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ご
あ
い
さ
つ

池
内
宣
裕

宮
司
代
務
者

境
内
環
境
整
備

総
務
部
長

島
田 

信
夫

山
宮
看
板
改
修

　
令
和
五
年
も
、残
す
と
こ
ろ
後
約
一
ヶ
月

と
な
り
ま
し
た
。氏
子
崇
敬
者
の
方
々
に
お

か
れ
ま
し
て
は
、平
素
神
社
の
神
徳
宣
揚
に

御
理
解
御
協
力
を
戴
い
て
お
り
ま
す
こ
と
に

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
年
は
大
陸
武
漢
由
来
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
が
五
月
に
５
類
感
染
症
と

な
っ
て
以
降
、参
拝
者
數
が
夏
か
ら
秋
の
行

楽
シ
ー
ズ
ン

に
か
け
て

徐
々
に
で
は

あ
り
ま
す
が

コ
ロ
ナ
禍
前

に
戻
っ
て
参

り
ま
し
た
。

し
か
し
、
寒

さ
が
増
す

中
、
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
を

始
め
他
種
の

ウ
イ
ル
ス
が

秘
か
に
流
行

し
、
国
民
の

生
命
及
び
健

康
生
活
に
影

響
を
及
ぼ
す

お
そ
れ
が
あ

る
事
態
が

所
々
で
発
生

し
て
い
ま

す
。
各
学
校

教
育
施
設
、

医
療
機
関
福
祉
施
設
関
係
の
方
々
に
は
敬
意

を
表
し
、さ
ま
ざ
ま
な
被
害
を
受
け
ら
れ
た

方
に
心
か
ら
お
見
舞
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
本
年
は
例
年
に
無
い
猛
暑
が
続
い
た
異

常
気
象
そ
し
て
デ
フ
レ
ス
パ
イ
ラ
ル
下
で
の

生
活
費
の
値
上
げ
状
況
、コ
ロ
ナ
禍
に
生
じ

た
社
会
構
造 

生
活
環
境
の
変
化
等
諸
問
題

が
残
さ
れ
た
中
、農
業
か
ら
商
工
各
業
界
に

は
日
々
の
お
務
め
に
際
し
精
励
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
深
甚
な
る
思
い
を
致
す
所
存
で
す
。

　
一
方
で
は
、各
地
域
の
伝
統
と
文
化
の
活

性
化
促
進
が
改
め
て
重
要
視
さ
れ
、神
社
や

鎮
守
の
杜
が
各
地
域
住
民
の
心
の
拠
り
所
と

し
て
再
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
る

と
思
わ
れ
ま
す
。平
和
で
豊
か
な
国
民
の
繁

栄
を
目
指
し
て
ま
つ
り
ご
と
を
修
め
る
神
社

は
、そ
の
役
割
と
し
て
環
境
保
全 

地
域
を
繋

ぐ
要
所
と
も
な
る
と
こ
ろ
と
存
じ
ま
す
。当

神
社
で
も
職
員
総
代
共
に
伝
統
を
大
切
に
重

ん
じ
な
が
ら
時
代
に
即
応
し
た
施
策
を
講
じ

て
行
く
。神
社
の
様
々
な
活
動
を
通
じ
て
地

域
へ
の
貢
献
を
行
な
っ
て
行
け
た
ら
と
思
い

ま
す
。

　
四
季
折
々
に
斎
行
さ
れ
る
感
謝
と
祈
り
の

お
祭
り
は
愈
愈
秋
の
祭
典
を
迎
え
ま
し
た
。

十
一
月
は
、一
日
に
御
井
神
事（
上
御
井
祭
・

下
御
井
祭
）、三
日
に
御
遷
神
事（
諏
訪
様
遷

座
祭
） 

御
籠
祭
、四
日
に
子
安
社
例
祭
、二
十

三
日
は
新
穀
感
謝
祭（
新
嘗
祭
）を
斎
行
し
、

十
二
月
大
晦
日
に
師
走
の
祓（
十
二
月
の
大

祓
式
） 

越
年
除
夜
祭
を
修
め
て
、元
旦
の
朝

新
年
を
寿
ぎ
　
皇
室
の
安
寧
弥
栄
・
国
家
の

隆
昌
繁
栄
・
国
民
の
平
安
健
康
を
祈
る
歳
旦

祭
を
迎
え
ま
す
。

　
新
年
令
和
六
年
は
、皇
紀
二
千
六
百
八
十

四
年
、 

甲 

辰 

歳
　
で
す（
新
年
に
つ
い
て

は
、樋
口
巫
女
さ
ん
の
本
誌
後
編
を
読
ん
で

く
だ
さ
い
）。

　
氏
子
崇
敬
者
の
方
々
に
は
、大
神
様
の
御

加
護
を
賜
わ
り
正
月
迎
え
の
準
備
を
修
め
、

素
晴
ら
し
い
新
年
を
お
迎
え
に
な
り
ま
す
よ

う
心
か
ら
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

　
神
社
境
内
の
環
境
整
備
に
つ
い
て
、
改
善

場
所
の
改
修
・
整
備
を
随
時
行
っ
て
い
ま
す

の
で
一
部
に
つ
い
て
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

き
の
え
た
つ

　
山
宮
社
敷
地
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る「
山
宮

社
の
由
来
」を
明
記
し
た
看
板
が
経
年
劣
化
し

た
た
め
レ
イ
ラ
イ
ン
や
道
標
を
明
記
し
て
下
之

郷
自
治
会
協
力
の
下
、再
設
置
し
ま
し
た
。

十二月の大祓い式

子安社例祭
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池
内
宣
裕

宮
司
代
務
者

御
旅
所
・
山
宮
の
神
々

境
内
石
ベ
ン
チ
設
置

狛
犬
奉
納

　
令
和
五
年
も
、残
す
と
こ
ろ
後
約
一
ヶ
月

と
な
り
ま
し
た
。氏
子
崇
敬
者
の
方
々
に
お

か
れ
ま
し
て
は
、平
素
神
社
の
神
徳
宣
揚
に

御
理
解
御
協
力
を
戴
い
て
お
り
ま
す
こ
と
に

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
年
は
大
陸
武
漢
由
来
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
が
五
月
に
５
類
感
染
症
と

な
っ
て
以
降
、参
拝
者
數
が
夏
か
ら
秋
の
行

楽
シ
ー
ズ
ン

に
か
け
て

徐
々
に
で
は

あ
り
ま
す
が

コ
ロ
ナ
禍
前

に
戻
っ
て
参

り
ま
し
た
。

し
か
し
、
寒

さ
が
増
す

中
、
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
を

始
め
他
種
の

ウ
イ
ル
ス
が

秘
か
に
流
行

し
、
国
民
の

生
命
及
び
健

康
生
活
に
影

響
を
及
ぼ
す

お
そ
れ
が
あ

る
事
態
が

所
々
で
発
生

し
て
い
ま

す
。
各
学
校

教
育
施
設
、

医
療
機
関
福
祉
施
設
関
係
の
方
々
に
は
敬
意

を
表
し
、さ
ま
ざ
ま
な
被
害
を
受
け
ら
れ
た

方
に
心
か
ら
お
見
舞
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
本
年
は
例
年
に
無
い
猛
暑
が
続
い
た
異

常
気
象
そ
し
て
デ
フ
レ
ス
パ
イ
ラ
ル
下
で
の

生
活
費
の
値
上
げ
状
況
、コ
ロ
ナ
禍
に
生
じ

た
社
会
構
造 

生
活
環
境
の
変
化
等
諸
問
題

が
残
さ
れ
た
中
、農
業
か
ら
商
工
各
業
界
に

は
日
々
の
お
務
め
に
際
し
精
励
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
深
甚
な
る
思
い
を
致
す
所
存
で
す
。

　
一
方
で
は
、各
地
域
の
伝
統
と
文
化
の
活

性
化
促
進
が
改
め
て
重
要
視
さ
れ
、神
社
や

鎮
守
の
杜
が
各
地
域
住
民
の
心
の
拠
り
所
と

し
て
再
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
る

と
思
わ
れ
ま
す
。平
和
で
豊
か
な
国
民
の
繁

栄
を
目
指
し
て
ま
つ
り
ご
と
を
修
め
る
神
社

は
、そ
の
役
割
と
し
て
環
境
保
全 

地
域
を
繋

ぐ
要
所
と
も
な
る
と
こ
ろ
と
存
じ
ま
す
。当

神
社
で
も
職
員
総
代
共
に
伝
統
を
大
切
に
重

ん
じ
な
が
ら
時
代
に
即
応
し
た
施
策
を
講
じ

て
行
く
。神
社
の
様
々
な
活
動
を
通
じ
て
地

域
へ
の
貢
献
を
行
な
っ
て
行
け
た
ら
と
思
い

ま
す
。

　
四
季
折
々
に
斎
行
さ
れ
る
感
謝
と
祈
り
の

お
祭
り
は
愈
愈
秋
の
祭
典
を
迎
え
ま
し
た
。

十
一
月
は
、一
日
に
御
井
神
事（
上
御
井
祭
・

下
御
井
祭
）、三
日
に
御
遷
神
事（
諏
訪
様
遷

座
祭
） 

御
籠
祭
、四
日
に
子
安
社
例
祭
、二
十

三
日
は
新
穀
感
謝
祭（
新
嘗
祭
）を
斎
行
し
、

十
二
月
大
晦
日
に
師
走
の
祓（
十
二
月
の
大

祓
式
） 

越
年
除
夜
祭
を
修
め
て
、元
旦
の
朝

新
年
を
寿
ぎ
　
皇
室
の
安
寧
弥
栄
・
国
家
の

隆
昌
繁
栄
・
国
民
の
平
安
健
康
を
祈
る
歳
旦

祭
を
迎
え
ま
す
。

　
新
年
令
和
六
年
は
、皇
紀
二
千
六
百
八
十

四
年
、 

甲 

辰 

歳
　
で
す（
新
年
に
つ
い
て

は
、樋
口
巫
女
さ
ん
の
本
誌
後
編
を
読
ん
で

く
だ
さ
い
）。

　
氏
子
崇
敬
者
の
方
々
に
は
、大
神
様
の
御

加
護
を
賜
わ
り
正
月
迎
え
の
準
備
を
修
め
、

素
晴
ら
し
い
新
年
を
お
迎
え
に
な
り
ま
す
よ

う
心
か
ら
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

《
御
祭
神
》 

八
阪
刀
賣
命

　
建
御
名
方
富
命
の
妃
神
で
諏
訪
大
社
下
社

の
神
様
。　 

《
例
祭
日
》 

御
柱
大
祭
宵
宮
祭
の
日

　生
島
足
島
神
社
下
宮
に
お
祀
り
さ
れ
る

御
諏
訪
様 

（
建
御
名
方
富
命
）が
、御
旅
所
社

に
お
入
り
に
な
り
、一
晩
お
泊
り
に
な
ら
れ

ま
す
。

御
柱
大
祭
本
大
祭
の
日

　
一
夜
明
け
た
翌
朝
、御
諏
訪
様
は
御
柱
と

共
に
生
島
足
島
神
社
に
向
か
っ
て
出
発
さ

れ
、午
後
に
大
行
列
の
中
下
宮
に
お
還
り
に

な
ら
れ
ま
す
。

　
神
社
か
ら
東
へ
向
か
い
進
む
と
、田
園
地

帯
の
中
に
大
き
な
鳥
居（
通
称
：
大
鳥
居
）が

見
え
ま
す
。ま
さ
し
く
御
柱
行
列
が
通
る
御

柱
街
道
に
建
つ
鳥
居
で
す
。そ
し
て
、リ
サ
ー

チ
パ
ー
ク
手
前
の
坂
道
左
に
鎮
座
す
る
の
が

御
旅
所
社
で
す
。

　
御
諏
訪
様
御
夫
婦
と
御
柱
、更
に
行
列
一

同
が
会
す
る
、大
祭
の
中
で
も
大
切
で
重
要

な
場
所
、そ
こ
が
御
旅
所
社
で
す
。　

《
御
祭
神
》 

南
方
富
命

　
タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
ノ
ミ
コ
ト
。諏
訪
大
社
上

社
の
神
様
。八

阪
刀
賣
命

　
タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
ノ
ミ
コ
ト
の
妃
神
。諏
訪

大
社
下
社
の
神
様
。

《
例
祭
日
》 

五
月
十
日

　リ
サ
ー
チ
パ
ー
ク
上
田
市
マ
ル
チ
メ

デ
ィ
ア
情
報
セ
ン
タ
ー
の
奥
、御
柱
が
伐
り

出
さ
れ
る
東
山
山
中
に
諏
訪
様
御
夫
婦
の
神

様
が
鎮
座
さ
れ
ま
す
。

　
東
山
に
は
東
信
濃
最
大
級
の
東
山
古
墳
群

が
あ
り
、御
社
祠
に
用
い
ら
れ
て
い
る
大
き

な
平
石
は
古
墳
の
大
石
な
の
で
は
な
い
か
と

云
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、工
科
短
大
向
か
い
の「
い
に
し
え
の

丘
公
園
」に
は
、こ
の
地
方
で
代
表
的
、貴
重

な
遺
構
と
さ
れ
る
市
指
定
史
跡「
他
田
塚
古

墳
」が
あ
り
ま
す
。

  

山
宮
様
の
お
祭
り
の
頃
か
ら
、お
山
で
は

サ
ツ
キ
を
は
じ
め
と
す
る
ツ
ツ
ジ
や
様
々
な

草
木
の
花
が
咲
き
ま
す
。青
葉
薫
る
本
格
的

な
里
山
の
時
期
と
な
り
ま
す
。

　
塩
沢
石
材
殿

よ
り
寄
贈
さ
れ
た

石
材
を
活
用
し
、

高
齢
者
の
遊
歩
道

散
策
が
多
く
な
っ

た
事
か
ら
総
代
で

歩
道
沿
い
に
休
憩

用
の
ベ
ン
チ
を
設

置（
三
カ
所
）し
ま

し
た
。

や
さ
か
と
め
の
み
こ
と

み
な
か
と
み
の
み
こ
と

や
さ
か
と
め
の
み
こ
と

御
旅
所
社
（
お
た
び
し
ょ
し
ゃ
）

山
宮
社
（
や
ま
み
や
し
ゃ
）

　
上
田
市
五
加
の

塩
沢
石
材
殿（
故

塩
沢
日
吉
氏
）よ

り
、生
前
に
狛
犬

を
当
神
社
に
寄

贈
し
た
い
と
申
し

出（
寄
贈
者
＝
長

男
の
平
田
克
之

氏
）が
あ
り
、八
幡

社
拝
殿
前
に
5

月
業
者
に
依
頼
し

建
立
し
ま
し
た
。

御旅所社

山宮社例祭
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祇
園
祭

　
神
賑
行
事
の
中
止
や
縮
小
を
余
儀
な
く
さ

れ
て
き
た
お
祭
り
で
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の

春
か
ら
感
染
法
上
の
分
類
が
五
類
に
移
行
し

た
こ
と
で
、
多
く
の
地
域
で
も
本
来
の
形
に

復
活
し
て
き
た
中
で
当
神
社
で
も
令
和
五
年

七
月
三
十
日
に
祇
園
祭
を
斎
行
し
た
。

祇
園
祭
と
は
・・・

　
そ
う
は
言
っ
て
も
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
な

く
な
っ
た
訳
で
は
な
い
の
で
、
人
を
集
め
る

こ
と
に
否
定
的
と
は
言
わ
な
い
が
消
極
的
な

意
見
も
あ
り
、
感
染
防
止
対
策
に
も
留
意
し

な
く
て
は
な
ら
ず
準
備
の
段
階
か
ら
新
た
に

神
職
・
職
員
・
総
代
さ
ん
混
合
の
催
事
タ
ス

ク
チ
ー
ム
を
作
り
、
会
議
を
重
ね
当
日
を
迎

え
た
。

　
目
的
は
【
伝
統
の
継
承
と
子
ど
も
た
ち
に

お
祭
り
の
提
供
】

　
今
ま
で
以
上
に
盛
り
上
が
り
の
あ
る
お
祭

り
！
を
求
め
て
ふ
る
ま
い
屋
台
を
設
け
た
。

新
し
い
こ
と
を
始
め
る
に
は
リ
ス
ク
が
あ

り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
必
要
と
な
る
事
を
感
じ

な
が
ら
も
生
島
足
島
神
社
の
変
わ
ら
ぬ
伝
統

を
継
承
す
る
為
に
も
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
事
が
あ
る
信
念
の
も
と
準
備
を
進
め
て

い
き
ま
し
た
。

　
当
日
は
想
像
を
超
え
た
人
数
の
子
ど
も
た

ち
が
境
内
ま
で
来
て
く
れ
て
、
そ
の
笑
顔
を

見
る
だ
け
で
我
々
に
も
達
成
感
と
、
や
っ
て

よ
か
っ
た
な
！
の
思
い
が
込
み
上
げ
て
き
た
。

　
そ
れ
よ
り
も
大
き
な
気
持
ち
と
し
て
【
来

年
も
今
年
以
上
に
多
く
の
参
拝
者
の
集
客
に

努
め
、
下
之
郷
地
区
活
性
化
の
一
助
に
な
る

よ
う
、
継
続
し
て
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い

な
ー
。】
と
焦
っ
て
い
ま
す
（
笑

今
年
の
お
祭
り

今
年
の
お
祭
り

橋
詰
昌
徳

権
禰
宜

ふるまい屋台

大人神輿

ふるまい広場

子供神輿

延喜式内名神大社　生島足島神社便り令和5年12月 第60号 （4）



神
賑
祭

　
今
年
の
神
賑
祭
は
こ
れ
ま
で
の
お
祭
り
と

は
違
い
、
神
様
だ
け
に
楽
し
ん
で
い
た
だ
く
奉

納
の
み
の
お
祭
り
で
は
な
く
、
年
に
一
度
の
お

祭
り
を
「
準
備
・
運
営
す
る
人
」、「
奉
納
す
る

人
」
そ
し
て
「
参
拝
す
る
人
」
そ
れ
ぞ
れ
が
、

楽
し
め
る
よ
う
な
企
画
で
神
職
・
職
員
・
総
代

が
一
丸
と
な
っ
て
一
生
懸
命
準
備
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
多
く
の
方
々
に
楽
し
ん
で
頂
け
る
よ

う
に
催
事
は
休
日
、
例
祭
は
（
秋
季
祭
）
神
事

の
た
め
通
年
通
り
九
月
一
九
日
に
斎
行
い
た
し

ま
し
た
。

　
神
賑
祭
の
当
日
、
前
半
は
東
塩
田
小
学
校

皆
さ
ん
の
演
奏
で
子
供
た
ち
と
父
兄
の
時
間
。

中
盤
は
上
小
雅
楽

会
・
上
田
染
谷
丘

高
校
の
演
奏
で
若

者
た
ち
の
時
間
。

そ
し
て
終
盤
は
、

神
様
や
大
人
の

方
々
に
楽
し
ん
で

頂
け
る
よ
う
に
プ

ロ
の
奏
者
に
よ
り

夕
闇
の
中
、
篝
火

を
灯
し
て
、上
田
女
子
短
期
大
学
（
瀬
田
先
生
）

協
賛
に
よ
り
、
世
界
的
に
も
有
名
な
パ
ン
ト
マ

イ
ム
の
「
清
水
き
よ
し
」
さ
ん
と
音
楽
の
「
か

の
う
と
し
こ
」
さ
ん
、
人
気
上
昇
中
の
ミ
ュ
ー

ジ
ッ
ク
ク
ラ
ウ

ン
の
「
マ
ッ
シ
ュ

＆
Ｋ
ｅ
ｉ
」
さ

ん
。   

ま
た
、
神

秘
的
な
音
色
で

演
奏
す
る
「
ク

リ
ス
タ
ル
シ
ン

ギ
ン
グ
ボ
ー
ル
」

の
Ｙ
Ｕ
Ｋ
Ａ
さ

ん
の
奉
納
で
大

勢
の
皆
さ
ん
に

楽
し
ん
で
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　
　

荒
井
珠
己

職
員

塩田東小学校

上小雅楽会

大盛況なふるまい広場

たまおと 上田染谷丘高校

ミュージッククラウン　マッシュ&ケイ パントマイム　清水きよし
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　月
次
祭
　つ
き
な
み
さ
い

（
毎
月
朔
日
　
午
前
九
時
）一
月
は
斎
行
し
な
い

　　
十
三
社
例
祭
　
じ
ゅ
う
さ
ん
し
ゃ
れ
い
さ
い

（
十
二
月
二
十
五
日
　
午
前
十
時
）

　
古
神
札
（
神
符
守
札
）
焼
納
式
　こ
し
ん
さ

　
つ（
し
ん
ぷ
し
ゅ
さ
つ
）
し
ょ
う
の
う
し
き

　 

（
十
二
月
中
旬
）　

　十
二
月
の
大
祓
式
（
師
走
の
祓
）
じ
ゅ
う
に

　
が
つ
の
お
お
は
ら
い
し
き
（
し
わ
す
の
は
ら
え
）

 
  

（
十
二
月
三
十
一
日
　
午
後
）

　越
年
除
夜
祭
　
え
つ
ね
ん
じ
ょ
や
さ
い

　
　
　
　
（
十
二
月
三
十
一
日
　
引
き
続
き
）

　
歳
旦
祭
　さ
い
た
ん
さ
い
　

   

（
一
月
一
日
　
午
前
九
時
）
正
月
元
旦　　    

　
御
門
祭
　み
か
ど
ま
つ
り
　

　
　
　
　
　 

（
一
月
八
日
　
午
前
八
時
）

　
荒
魂
社
例
祭
　あ
ら
み
た
ま
し
ゃ
れ
い
さ
い

　
　
　
　
　
　
（
一
月
八
日
　
午
前
九
時
）

　
御
筒
粥
卜
（
占
）
神
事
　
お
つ
つ
が
ゆ
う
ら

　
な
い
し
ん
じ

    
（
一
月
十
四
日  

夜  

御
籠
祭
後
引
き
続
き
）

　
御
筒
粥
卜（
占
）
奉
告
祭
及
蟇
目
鳴
弦
並
蛙

　狩
神
事
　お
つ
つ
が
ゆ
う
ら
な
い
ほ
う
こ
く

　
さ
い
お
よ
び
ひ
き
め
め
い
げ
ん
な
ら
び
に
か

　
わ
ず
が
り
し
ん
じ

（
一
月
十
五
日
　
午
後
一
時
）
旧
成
人
の
日　  

　　
節
分
追
儺
祭
　
せ
つ
ぶ
ん
つ
い
な
さ
い

（
二
月
三
日
　
午
後
二
時
）

　
会
員
年
度
表
彰
（
引
き
続
き
）
鬼
や
ら
い

　
豆
撒
き
（
午
後
三
時
予
定
）

　
紀
元
（
節
）
祭
並
神
位
祭
　併
祈
年
祭

　
き
げ
ん
（
せ
つ
）
さ
い
な
ら
び
に
し
ん
い
さ
い

　
あ
わ
せ
て
き
ね
ん
さ
い

（
二
月
十
一
日
　
午
前
十
時
）

　
天
長
（
節
）
祭 
　て
ん
ち
ょ
う（
せ
つ
）さ
い

　（二
月
二
十
三
日
　
午
前
十
時
）

天
皇
誕
生
日　  　

　神
社
総
代
就
任
奉
告
祭
並
委
嘱
書
交
付
式
　

　じ
ん
じ
ゃ
そ
う
だ
い
し
ゅ
う
に
ん
ほ
う
こ
く
　

　
さ
い
な
ら
び
に
い
し
ょ
く
し
ょ
こ
う
ふ
し
き

　 

（ 

三
月
上
旬   

午
後
二
時
）

　
秋
葉
社
（
講
）
例
祭
　
あ
き
ば
し
ゃ（
こ
う
）
　

　
れ
い
さ
い     

（ 

三
月
二
十
六
日 

午
後
四
時
）

　御
遷
神
事
（
諏
訪
様
還
座
祭
）
お
う
つ
り
　

　
し
ん
じ
（
す
わ
さ
ま
か
ん
ざ
さ
い
）

　
　 

　   

　
　 

（
四
月
十
八
日
　
夕
闇
）

　
摂
社
諏
訪
神
社
（
下
宮
）
例
祭
　せ
っ
し
ゃ
　

　
す
わ
じ
ん
じ
ゃ 

（
し
も
の
み
や
） 

れ
い
さ
い
　

　
　
　
　 

（
四
月
十
九
日
　
午
前
十
時
）

　
春
季
祭
（
御
本
社
上
宮
）
し
ゅ
ん
き
さ
い

 

（
ご
ほ
ん
し
ゃ
か
み
の
み
や
） 

　

　
　  

（
四
月
十
九
日
　右
例
祭
に
引
き
続
き
）

十
二
月

一
月

二
月

十
二
月
〜
四
月
ま
で
の
祭
事
・
行
事
予
定

四
月

三
月

古神札焼納式

蛙狩神事

節分追儺祭

御遷神事
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動
物
に
あ
て
は
め
る
と
竜（
龍
）で
す
が
、

竜
は
十
二
支
で
唯
一
の
想
像
上
の
動
物
な
の

で
わ
か
ら
な
い
こ
と
も
多
い
で
す
よ
ね
？

　
辰
は『
ふ
る
う
・
と
と
の
う
』を
意
味
す
る

『
振
』が
語
源
と
言
わ
れ
、こ
の
年
は
陽
の
気

が
動
い
て
万
物
が
振
動
し
草
木
も
よ
く
成
長

す
る
と
い
っ
た
よ
う
な「
活
力
旺
盛
で
物
事

が
整
う
年
」だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、龍
は
権
力
や
隆
盛
の
象
徴
で
あ
る

こ
と
か
ら
、出
世
や
権
力
に
大
き
く
関
わ
る

年
と
も
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　「
龍
」の
つ
く
言
葉
と
い
わ
れ
た
ら
何
を
思

い
つ
き
ま
す
か
？ 

…
登
竜
門
・
竜
神
・
恐
竜
・

龍
が
如
く
」・
竜
頭
蛇
尾
や
天
龍
源
一
郎
等

…
、わ
た
し
は『
乙
姫
様
』を
夢
見
た
世
代
な

の
で
や
っ
ぱ
り
竜
宮
城
を
思
い
浮
か
べ
ま

す
。

　
日
本
の
神
話
で
は
、海
底
に
海
神（
わ
た
つ

み
）の
宮
が
あ
り
、娘
の
ト
ヨ
タ
マ
ヒ
メ
は
竜

の
姿
に
な
っ
て
出
産
し
ま
す
。

　
こ
の
豊
玉
姫（
ト
ヨ
タ
マ
ヒ
メ
）と
い
う
神

様
は
、天
皇
家
の
ご
先
祖
様
に
関
係
す
る
神

様
で
、日
本
書
紀
や
古
事
記
で
も
と
て
も
重

要
な
役
割
を
す
る
神
様
で
す
。

　
海
の
神
の
娘
と
し
て
登
場
し
火
遠
理
命
／

ホ
オ
リ（
＝
山
幸
彦
）と
結
婚
、出
産
す
る

為
、安
産
・
結
縁
・
子
孫
繁
栄
を
御
神
徳
と
す

る
よ
う
な
神
様
で
す
。

　
残
念
な
が
ら
当
神
社
に
は
ト
ヨ
タ
マ
ヒ
メ

は
お
祀
り
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、信
州
・
東

信
濃
は
こ
の
地
で
安
産
・
子
孫
繁
栄
と
い
え

ば【
生
島
足
島
神
社
】と
呼
ば
れ
る
く
ら
い
近

年
多
く
の
方
に
認
知
さ
れ
遠
方
か
ら
も
た
く

さ
ん
の
参
拝
客
や
御
祈
祷
者
を
お
迎
え
し
て

お
り
ま
す
。

　
今
年
ま
で
は
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
な
ど
で
困

難
の
年
で
し
た
が
、来
年
は
辰
年
に
あ
や

か
っ
て
難
関
を
突
破
し
、飛
躍
す
る
年
に
な

る
事
を
願
う
の
は
も
ち
ろ
ん
の
事
、多
く
の

ご
家
庭
で
の
子
孫
繫
栄
を
願
っ
て
お
り
ま

す
。

　
こ
れ
か
ら
迎
え
る
令
和
六
年
の
お
正
月
。

辰
年
に
ち
な
ん
だ
縁
起
物
も
多
く
の
種
類
を

ご
用
意
し
て
お
り
ま
す
の
で
、一
部
分
を
紹

介
い
た
し
ま
す
。

　
令
和
５
年
中
頃
に
、
コ
ロ
ナ
禍
が
一
区
切
り
と

な
り
、
神
社
社
頭
も
コ
ロ
ナ
禍
前
の
賑
わ
い
と
態

勢
に
戻
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　
初
詣
態
勢
の
お
お
ま
か
な
予
定
、
及
び
皆
様
へ

の
お
願
い
を
挙
げ
ま
す
の
で
、
宜
し
く
お
願
い
致

し
ま
す
。

※
内
容
は
令
和
四
年
十
一
月
上
旬
現
在
の
も
の
で

す
。
当
記
事
を
お
読
み
の
時
点
で
、
配
置
や
対
応

が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
体
調
に
少
し
で
も
不
安
が
あ
る
場
合
は
、
外
出

そ
の
も
の
を
お
控
え
頂
く
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま

す
。
コ
ロ
ナ
禍
は
一
区
切
り
で
あ
り
ま
す
が
、
一
方

で
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
流
行
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま

す
。

　
企
業
の
新
年
祈
願
を
予
約
さ
れ
て
い
る
場
合
も
、

直
前
の
キ
ャ
ン
セ
ル
は
可
能
で
す
。
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
随
時
、
現
状
の
対
応
を
告

知
致
し
ま
す
。
但
し
、
特
に
３
が
日
等
社
頭
の
繁

忙
期
は
、
職
員
が
Ｐ
C
を
使
用
で
き
な
く
な
り
ま

す
の
で
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
更
新
が
止
ま
り
ま
す
。

更
に
最
新
の
情
報
は
、
当
日
の
神
社
境
内
の
掲
示

看
板
等
で
告
知
し
ま
す
の
で
、
ご
確
認
を
お
願
い

致
し
ま
す
。

　
御
札
・
御
守
等
授
与
品
は
、
神
楽
殿
で
頒
布
致

し
ま
す
。
３
が
日
は
、
早
朝
深
夜
の
授
与
も
行
い

ま
す
。

　
だ
る
ま
市
は
歌
舞
伎
舞
台
で
執
り
行
い
ま
す
。

だ
る
ま
の
開
眼
（
目
入
れ
）
も
歌
舞
伎
舞
台
で
お

受
け
く
だ
さ
い
。

　
お
焚
き
上
げ
は
歌
舞
伎
舞
台
横
の
特
設
テ
ン
ト

で
お
預
か
り
し
ま
す
。
期
間
外
・
時
間
外
等
、
職

員
の
目
の
届
か
な
い
時
間
・
時
期
に
境
内
に
置
か

れ
ま
す
と
、
焚
上
の
お
ま
つ
り
（
神
様
に
御
札
・
御

守
等
授
与
品
を
お
返
し
す
る
こ
と
）
に
支
障
が
生

じ
ま
す
の
で
、
ご
遠
慮
願
い
ま
す
。

　
マ
ス
ク
着
用
は
各
自
の
判
断
を
尊
重
す
る
と
い

う
政
府
方
針
が
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
神
社
関
係

者
各
自
の
判
断
に
お
い
て
、
社
頭
で
マ
ス
ク
着
用

の
者
が
お
り
ま
す
こ
と
、
ご
了
承
願
い
ま
す
。

　
こ
こ
数
年
は
初
詣
・
新
年
祈
願
も
、
時
期
を
ず

ら
し
て
さ
れ
る
方
も
多
く
な
り
ま
し
た
。
一
月
下

旬
や
二
月
以
降
も
、
土
日
祝
だ
け
で
は
な
く
平
日

も
行
え
ま
す
の
で
是
非
、
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

令
和
六
年 

甲
辰
歳
に
つ
い
て

き
の
え
た
つ

年
末
年
始
の
ご
案
内

樋
口
真
衣

巫
女

甲
田
将
司

権
禰
宜

お守り
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キリトリ線

生
島
の
杜 

そ
ば
処

そ
ば
処 

生
島
の
杜
　
℡
三
八-

八
八
六
七

　生
島
の
杜
は
、年
末
の
厄
祓
い
・
年
始
の

厄
除
け
後
の
ひ
と
時
を
、心
か
ら
の
オ
モ
テ

ナ
シ
で
、ゆ
っ
く
り
お
食
事
が
で
き
る
よ
う

努
め
て
、皆
さ
ん
の
ご
来
店
を
お
待
ち
し
て

お
り
ま
す
。

1月31日まで

●コピーは無効
●12月30日～1月8日は使用
　できません

コーヒー

無料券

写
真
室
か
ら
の
お
知
ら
せ

夢
う
さ
ぎ 

写
真
室 

℡
〇
一
二
〇
ー
八
六
二
ー
七
五
三

写
真
室
で
は
成
人
式
の
お
写
真
・

振
袖
レ
ン
タ
ル
を
お
受
け
し
て
お
り
ま
す
。

お
早
め
の
ご
予
約
を
お
勧
めい
た
し
ま
す
。

ま
た
、卒
業
式
の
着
物
・
袴
の
レ
ン
タ
ル
も

ご
ざ
い
ま
す
。

節
目
の
記
念
は
ぜ
ひ
、お
写
真
を
残
し
ま

し
ょ
う
。

初
詣 

　縁
起
物
の
ご
案
内

新
年
福
ダ
ル
マ

　　授
与
に
つ
い
て

　
神
社
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
破
魔
矢
と
福
枡
は
一
部

手
作
り
で
一
生
懸
命
私
共
で
製
作
中
で
す
。福

枡
は
デ
ザ
イ
ン
か
ら
考
え
て
作
っ
て
お
り
毎
年

少
し
ず
つ
違
う
の
で
楽
し
み
に
し
て
い
て
く
だ
さ

い
。多
く
の
方
が
手
に
取
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う

に
沢
山
の
縁
起
物
を
ご
用
意
し
て
お
り
ま
す

が
、数
に
限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
お
早
め
に
お

越
し
く
だ
さ
い
。

　
他
に
も
正
月
か
ら
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
す
る
授
与

品
・
新
規
授
与
品
が
沢
山
あ
り
ま
す
。ま
ず
は

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
す
る
授
与
品
は
合
格
守
・
勝
守
・

厄
除
守
・
交
通
安
全
守（
小
）で
す
。そ
れ
ぞ
れ

今
ま
で
と
は
違
う
雰
囲
気
の
御
守
に
な
っ
て
お

り
ま
す
。

　
続
い
て
新
規
授
与
品
は
、三
つ
あ
り
ま
す
。一

つ
目
は
、レ
ー
ス
守
で
す
が
、今
年
の
お
正
月
に

干
支
の
刺
繍
を
編

ま
れ
て
い
る
レ
ー
ス

守
を
数
量
限
定
で

頒
布
し
た
と
こ

ろ
、お
か
げ
さ
ま
で

非
常
に
多
く
の

方
々
に
お
求
め
い

た
だ
き
、三
ガ
日
で

終
了
し
ま
し
た
。

来
年
は
干
支
の

レ
ー
ス
守
は
も
ち

ろ
ん
新
た
に
神
社
オ
リ
ジ
ナ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
レ
ー

ス
守
も
頒
布
す
る
事
に
な
り
ま
し
た
。と
て
も

お
洒
落
な
デ
ザ
イ
ン
で
仕
上
が
っ
て
き
ま
し
た
の

で
、お
持
ち
い
た
だ
け
る
だ
け
で
、気
分
が
上
が

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。紐
の
色
は
複
数
色

ご
用
意
が
あ
り
、紐
の
色
が
違
う
だ
け
で
も
雰

囲
気
が
変
わ
り
ま
す
。

　
二
つ
目
は
、健
康
守
で
す
。巾
着
袋
の
御
守
で

と
て
も
可
愛
ら
し
く
、表
面
に
は「
生
き
て
足
り

て
」と
書
い
て
あ
り
、当
神
社
固
有
の「
完
全
オ

リ
ジ
ナ
ル
の
御
守
」と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
三
つ
目
は
、生
島
足
島
神
社
の
紙
札
の
種
類

が
増
え
ま
し
た
。今
ま
で
は
一
種
類
だ
け
で
し

た
が
、令
和
六
年
を
よ
り
一
層
飛
躍
の
年
に
し

た
い
方
へ
向
け
て
ひ
と
回
り
大
き
い
サ
イ
ズ
の
も

の
を
ご
用
意
い
た
し
ま
し
た
。　

お
正
月
期
間
と

し
て
新
年
十
五
日

ま
で
た
く
さ
ん
の

縁
起
物
を
ご
用
意

し
て
お
り
ま
す
の

で
、多
く
の
方
々
の

ご
参
拝
を
、心
よ

り
お
待
ち
し
て
お

り
ま
す
。

　
良
い
お
年
を
お

迎
え
く
だ
さ
い
。

　
生
島
足
島
神
社
の
新
年
福
ダ
ル
マ

は
、一
般
の
販
売
店
の
ダ
ル
マ
と
異

な
り
、
ご
祈
祷
・
お
祓
い
し
て
、
御

神
札
・
福
章
と
合
わ
せ
て
授
与
致
し

ま
す
。

　
元
旦
〜
八
日

　
•
朝
八
時
　
　
〜
午
後
五
時
頃

　九
日
〜
十
五
日

　
•
朝
八
時
半
　
〜
午
後
五
時
頃

（
注
意
…
終
了
時
間
は
天
候
等
状
況
に
よ

り
異
な
り
ま
す
の
で
午
前
中
の
参
拝
を

お
勧
め
い
た
し
ま
す)

取
扱
時
間
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