

穆
佐
に
お
生
ま
れ
に
な
り
︑
鹿
児

島
で
医
学
を
学
び
︑
海
軍
省
に
仕

官
︒
の
ち
英
国
セ
ン
ト
・
ト
ー
マ

ス
病
院
医
学
校
に
留
学
︑
抜
群
の

成
績
で
卒
業
し
て
ゐ
ま
す
︒
帰
朝

し
て
︑
の
ち
に
は
大
日
本
帝
国
海

軍
軍
医
総
監
に
任
じ
ら
れ
ま
す
︒

因
み
に
︑
当
時
の
陸
軍
の
軍
医
総

監
は
森
林
太
郎
︵
作
家
名
森
鴎
外
︶

で
す
︒
ま
た
翁
は
︑
我
が
国
第
一

号
の
医
学
博
士
︒
明
治
天
皇
の
侍

医
も
務
め
︑
男
爵
の
爵
位
を
授
け

ら
れ
ま
し
た
︒
最
も
知
ら
れ
て
ゐ

る
の
は
︑
東
京
慈
恵
会
医
科
大
学

の
創
立
者
で
あ
る
こ
と
で
せ
う
︒

　

当
時
の
陸
海
軍
で
は
多
く
の
兵

士
が
脚
気
に
悩
ま
さ
れ
て
ゐ
ま
し

た
︒
そ
の
原
因
に
つ
い
て
ド
イ
ツ

医
学
の
東
大
医
学
部
卒
を
中
心
と

し
た
陸
軍
軍
医
は
︑﹁
脚
気
病
菌

説
﹂︑
伝
染
病
だ
と
主
張
し
て
ゐ

ま
し
た
︒
一
方
︑
イ
ギ
リ
ス
医
学

に
学
ん
だ
高
木
兼
寛
は
︑
脚
気
は

軍
隊
の
米
飯
中
心
の
食
事
に
あ
る

と
し
て
︑
麦
飯
も
取
り
入
れ
︑
壮

大
な
航
海
実
験
の
結
果
︑
病
因
は

栄
養
に
あ
る
こ
と
を
突
き
止
め
ま

し
た
︒
ビ
タ
ミ
ンB1

の
欠
乏
で

す
︒
こ
の
食
事
改
良
で
海
軍
か
ら

は
脚
気
が
な
く
な
り
︑
米
飯
を
や

め
な
い
陸
軍
は
︑
の
ち
の
日
露
戦

争
ま
で
こ
の
病
気
で
苦
し
む
こ
と

と
な
り
ま
す
︒

　

さ
て
高
木
翁
は
︑
郷
土
宮
崎
を
︑

特
に
第
一
代
神
武
天
皇
を
祀
る
宮

﨑
宮
︵
の
ち
の
宮
﨑
神
宮
︶
を
︑

官
幣
大
社
と
し
て
も
っ
と
威
厳
の

あ
る
立
派
な
建
物
に
し
な
け
れ
ば

と
い
ふ
願
望
が
あ
り
︑﹁
神
武
天

皇
御
降
誕
大
祭
会
﹂
を
設
立
し
︑

自
ら
幹
事
長
の
要
職
に
就
き
ま

す
︒
明
治
天
皇
か
ら
強
い
信
頼
を

得
て
ゐ
た
高
木
翁
は
︑
皇
室
か
ら

の
ご
内
帑
金
を
受
け
ま
す
︒
ま
た
︑

各
宮
様
方
を
は
じ
め
︑
政
財
界
か

ら
広
く
浄
財
を
募
る
こ
と
に
な
り

ま
す
︒
こ
の
会
の
中
心
人
物
の
ひ

と
り
が
︑
今
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ

マ
の
主
人
公
︑
渋
沢
栄
一
で
す
︒

彼
の
癌
の
手
術
を
執
刀
し
た
高
木

は
︑
九
歳
年
下
で
あ
り
ま
し
た
が

ず
っ
と
先
生
と
呼
ば
れ
て
尊
敬
さ

れ
て
ゐ
た
と
い
ひ
ま
す
︒
か
う
い

ふ
次
第
で
︑
渋
沢
栄
一
を
こ
の
会

の
監
事
に
任
じ
︑
広
く
財
界
の
募

財
に
当
た
ら
せ
た
も
の
と
思
は
れ

ま
す
︒

　

か
く
し
て
明
治
四
十
年
︑
高
木

兼
寛
翁
の
ご
尽
力
に
よ
り
今
の
御

殿
が
完
成
し
ま
し
た
︒
一
一
四
年

を
経
た
今
日
︑
郷
土
の
銘
木
杉
材

︵
神
社
建
築
の
主
流
は
檜
材
で
す

が
︶
の
ご
本
殿
以
下
神
殿
は
︑
荘

厳
で
堅
固
な
た
た
ず
ま
ひ
を
保
っ

て
ゐ
ま
す
︒

　

こ
こ
に
改
め
て
︑
高
木
翁
の
ご

偉
業
を
称
へ
︑
ご
遺
徳
を
お
偲
び

申
し
あ
げ
ま
す
︒
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な
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取
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か
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や
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（
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に
不
足
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
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昭
和
十
五
年
︑
宮
崎
県
は
紀
元
二
千
六
百
年
記

念
事
業
の
一
環
と
し
て
下
北
方
後
方
の
丘
陵
︑
西

は
遠
く
高
千
穂
峰
を
仰
ぎ
東
は
太
平
洋
を
望
む
地

を
選
ん
で
︑
高
さ
三
六
・
四
ｍ
の
﹁
八
紘
之
基
柱
﹂

︵
現
﹁
平
和
の
塔
﹂︶
を
建
設
し
ま
し
た
︒

　

正
面
に
は
︑
秩
父
宮
雍
仁
親
王
殿
下
の
揮
毫
さ

れ
た
﹁
八
紘
一
宇
﹂
が
刻
字
さ
れ
て
ゐ
ま
す
︒
こ

の
熟
語
は
︑
神
武
天
皇
ご
即
位
二
年
前
に
発
せ
ら

れ
た
﹁
橿
原
建
都
の
詔
﹂
の
﹁
六
合
ヲ
兼
ネ
テ
以
ッ

テ
都
ヲ
開
キ
︑
八
紘
ヲ
掩
ヒ
テ
宇
ト
セ
ム
コ
ト
︑

又
可
カ
ラ
ズ
ヤ
﹂
か
ら
の
造
語
で
︑
初
代
天
皇
の

建
国
に
あ
た
っ
て
の
理
想
が
宣
言
さ
れ
て
ゐ
ま

す
︒
国
家
を
一
つ
の
﹁
家
﹂
に
見
立
て
た
平
和
思

想
で
︑
八
紘
一
宇
と
い
ふ
神
武
天
皇
の
大
御
心
を

体
し
て
︑
国
民
が
一
家
の
や
う
に
睦
み
合
ひ
た
い

と
い
ふ
悲
願
が
込
め
ら
れ
て
ゐ
ま
す
︒

　

塔
そ
の
も
の
が
御
幣
の
形
を
し
て
を
り
︑
塔
内

に
は
厳
室
と
呼
ば
れ
る
奉
安
所
︵
当
時
は
秩
父
宮

の
﹁
八
紘
一
宇
﹂
の
ご
親
筆
が
掲
げ
ら
れ
た
︶
が

設
置
さ
れ
︑
更
に
四
隅
に
は
︑﹁
荒
御
魂
像
﹂︵
武

神
︶︑﹁
奇
御
魂
像
﹂︵
漁
神
︶︑﹁
幸
御
魂
像
﹂︵
農

耕
神
︶︑﹁
和
御
魂
像
﹂︵
工
神
︶
の
神
々
の
像
が

据
ゑ
ら
れ
ま
し
た
︒

　

設
計
者
の
日
名
子
実
三
は
︑
宮
﨑
神
宮
に
て
御

幣
を
拝
し
た
折
に
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
感
じ

た
と
さ
れ
て
ゐ
ま
す
︒
同
様
に
考
案
者
相
川
勝
六

知
事
も
﹁
基
柱
は
罪
穢
を
祓
ふ
御
幣
な
の
で
す
﹂

と
︑
述
べ
て
ゐ
ま
す
︒

　

塔
前
に
は
毎
日
二
円
か
ら
三
円
の
賽
銭
が
投
げ

ら
れ
︑
筵
を
敷
い
て
対
応
し
た
と
い
ふ
こ
と
か
ら
︑

当
時
の
県
民
意
識
と
し
て
は
︑
信
仰
の
対
象
物
と

見
做
し
て
ゐ
た
こ
と
が
解
り
ま
す
︒

　
　
　
　

令
和
六
年
七
月
三
日
よ
り
新
紙
幣
が
発
行
さ
れ
ま
す
︒

一
万
円
札
に
﹁
近
代
日
本
経
済
の
父
﹂
と
呼
ば
れ
る
渋
沢
栄
一
︑

五
千
円
札
に
日
本
で
最
初
の
女
子
留
学
生
と
し
て
ア
メ
リ
カ
で
学
ん
だ
津
田
梅
子
︑

千
円
札
に
破
傷
風
の
治
療
法
を
開
発
し
た
細
菌
学
者
の
北
里
柴
三
郎
の
肖
像
が

デ
ザ
イ
ン
さ
れ
ま
す
︒

殊
に
渋
沢
栄
一
は
︑
明
治
三
十
二
年
に
発
足
し
た
神
武
天
皇
御
降
誕
大
祭
会
の

監
事
と
し
て
︑
現
ご
社
殿
等
の
ご
造
営
に
尽
力
さ
れ
た
当
宮
所
縁
の
人
物
で
す
︒

こ
の
節
目
に
あ
た
り
︑
当
宮
に
奉
納
の
掛
軸
を
左
記
に
て
展
示
致
し
ま
す
の
で
︑

ど
う
ぞ
ご
覧
く
だ
さ
い
︒

　
　
　
　
　
　
　

記

一
︑
期　

間　

令
和
六
年
六
月
二
十
九
日
︵
土
︶
~
同
七
月
十
五
日
︵
月
・
祝
日
︶

一
︑
場　

所　

宮
﨑
神
宮
御
札
所

一
︑
拝
観
料　
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