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池
内
宣
裕

宮
司
代
務
者

ご
あ
い
さ
つ

　
元
号
が
変
わ
り
新
年
を
迎
え
た
令
和
二
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
厚
く
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

　
本
年
は
初
春
か
ら
初
夏
に
か
け
て
大
陸
武

漢
発
生
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が

世
界
中
に
蔓
延
し
、
多
く
の
被
害
が
も
た
ら

さ
れ
ま
し
た
。
国
内
に
お
い
て
も
、
感
染
症

に
よ
り
国
民
の

生
命
及
び
健
康

生
活
に
著
し
く

甚
大
な
影
響
を

及
ぼ
す
お
そ
れ

が
あ
る
事
態
が

発
生
し
た
と
認

め
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
四
月
七

日
、
緊
急
事
態

宣
言
が
発
令
さ

れ
ま
し
た
。
ウ
イ
ル
ス
に
よ
り
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
。
こ
の
発
令
に
よ

り
当
社
に
お
き
ま
し
て
も
祈
願
主
参
拝
者

及
び
関
係
者
の
安
全
を
第
一
と
考
え
ウ
イ

ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
為
、
マ
ス
ク
着
用

の
徹
底
・
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
の
励
行
・
施

設
の
換
気
に
努
め
、
ま
た
参
拝
時
間
の
短

縮
や
鈴
緒
の
使
用
中
止
・
手
水
ひ
し
ゃ
く

の
撤
去
等
の
対
策
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、
春
祭
・
夏
の
祇
園
・
例
祭
・
新

穀
感
謝
祭
等
各
祭
典
の
規
模
も
縮
小
し
、

来
賓
を
お
招
き
せ
ず
斎
行
い
た
し
ま
し
た
。

　
歴
史
を
顧
み
ま
す
と
、
今
か
ら
一
、
三

〇
〇
年
前
の
養
老
四
年
（
西
暦
七
二
〇
）

に
撰
上
※
一

さ
れ
ま
し
た
『
日
本
書
紀
』※
二

に
は
疫
病
の
事
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
第

十
代
崇
神
天
皇
即
位
五
年
目
に
「
国
中
に

疫
病
が
流
行
り
、
国
民
の
半
分
以
上
が
亡

く
な
り
社
会
が
混
乱
し
た
」。「
天
皇
は
悲

し
み
、
夢
の
お

告
げ
に
現
れ
た

神
を
祀
り
、
天

社
・
国
社
な
ど

を
定
め
、
神
社

の
制
度
を
整
え

る
と
」
即
位
七

年
目
「
疫
病
は

初
め
て
途
絶

え
、
国
内
は
よ

う
や
く
平
穏
と

な
り
、
五
穀
は
す
っ
か
り
稔
っ
て
、
百
姓
は

豊
穣
に
な
っ
た
」。
国
内
漸
謐
、
五
穀
既
成
、

百
姓
饒
之
。※
三

日
本
人
は
そ
の
度
毎
に
神
仏

に
祈
り
を
捧
げ
医
療
の
改
善
と
防
災
対
策
に

努
力
を
重
ね
て
来
ま
し
た
。
今
回
の
ウ
イ
ル

ス
禍
、
台
湾
や
ベ
ト
ナ
ム
と
同
じ
く
死
者
数

が
外
国
と
比
較
し
極
め
て
少
な
い
状
況
の
我

が
国
は
、
医
療
従
事
者
の
方
々
の
尽
力
が
最

大
要
素
で
す
が
、
清
潔
を
重
ん
じ
、
世
界
で

も
類
を
見
な
い
ほ
ど
の
衛
生
観
念
を
持
つ
と

い
わ
れ
る
日
本
人
の
国
民
性
が
最
大
要
因
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
必
ず
や
疫
病
の
流
行
も

終
息
す
る
と
確
信
し
、
私
共
神
職
も
毎
朝
疫

病
退
散
終
息
祈
願
を
続
け
て
参
り
ま
す
。

　
さ
て
、
六
月
十
九
日
塩
田
平
の
文
化
財
群

が
日
本
遺
産
と
し
て
認
定
を
受
け
ま
し
た
。

こ
れ
は
信
濃
国
分
寺
か
ら
生
島
足
島
神
社
そ

し
て
別
所
温
泉
を
通
る
レ
イ
ラ
イ
ン（
太
陽
・

お
日
様
が
つ
く
る
光
の
線
）
沿
い
に
点
在
す

る
神
社
仏
閣
や
雨
乞
い
な
ど
の
祈
り
の
か
た

ち
を
元
に
、
降

水
量
が
少
な
い

風
土
で
身
近
な

山
々
に
宿
る
龍

神
（
水
神
様
）

と
密
接
に
関

わ
っ
て
来
た
塩

田
平
の
人
々
の

暮
ら
し
等
が

『
太
陽
と
大
地

の
聖
地
（
龍
と

生
き
る
ま
ち
）』
と
い
う
テ
ー
マ
で
認
め
ら

れ
た
も
の
で
す
。
当
神
社
で
も
以
前
か
ら
例

祭
日
に
開
催
さ
れ
ま
す
神
賑
祭
の
キ
ャ
ッ
チ

コ
ピ
ー
は
〝
太
陽
と
大
地
に
感
謝
〝
で
あ
り

ま
す
。
冬
至
に
は
西
御
門
・
西
鳥
居
と
一
直

線
に
な
る
夕
日
の
お
日
様
を
拝
み
に
多
く
の

方
が
訪
れ
ま
す
。来
春
に
は
別
所
線
が
復
旧
、

再
来
年
の
大
河
ド
ラ
マ
は
北
条
義
時
主
人
公

の
「
鎌
倉
殿
の
十
三
人
」
が
放
送
予
定
で
す
。

「
信
州
の
学
海
」　「
信
州
の
鎌
倉
」
等
の
謳

い
文
句
を
考
え
た
先
人
達
に
敬
意
を
表
し
つ

つ
、
塩
田
平
に
多
く
の
方
々
が
足
を
運
ば
れ

る
こ
と
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
去
る
六
月
一
日
、
責
任
役
員
か
ら
ご

推
挙
を
受
け
、
神
社
本
庁
よ
り
生
島
足
島
神

社
宮
司
代
務
者
に
任
ぜ
ら
れ
ま
し
た
。
微
力

な
が
ら
御
神
威
の
発
揚
に
務
め
て
い
く
所
存

で
ご
ざ
い
ま
す
。
御
指
導
御
鞭
撻
の
程
、
何

卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
最
後
に
な
り
ま
す
が
、
氏
子
崇
敬
方
々
の

御
健
勝
御
活
躍
を
祈
り
、
新
た
な
年
が
幸
多

き
佳
き
年
と
な
る
こ
と
を
祈
念
し
御
挨
拶
と

い
た
し
ま
す
。
　

　
※
一
（
書
物
な
ど
を
編
纂
し
天
皇
に

　
　
　
　
奉
る
こ
と
）

　
※
二
　
参
考
文
献
　
新
編
『
日
本
書
紀
』

　
　
　
　
巻
第
一
か
ら
巻
第
十
　
　
　
　
　

　
　
　
　
校
注
・
訳
者 

小
島
憲
之
　
他
四
名

　
　
　
　
小
学
館
　
一
九
九
四
年

　
　
　
　
四
月
二
十
日
第
一
刷
発
行

　
※
三
　
同
右
　
二
七
四
頁
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職
員
紹
介

池
内
宣
裕

宮
司
代
務
者

祭
事
ご
紹
介

　
御
祭
神
の
神
徳
宣
揚
（
生
島
足
島
神
社
に

鎮
座
す
る
神
様
の
優
れ
た
お
力
を
世
間
に
示

し
広
め
る
こ
と
）と
御
社
頭
の
尊
厳
護
持（
社

殿
の
前
、
境
内
の
尊
厳
を
傷
付
け
ら
れ
た
り

失
わ
れ
た
り
し
な
い
よ
う
に
、
大
切
に
守
っ

て
い
く
こ
と
）
に
努
め
る
た
め
、
朝
の
お
掃

除
か
ら
参
拝
者
の
応
対
、
ま
た
祭
典
・
御
祈

祷
の
御
奉
仕
、
お
札
・
お
守
り
の
授
与
、
事

務
作
業
等
社
務
奉
仕
に
日
々
職
員
一
同
勤
め

て
い
ま
す
。
今
後
と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

新
任　

 

総
代
の
方

新
任　

 

総
代
の
方

10班  濱 信男
祭典部

御
筒
粥
卜
事
（
お
つ
つ
が
ゆ
う
ら
な
い
の
こ
と
）

　
　
　
　
　
一
月
十
四
日
日
の
入
り
後
斎
行

御
筒
粥
卜
奉
告
祭
　

並
び
蟇
目
鳴
弦
（
ひ
き
め
め
い
げ
ん
）

蛙
狩
神
事
（
か
わ
ず
が
り
し
ん
じ
）

　
　
　
　
　
　
一
月
十
五
日
午
後
一
時
斎
行

　
生
島
足
島
神
社
を
中
心
に
ひ
ろ
が
る
塩
田

平
は
上
田
小
県
地
方
の
米
ど
こ
ろ
で
あ
り
、

上
田
藩
の
約
七
割
の
米
を
生
産
し
て
い
ま
し

た
。
そ
の
関
係
か
、
当
社
の
祭
事
も
御
米
の

豊
作
を
祈
願
す
る
祭
事
が
見
ら
れ
ま
す
。
毎

年
六
月
七
月
に
行
わ
れ
ま
す
御
田
植
神
事

は
、境
内
南
西
に
あ
る
御
歳
代
（
み
と
し
ろ
）

と
呼
ば
れ
る
神
田
の
横
の
仮
殿
（
神
様
を
一

時
的
に
お
招
き
す
る
お
社
）
に
摂
社
諏
訪
神

社
よ
り
建
御
名
方
富
命
を
は
じ
め
豊
作
を
司

る
神
々
を
お
招
き
し
、
当
地
方
の
豊
作
を
祈

念
す
る
神
事
が
そ
の
代
表
で
あ
り
、
そ
れ
と

同
時
期
に
行
わ
れ
ま
す
当
神
社
に
伝
わ
る
御

神
楽
　
三
頭
獅
子
（
み
か
し
ら
じ
し
）
も
地

固
め
豊
作
を
祈
念
す
る
神
楽
と
云
わ
れ
て
い

ま
す
。
そ
れ
ら
初
夏
か
ら
夏
に
か
け
て
行
わ

れ
ま
す
神
事
と
同
様
に
、
一
月
の
厳
冬
の
中

行
わ
れ
る
豊
作
祈
願
の
祭
事
が
、
今
回
紹
介

し
ま
す
御
筒
粥
卜
事
と
蟇
目
鳴
弦
、
蛙
狩
神

事
で
す
。
御
筒
粥
卜
事
は
一
月
十
四
日
の
日

没
後
、
御
本
社
横
の
御
籠
殿
に
て
心
身
を
清

め
た
神
職
が
、
忌
火
で
炊
い
た
お
粥
の
中
に

葦
の
筒
を
入
れ
、
そ
の
中
に
入
っ
た
米
粒
の

数
で
そ
の
年
の
作
物
の
出
来
を
占
う
神
事
で

あ
り
ま
す
。
翌
日
の
午
後
よ
り
御
本
社
に
て

そ
の
卜
い
の
結
果
を
御
神
前
に
奉
告
し
た

後
、
神
職
に
よ
り
天
地
四
方
を
弓
の
弦
を
鳴

ら
し
て
お
清
め
す
る
蟇
目
鳴
弦
を
行
い
、
御

神
島
よ
り
鬼
門
方
角
へ
矢
を
放
ち
ま
す
。
そ

の
後
宮
司
が
御
神
橋
の
上
よ
り
ウ
ツ
ギ
で
奉

製
し
た
弓
に
て
御
神
池
内
へ
矢
を
放
ち
、
稲

作
り
で
悪
さ
を
す
る
と
い
わ
れ
る
蛙
を
追
い

払
い
ま
す
。（
そ
れ
故
、
生
島
足
島
神
社
の

境
内
に
は
蛙
が
い
な
い
と
云
わ
れ
て
い
ま

す
）
こ
れ
ら
の
年
始
め
の
祭
事
に
よ
り
生
島

足
島
神
社
の
御
神
威
が
国
土
隅
々
ま
で
行
き

渡
り
、
そ
の
年
が
稔
り
豊
か
な
大
地
と
な
り

ま
す
よ
う
お
祈
り
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。

十
四
日
の
祭
事

は
秘
祭
に
て
非

公
開
で
あ
り
ま

す
が
、
翌
十
五

日
は
御
参
拝
の

方
々
も
蛙
狩
神

事
を
ご
覧
頂
け

ま
し
て
、
御
筒

粥
卜
事
の
札
を

お
頒
ち
し
て
お

り
ま
す
。

権
禰
宜

宮
原 

久

権禰宜
宮原　久

権禰宜
友野　直樹

権禰宜
甲田　将史

権禰宜
橋詰　昌徳

横山 実早紀

古川 とし子荒井　珠己 小林　由美 村山　愛美

樋口　真衣

神
職

巫
女

女
子
職
員
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▲御旅所鳥居

東大鳥居▶

神池南・西フェンス改修

フェンス改修作業御旅所整備

車お祓い所(中央に御本社)の整備 主
な
境
内
改
修

友
野
直
樹

権
禰
宜

く
ぐ
っ
て
お
参
り
し
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　〜
誰
も
知
ら
な
い
鳥
居
の
・
ひ
・
み
・つ
・
〜

　
突
然
で
す
が
、
皆
さ
ん
は
神
社
の
地
図
記

号
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
？ 
…
　
そ
う
で
す
。

　
　
で
す
。

　
神
社
＝
鳥
居
と
言
っ
て
良
い
く
ら
い
。
ラ

ン
ド
マ
ー
ク
や
　
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
鳥
居

が
あ
り
ま
す
。

　
堂
々
と
し
た
鳥
居
を
く
ぐ
る
と
、
ピ
ン
と

張
り
つ
め
た
神
域
の
雰
囲
気
を
感
じ
る
方
も

多
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
鳥
居
を
見
る
と
思
わ
ず
手
を
合
わ

せ
た
り
、
ポ
イ
捨
て
禁
止
に
鳥
居
を
立
て
た

り
等
、鳥
居
は
、神
聖
な
場
所
に
立
つ
イ
メ
ー

ジ
を
持
つ
方
が
多
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
生
島
足
島
神
社
で
も
、
東
西
の
鳥
居
の
前

で
手
を
合
わ
せ
お
参
り
さ
れ
て
い
る
方
、
お

辞
儀
を
し
て
い
る
方
等
を
お
見
受
け
す
る
事

が
あ
り
ま
す
。

　
今
回
は
、
そ
の
鳥
居
の
謎
を
探
っ
て
見
た

い
と
思
い
ま
す
。

鳥
居
の
種
類

　
鳥
居
は
沢
山
種
類
が
あ
り
ま
す
。
現
在
わ

か
っ
て
い
る
だ
け
で
も
十
二
種
類
あ
る
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
先
、
増
え
て
い

く
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
お
祀
り
し
て
い
る

神
様
、
時
代
、
信
仰
等
に
よ
っ
て
様
々
変
化

し
て
い
き
ま
し
た
。

　
皆
さ
ん
は
何
種
類
知
っ
て
い
る
で
し
ょ
う

か
、
神
社
に
お
参
り
し
た
と
き
に
何
げ
な
く

鳥
居
を
く
ぐ
り
ま
す
が
、
一
旦
立
ち
止
ま
り

眺
め
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
○
○
鳥
居
と

答
え
ら
れ
た
ら
、
よ
り
一
層
楽
し
く
お
参
り

で
き
る
と
思
い
ま
す
。

生
島
足
島
神
社
の
鳥
居

　
生
島
足
島
神
社
の
鳥
居
は
、
何
鳥
居
で

し
ょ
う
か
、
と
て
も
大
き
い
鳥
居
で
す
。
大

き
な
鳥
居
は
、
二
本
の
柱
で
支
え
て
立
つ
の

は
大
変
で
す
。
支
え
る
た
め
に
も
う
二
本
支

え
る
柱
が
両
脇
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
形
状
の

鳥
居
を
『
両
部
鳥
居
』（
り
ょ
う
ぶ
と
り
い
）

と
言
い
ま
す
。
有
名
な
両
部
鳥
居
は
、
厳
島

神
社
の
海
上
鳥
居
等
で
す
。

　
こ
の
鳥
居
は
仏
教
の
影
響
を
受
け
て
お
り

特
に
真
言
宗
の
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
。
大

き
な
鳥
居
は
大
体
こ
の
形
態
の
鳥
居
が
多
い

で
す
。
ま
た
、
上
小
地
域
の
神
社
は
両
部
鳥

居
が
多
い
で
す
。

鳥
居
の
意
味

　
何
故
鳥
居
が
あ
る
の
か
？
諸
説
あ
り
ま
す

の
で
、詳
し
く
述
べ
ま
せ
ん
が
列
記
し
ま
す
。

古
代
イ
ン
ド
塔
門
説

※
仏
塔
の
入
口
　「
ト
ラ
―
ナ
」
似
て
い
る

中
国
の
華
表
説

※
中
国
の
門
柱
に
似
て
い
る

原
始
時
代
の
二
本
の
柱

※
縄
文
時
代
　
ム
ラ
の
入
口
に
柱
を
立
て
た

韓
国
の
チ
ン
ト
ベ
キ

※
村
に
悪
霊
を
祓
う
シ
ン
ボ
ル
を
立
て
た

神
社
の
参
詣
『
通
る
』

※「
通
り
入
る
」
⬇
「
ト
ウ
リ
イ
ル
」
⬇

　「
と
り
ゐ
」
に
変
化

『
岩
戸
』
神
話
か
ら

※
鶏
を
横
木
に
と
ま
ら
せ
鳴
か
せ
た
。

主
人
の
供
は
神
前
ま
で

※
鳥
＝
従
者  

居
＝
こ
こ
ま
で
し
か
入
れ
な
い

『
陰
陽
説
』
よ
り

※
陰
＝
女
性 

陽
＝
男
性 

二
本
の
柱
で
一
つ

　
と
様
々
あ
り
ま
す
。
ど
れ
も
魅
力
的
な
説

で
あ
り
ま
す
が
決
め
手
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
こ
の
謎
と
き
に
挑
戦
し
て
み
る
の
も
良
い

で
し
ょ
う
。

鳥
居
の
入
り
方

　
現
在
鳥
居
を
く
ぐ
る
際
、
皆
さ
ん
は
ど
ん

な
作
法
で
入
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
入
り

方
が
あ
る
の
か
？
　
な
い
の
か
？
　
気
に
な

る
と
こ
ろ
で
す
。

　
昨
今
の
神
社
参
拝
の
ブ
ー
ム
で
は
、
様
々

な
本
が
あ
り
ま
す
。
共
通
し
て
い
る
の
は
、

鳥
居
の
前
で
立
ち
止
ま
り
、『
一
礼
し
て
か

ら
入
る
』
と
あ
り
ま
す
。
帰
る
と
き
も
同
様

で
、『
一
礼
を
す
る
』
と
あ
り
ま
す
。
日
本

人
ら
し
い
奥
ゆ
か
し
さ
で
し
ょ
う
か
、
生
島

足
島
神
社
で
も
、
鳥
居
の
前
　
御
門
の
前
、

橋
を
渡
る
前
、
等
で
一
礼
さ
れ
て
い
る
方
を

多
く
見
受
け
ら
れ
る
様
に
な
り
ま
し
た
。
皆

さ
ん
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
？

　
以
上
、
鳥
居
の
謎
に
迫
っ
て
見
ま
し
た
。

神
社
に
参
拝
の
際
は
、
是
非
鳥
居
の
前
で
一

度
立
ち
止
ま
り
、
じ
っ
く
り
眺
め
で
見
ま

し
ょ
う
。

参
考
文
献

　『
神
道
い
ろ
は
』

　
神
社
本
庁
教
学
研
究
所
　
監
修

　
二
〇
〇
四
年
二
月
一
日
　
神
社
新
報
社

　『
社
寺
建
築
を
読
み
解
く
』

　
相
原
文
哉
　
著
　
長
野
県
神
社
庁
　
協
力

　
二
〇
一
二
年
六
月
一
日
　
ほ
お
ず
き
書
籍
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◀荒魂社鳥居、平成24年
　8月篤志家による奉納
 （明神鳥居）

◀西鳥居

東鳥居▶

▲山宮鳥居

八幡社鳥居▶北大鳥居▶

老木の伐採 老木折れ枝手当御旅所

山宮山林整備 屋根雪落下防止柵設置

　
突
然
で
す
が
、
皆
さ
ん
は
神
社
の
地
図
記

号
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
？ 

…
　
そ
う
で
す
。

　
　
で
す
。

　
神
社
＝
鳥
居
と
言
っ
て
良
い
く
ら
い
。
ラ

ン
ド
マ
ー
ク
や
　
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
鳥
居

が
あ
り
ま
す
。

　
堂
々
と
し
た
鳥
居
を
く
ぐ
る
と
、
ピ
ン
と

張
り
つ
め
た
神
域
の
雰
囲
気
を
感
じ
る
方
も

多
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
鳥
居
を
見
る
と
思
わ
ず
手
を
合
わ

せ
た
り
、
ポ
イ
捨
て
禁
止
に
鳥
居
を
立
て
た

り
等
、鳥
居
は
、神
聖
な
場
所
に
立
つ
イ
メ
ー

ジ
を
持
つ
方
が
多
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
生
島
足
島
神
社
で
も
、
東
西
の
鳥
居
の
前

で
手
を
合
わ
せ
お
参
り
さ
れ
て
い
る
方
、
お

辞
儀
を
し
て
い
る
方
等
を
お
見
受
け
す
る
事

が
あ
り
ま
す
。

　
今
回
は
、
そ
の
鳥
居
の
謎
を
探
っ
て
見
た

い
と
思
い
ま
す
。

鳥
居
の
種
類

　
鳥
居
は
沢
山
種
類
が
あ
り
ま
す
。
現
在
わ

か
っ
て
い
る
だ
け
で
も
十
二
種
類
あ
る
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
先
、
増
え
て
い

く
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
お
祀
り
し
て
い
る

神
様
、
時
代
、
信
仰
等
に
よ
っ
て
様
々
変
化

し
て
い
き
ま
し
た
。

　
皆
さ
ん
は
何
種
類
知
っ
て
い
る
で
し
ょ
う

か
、
神
社
に
お
参
り
し
た
と
き
に
何
げ
な
く

鳥
居
を
く
ぐ
り
ま
す
が
、
一
旦
立
ち
止
ま
り

眺
め
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
○
○
鳥
居
と

答
え
ら
れ
た
ら
、
よ
り
一
層
楽
し
く
お
参
り

で
き
る
と
思
い
ま
す
。

生
島
足
島
神
社
の
鳥
居

　
生
島
足
島
神
社
の
鳥
居
は
、
何
鳥
居
で

し
ょ
う
か
、
と
て
も
大
き
い
鳥
居
で
す
。
大

き
な
鳥
居
は
、
二
本
の
柱
で
支
え
て
立
つ
の

は
大
変
で
す
。
支
え
る
た
め
に
も
う
二
本
支

え
る
柱
が
両
脇
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
形
状
の

鳥
居
を
『
両
部
鳥
居
』（
り
ょ
う
ぶ
と
り
い
）

と
言
い
ま
す
。
有
名
な
両
部
鳥
居
は
、
厳
島

神
社
の
海
上
鳥
居
等
で
す
。

　
こ
の
鳥
居
は
仏
教
の
影
響
を
受
け
て
お
り

特
に
真
言
宗
の
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
。
大

き
な
鳥
居
は
大
体
こ
の
形
態
の
鳥
居
が
多
い

で
す
。
ま
た
、
上
小
地
域
の
神
社
は
両
部
鳥

居
が
多
い
で
す
。

鳥
居
の
意
味

　
何
故
鳥
居
が
あ
る
の
か
？
諸
説
あ
り
ま
す

の
で
、詳
し
く
述
べ
ま
せ
ん
が
列
記
し
ま
す
。

古
代
イ
ン
ド
塔
門
説

※
仏
塔
の
入
口
　「
ト
ラ
―
ナ
」
似
て
い
る

中
国
の
華
表
説

※
中
国
の
門
柱
に
似
て
い
る

原
始
時
代
の
二
本
の
柱

※
縄
文
時
代
　
ム
ラ
の
入
口
に
柱
を
立
て
た

韓
国
の
チ
ン
ト
ベ
キ

※
村
に
悪
霊
を
祓
う
シ
ン
ボ
ル
を
立
て
た

神
社
の
参
詣
『
通
る
』

※「
通
り
入
る
」
⬇
「
ト
ウ
リ
イ
ル
」
⬇

　「
と
り
ゐ
」
に
変
化

『
岩
戸
』
神
話
か
ら

※
鶏
を
横
木
に
と
ま
ら
せ
鳴
か
せ
た
。

主
人
の
供
は
神
前
ま
で

※
鳥
＝
従
者  

居
＝
こ
こ
ま
で
し
か
入
れ
な
い

『
陰
陽
説
』
よ
り

※
陰
＝
女
性 

陽
＝
男
性 

二
本
の
柱
で
一
つ

　
と
様
々
あ
り
ま
す
。
ど
れ
も
魅
力
的
な
説

で
あ
り
ま
す
が
決
め
手
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
こ
の
謎
と
き
に
挑
戦
し
て
み
る
の
も
良
い

で
し
ょ
う
。

鳥
居
の
入
り
方

　
現
在
鳥
居
を
く
ぐ
る
際
、
皆
さ
ん
は
ど
ん

な
作
法
で
入
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
入
り

方
が
あ
る
の
か
？
　
な
い
の
か
？
　
気
に
な

る
と
こ
ろ
で
す
。

　
昨
今
の
神
社
参
拝
の
ブ
ー
ム
で
は
、
様
々

な
本
が
あ
り
ま
す
。
共
通
し
て
い
る
の
は
、

鳥
居
の
前
で
立
ち
止
ま
り
、『
一
礼
し
て
か

ら
入
る
』
と
あ
り
ま
す
。
帰
る
と
き
も
同
様

で
、『
一
礼
を
す
る
』
と
あ
り
ま
す
。
日
本

人
ら
し
い
奥
ゆ
か
し
さ
で
し
ょ
う
か
、
生
島

足
島
神
社
で
も
、
鳥
居
の
前
　
御
門
の
前
、

橋
を
渡
る
前
、
等
で
一
礼
さ
れ
て
い
る
方
を

多
く
見
受
け
ら
れ
る
様
に
な
り
ま
し
た
。
皆

さ
ん
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
？

　
以
上
、
鳥
居
の
謎
に
迫
っ
て
見
ま
し
た
。

神
社
に
参
拝
の
際
は
、
是
非
鳥
居
の
前
で
一

度
立
ち
止
ま
り
、
じ
っ
く
り
眺
め
で
見
ま

し
ょ
う
。

参
考
文
献

　『
神
道
い
ろ
は
』

　
神
社
本
庁
教
学
研
究
所
　
監
修

　
二
〇
〇
四
年
二
月
一
日
　
神
社
新
報
社

　『
社
寺
建
築
を
読
み
解
く
』

　
相
原
文
哉
　
著
　
長
野
県
神
社
庁
　
協
力

　
二
〇
一
二
年
六
月
一
日
　
ほ
お
ず
き
書
籍

・
・
・
・
・
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横
山 

実
早
紀

巫
女

新
し
い
仲
間

人
生
と
神
事

長
野
県
神
社
庁

着
帯
祝
（
安
産
祈
願
）

厄
除
祈
願

結
婚
式

家
庭
の
ま
つ
り

諸
祈
願

命
名

初
宮
詣

七
五
三
祝

学
業
成
就

入
学
式

成
人
式

　

長
年
神
社
で
愛
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
、
ガ

チ
ョ
ウ
の
ち
ょ
う
す
け
が
、
今
年
の
六
月
に

お
空
に
旅
立
っ
て
行
き
ま
し
た･･･

。

　

授
与
所
前
に
あ
る
お
麩
が
大
好
き
で
、
お

腹
が
空
く
と
お
麩
を
も
ら
え
る
ま
で
し
つ
こ

く
鳴
い
て
い
ま
し
た
。
騒
が
し
い
と
思
っ
て

い
た
あ
の
声
も
、
も
う
聞
け
な
く
な
る
と
思

う
と
寂
し
さ
を
感
じ
ま
す
。

　

ち
ょ
う
す
け
が
神
社
に
住
み
始
め
て
何
年

に
な
る
か
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
少
な

く
と
も
二
十
年
以
上…

三
十
年
近
く
も
神
社

の
マ
ス
コ
ッ
ト
と
し
て
皆
さ
ん
に
可
愛
が
っ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

人
な
つ
っ
こ
い
性
格
で
し
た
の
で
、
あ
の

世
で
も
き
っ
と
楽
し
く
暮
ら
し
て
い
る
と
思

い
ま
す
。

　

さ
て
、
そ
ん
な
訳
で
し
ば
ら
く
寂
し
く

な
っ
て
い
た
神
社
で
す
が
、
九
月
に
入
り
、

新
た
な
仲
間
と
し
て
シ
ナ
ガ
チ
ョ
ウ
の
姉
妹

を
二
匹
迎
え
る
と
こ
に
な
り
ま
し
た
。

　

ち
ょ
う
す
け
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
の
ガ
チ
ョ

ウ
）と
種
類
の
異
な
る
ガ
チ
ョ
ウ
で
、ち
ょ
っ

と
小
柄
な
体
格
、
鳴
き
声
も
ち
ょ
う
す
け
よ

り
低
い
声
で
す
。

　

ま
だ
こ
ど
も
で
、
神
社
に
来
て
日
も
浅
い

た
め
、
人
が
近
づ
く
と
逃
げ
て
し
ま
い
ま
す

が
、
こ
れ
か
ら
少
し
ず
つ
慣
れ
て
い
く
と
思
い

ま
す
。

　

エ
サ
も
ヘ
ル
シ
ー
志
向
で
キ
ャ
ベ
ツ
の
葉

な
ど
を
食
べ
て
い
ま
す
。
お
麩
は
ま
だ
食
べ

た
事
が
無
い
よ
う
で
す
が
、
ち
ょ
う
す
け
や

先
輩
カ
モ
の
よ
う
に
食
べ
て
く
れ
る
と
嬉
し

い
で
す
ね
。

　

ち
な
み
に
名
前
は
、い
ま
だ
未
定
！
ど
ん
な

名
前
に
な
る
か
、
楽
し
み
に
し
て
い
て
く
だ

さ
い
。

　

新
し
い
仲
間
も
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

妊
娠
五
ヶ
月
目
の
戌
の
日
に
行
い
、
神
社
で

お
祓
い
を
受
け
た
帯
を
着
け
安
産
を
お
祈
り

し
ま
す
。

名
前
は
生
命
の
象
徴
と
言
わ
れ
て
お
り
、
神

社
で
は
祝
福
と
願
望
を
こ
め
て
名
前
を
お
授

け
し
ま
す
。

男
児
は
生
後
三
二
日
目
、
女
児
は
三
三
日
目

に
初
め
て
お
参
り
し
、
無
事
成
長
を
お
祈
り

し
ま
す
。

男
女
三
才
を
髪
置
、
男
児
五
才
を
袴
着
、
女

児
七
才
を
帯
解
の
祝
と
し
て
、
い
ず
れ
も
十

一
月
十
五
日
に
神
社
へ
参
拝
し
、
健
や
か
な

成
長
を
お
祈
り
し
ま
す
。

氏
神
さ
ま
に
お
参
り
し
希
望
校
へ
入
学
出
来

ま
す
事
を
お
祈
り
し
、
心
安
く
勉
学
に
励
み

ま
す
。

無
事
入
学
出
来
た
事
に
感
謝
の
お
参
り
を
し

ま
す
。

今
日
ま
で
育
て
て
下
さ
っ
た
ご
両
親
に
感
謝

し
成
人
を
自
覚
し
ま
す
。

厄
年
は
古
く
か
ら
災
難
が
多
く
、
障
り
の
あ

る
行
動
や
振
る
舞
い
は
慎
む
も
の
で
す
。
数

え
年
で
男
性
は
二
・
七
・
二
五
・
四
二
・
六
一
、

女
性
は
二
・
七
・
一
三
・
一
九
・
三
三
・
三
七
・

四
八
才
で
あ
り
、
そ
の
前
後
は
前
厄
・
後
厄

と
言
い
ま
す
。

新
郎
新
婦
が
心
を
一
つ
に
力
を
合
せ
、
新
家

庭
を
営
む
事
を
神
前
に
て
誓
い
ま
す
。

お
喰
初
め
・
誕
生
祝
・
節
句
等
は
神
棚
の
前

で
お
祝
し
、
還
暦
は
六
十
・
古
希
七
十
・
喜

寿
七
七
・
米
寿
八
八
、
銀
婚
式
・
金
婚
式
の

お
祝
は
氏
神
さ
ま
へ
お
参
り
し
感
謝
の
お
祭

り
を
行
い
ま
す
。

交
通
安
全
・
旅
行
・
地
鎮
祭
・
竣
工
式
・
落

成
式
・
開
店
・
家
祓

・
病
気
平
癒
・
就
職
・
縁
結
等
の
祈
願
、
諸

願
御
礼
参
等
の
執
行
に
つ
い
て
は
神
社
へ
御

相
談
下
さ
い
。
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神
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が

　　新
し
く
な
り
ま
し
た

総
代
長

松
澤  

繁
樹

祝 

日
本
遺
産

　 「
大
地
を
祀
る
神
社
の
太
陽
信
仰
」

　

本
日
十
月
十
五
日
、
生
島
足
島
神
社
ホ
ー

ム
ぺ
ー
ジ
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
致
し
ま
し
た
。

改
善
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
箇
所
は
多
々
あ

り
ま
す
が
、
参
拝
に
来
ら
れ
る
方
々
の
参
考

に
な
る
よ
う
分
か
り
や
す
く
、
そ
し
て
親
し

み
を
も
っ
て
い
た
だ
け
る
ぺ
ー
ジ
に
し
な
が

ら
情
報
を
発
信
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

　

コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
過
の
中
で

は
あ
り
ま
す
が

対
策
を
と
っ
て

お
待
ち
し
て
い

ま
す
、
道
す
が

ら
気
を
つ
け
て

お
こ
し
下
さ
い
。

　

こ
の
度
、文
化
庁
所
管
の「
日
本
遺
産
」に
、生
島
足

島
神
社
を
含
む
塩
田
平
の
神
社
仏
閣
等
が
認
定
さ
れ

ま
し
た
。複
合
遺
産
で
す
の
で
、皆
さ
ん
に
お
馴
染
み
の

も
の
や
、魅
力
あ
る
も
の
が
数
多
く
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

生
島
足
島
神
社
か
ら
は
、御
本
社　

諏
訪
神
社　

重
要
文
化
財「
生
島
足
島
神
社
文
書
」が
選
出
さ
れ
て

い
ま
す
。ま
た
、上
田
市
の「
日
本
遺
産
」の
大
き
な
―

テ
ー
マ
で
あ
る
。レ
イ
ラ
イ
ン（
冬
至 

夏
至
）の
太
陽
線

も
含
ま
れ
る
と
考
え
れ
ば
東
西
参
道
も
該
当
す
る
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

日
本
遺
産
と
は
な
に
か

　

文
化
庁
H
P
に
よ
る
趣
旨
・
目
的
は「
わ
が
国
の
文

化
財
や
伝
統
文
化
を
通
じ
た
地
域
の
活
性
化
を
図
る

た
め
に
は
、そ
の
歴
史
的
経
緯
や
、地
域
の
風
土
に
根
ざ

し
た
世
代
を
超
え
た
受
け
継
が
れ
て
い
る
伝
承
、風
習

な
ど
を
踏
ま
え
た
ス
ト
ー
リ
の
下
に
有
形
・
無
形
の
文

化
財
を
パ
ッ
ケ
ー
ジ
化
し
、こ
れ
ら
の
活
用
を
図
る
中

で
、情
報
発
信
や
人
材
育
成
・
伝
承
、環
境
整
備
な
ど

の
取
組
を
効
果
的
に
進
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
…

云
々
」と
あ
り
ま
す
。

　

今
回
、上
田
市
は
単
独
登
録
で
九
十
二
番
で
令
和
二

年
六
月
十
九
日
に
認
定
さ
れ
ま
し
た
。ス
ト
ー
リ
ー
名

称
は
、レ
イ
ラ
イ
ン
が
つ
な
ぐ「
太
陽
と
大
地
の
聖
地
」〜

龍
と
生
き
る
ま
ち
信
州
・
塩
田
平
〜
と
な
り
ま
し
た
。

　

全
国
で
令
和
二
年
六
月
十
九
日
現
在
、一
〇
四
の「
日

本
遺
産
」が
認
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

上
田
市
は
九
十
三
で
す
。近
隣
で
は
千
曲
市
が
九

十
二
で
月
の
都 

千
曲
ー
姨
捨
の
棚
田
が
つ
く
る
摩
訶

不
思
議
な
月
景
色「
田
毎
の
月
」ー
が
登
録
さ
れ
て
い

ま
す
。

生
島
足
島
神
社『
七
不
思
議
』

　

昔
よ
り
、『
七
不
思
議
』の一つ
と
し
て
語
り
継
が
れ
て

き
た
東
西
参
道
は
所
謂「
レ
イ
ラ
イ
ン
」太
陽
線
で
す
。

再
度
、認
識
し
て
頂
き
神
社
の
理
解
を
深
め
て
頂
け
れ

ば
と
思
い
ま
す
。

　

初
夏
、六
月
、一
番
日
が
長
い
日
、夏
至
の
日
、太
陽

は
東
鳥
居
の
真
ん
中
よ
り
あ
が
り
ま
す
。

　

初
冬　

十
二
月
、も
っ
と
も
日
が
短
い
日
、冬
至　

太
陽
は
西
鳥
居
の
真
ん
中
に
沈
ん
で
い
き
ま
す
。

　

こ
の
、生
島
足
島
神
社
の
特
色
の
一つ
で
あ
る
東
西

に
延
び
る
参
道
は
、完
全
に
東
西
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

冬
至
夏
至
線
に
合
わ
せ
て
作
ら
れ
て
い
ま
す
。角

度
は
お
お
よ
そ
二
十
三
度
で
す
。

太
陽
信
仰
と
生
島
足
島
神
社

　

こ
れ
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
。古
今
東
西『
太
陽
信
仰
』

が
あ
り
ま
す
。大
地
に
水
、そ
し
て
太
陽　

即
ち
、『
お

天
道
さ
ま
』日
の
光
は
大
変
重
要
で
す
。そ
う
言
っ
た

太
陽
の
信
仰
が
あ
り
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、カ
レ
ン
ダ
ー『
暦
』の
役
割
が
あ
り
ま
し
た
。

古
代
日
本
人
、我
々
の
ご
先
祖
様
た
ち
は
、様
々
な

願
い
を
込
め
て
、『
大
地
の
神
さ
ま
を
祀
る
聖
地
』に

『
太
陽
の
信
仰
』を
取
り
入
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
が
現
在
の
東
西
鳥
居
、参
道
へ
と
繋
が
っ
て
お

り
、過
去
か
ら
現
在
へ
伝
わ
り
未
来
へ
受
け
つ
い
で
い

く
祈
り
の
形
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

終
り
に  

こ
れ
か
ら
の
取
り
組
み

　

な
に
げ
な
く
歩
い
て
い
る
参
道
も
多
く
の
人
が
歩

き
神
様
の
前
ま
で
来
た
と
思
い
ま
す
。そ
ん
な
思
い
も

た
ま
に
は
考
え
な
が
ら
歩
い
て
見
て
お
参
り
し
て
見
て

は
い
が
が
で
し
ょ
う
か
。

　

日
本
遺
産
は
、地
域
を
見
直
し
己
を
知
る
に
は
素

晴
ら
し
い
取
り
組
み
か
と
思
い
ま
す
。

　

沢
山
の
方
々
の
ご
参
拝
を
心
か
ら
お
待
ち
申
し
上

げ
て
お
り
ま
す
。

参
考
文
献

　

文
化
庁
H
P
日
本
遺
産

　
（
J
a
p
a
n 

H
e
r
i
t
a
g
e
）」に
つ
い
て

　

上
田
市
H
P

　

ウ
イ
キ
ペ
デ
ィ
ア
日
本
遺
産
に
つ
い
て

　

信
州
七
不
思
議 

降
籏
利
治 

１
９
８
４
年 

郷
土
出
版
社

友
野
直
樹

権
禰
宜

新
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

　　　　　　　　主
な
特
徴

権
禰
宜

甲
田  

将
史

　

既
存
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
作
成
ツ
ー
ル
が

旧
式
な
た
め
、
情
報
の
更
新
に
、
コ
ス
ト
と

時
間
が
か
か
り
迅
速
に
対
応
出
来
ま
せ
ん
で

し
た
。
パ
ソ
コ
ン
か
ら
の
入
力
を
前
提
と
し

て
お
り
、
特
に
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ

レ
ッ
ト
等
へ
の
対
応
に
も
限
界
が
あ
り
、
多

く
の
制
約
を
受
け
る
現
行
へ
の
カ
ス
タ
マ
イ

ズ
よ
り
新
技
術
を
採
用
し
、
利
便
性
・
デ
ザ

イ
ン
性
に
優
れ
、
高
機
能
で
低
価
格
に
運
用

で
き
る
ツ
ー
ル
に
変
更
し
ま
し
た
。

　

特
に
、表
示
す
る
項
目
は
、ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
を
想
定
し
た
形
に
変
更
し
、
通
信
は
暗
号

化
さ
れ
ま
す
。

　

従
来
は
掲
載
内
容
の
追
加
・
修
正
・
削
除

は
固
定
さ
れ
限
ら
れ
た
ボ
リ
ュ
ー
ム
で
し
た

が
、
変
更
後
は
自
由
に
増
減
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
た
め
、
神
社
の
運
営
に
沿
っ
て
多
く

の
情
報
が
公
開
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
情
報
の
発
信
量
が
参
拝
者
の
集
客
に
繋

が
る
時
代
と
な
り
、
単
独
で
の
発
信
に
は
限

界
が
あ
り
ま
す
の
で
上
小
地
域
の
情
報
サ
イ

ト
「*

ま
い
ぷ
れ
」
と
の
相
互
リ
ン
ク
等
、

連
携
を
図
り
、
当
社
ペ
ー
ジ
か
ら
上
小
地
域

の
情
報
へ
と
繋
が
り
ま
す
。

＊「
ま
い
ぷ
れ
」
運
営
に
関
わ
る
（
株
）
ア
ド

ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
デ
ザ
イ
ン
は
、当
社
新
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
制
作
・
管
理
に
も
関
わ
っ
て
お

り
ま
す
。
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写
真
室
　
℡
〇
一
二
〇
ー
八
六
二
ー
七
五
三

写
真
室
か
ら
の
お
知
ら
せ

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

友
野
直
樹

権
禰
宜

　
令
和
３
年
の
初
詣
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
拡
大
防
止
予
防
の
為
、
全
国
的
に

分
散
参
拝
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
生
島
足

島
神
社
で
も
様
々
な
対
策
を
施
し
て
お
り
ま

す
。
例
年
と
違
い
戸
惑
う
方
が
お
ら
れ
る
か

と
思
い
ま
す
。
ご
不
便
御
面
倒
か
と
思
い
ま

す
が
、
三
密
を
避
け
る
た
め
に
ご
協
力
の
程

よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

　
又
、予
告
な
く
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

一
、
最
新
の
情
報
は
H
P
に
て
感
染
予
防
対

　
　
策
な
ど
の
事
柄
を
順
次
掲
載
予
定
で
す
。

　
　
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

一
、
参
拝
巡
路
は
、
東
鳥
居
か
ら
入
り
、
帰

　
　
り
は
西
側
を
通
り
お
帰
り
頂
き
ま
す
。

一
、
御
神
橋
は
日
に
ち
を
延
長
し
て
渡
れ
る

　
　
よ
う
に
し
ま
す
。（
例
年
は
3
ヶ
日
の
み
）

一
、
新
年
の
御
札
御
守
縁
起
物
は
、
十
二
月

　
　
末
の
二
十
六
日
㈯
以
降
頒
布
を
予
定
し

　
　
て
い
ま
す
。お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

一
、
縁
起
物
は
、
神
楽
殿
か
ら
授
与
所
に
場

　
　
所
を
変
更
し
ま
す
。

一
、
手
水
は
柄
杓
を
使
わ
な
い
様
に
工
夫
い

　
　
た
し
ま
す
。

一
、
鈴
緒
は
撤
去
し
て
あ
り
ま
す
。

一
、
だ
る
ま
市
は
歌
舞
伎
舞
台
に
て
執
り
行

　
　
い
ま
す
。
目
入
れ
場
所
も
変
更
予
定
で
す
。

　
　
お
焚
き
上
げ
は
場
所
を
変
え
て
行
い
、

　
　
広
場
を
確
保
し
ま
す
。

一
、 

お
賽
銭
箱
を
広
げ
る
予
定
で
す
。

一
、 

御
札
御
守
は
、
神
楽
殿
西
側
に
て
頒
布

　
　
い
た
し
ま
す
。

一
、
職
員
総
代
は
マ
ス
ク
着
用
に
て
対
応
を

　
　
致
し
ま
す
。
対
面
す
る
場
所
は
ア
ク
リ

　
　
ル
板
　
ビ
ニ
ー
ル
に
て
敷
居
を
設
け
ま
す
。

一
、 

各
所
に
消
毒
剤
を
設
置
し
ま
す
。
定
期

　
　
的
に
掃
除
を
し
ま
す
。

一
、
御
祈
願
は
家
族
ご
と
区
切
り
を
入
れ
、

　
　
大
人
は
マ
ス
ク
着
用
を
必
ず
お
願
い
し

　
　
て
ま
す
。（
子
供
さ
ん
は
可
能
な
限
り
お

　
　
願
い
し
て
い
ま
す
。）

一
、
御
祈
願
の
昇
殿
人
数
は
予
告
な
く
制
限

　
　
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

一
、
対
策
は
施
す
予
定
で
は
あ
り
ま
す
が
、

　
　
一
番
は
そ
れ
ぞ
れ
の
方
の
お
心
で
す
。

　
　
感
染
拡
大
予
防
の
為
、
御
協
力
、
御
助

　
　
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

授
与
品

　
当
地
区
の
伝
統
行
事
で
あ
る
、『
下
之
郷

三
頭
獅
子
舞
』
が
御
守
に
な
り
ま
し
た
。『
五

穀
豊
穣
』『
疫
病
退
散
』
を
祈
り
、
祇
園
祭

に
て
氏
子
の
方
々
に
奉
納
頂
き
受
け
継
が
れ

て
き
た
、
こ
の
獅
子
舞
が
御
守
と
な
り
ま
し

た
。
五
穀
豊
穣
守
は
緑
地
に
赤
獅
子
　
疫
病

退
散
守
は
赤
地
に
青
獅
子
、ス
テ
ッ
カ
ー
守
は

三
頭
そ
ろ
い
踏
み
と
な
り
ま
し
た
。
是
非
お

受
け
く
だ
さ
い
。

　『
手
作
り
熊
手
』
一
五
〇
〇
円
　『
手
作
り

破
魔
矢
』一
五
〇
〇
円
は
特
に
お
勧
め
で
す
。

年
々
人
気
が
出
て
き
ま
し
た
。
限
定
授
与
品

で
す
の
で
、
こ
れ
を
機
会
に
是
非
受
け
て
く

だ
さ
い
。

　
だ
る
ま
市
で
は
自
分
色
に
染
め
る
マ
イ
ダ

ル
マ
『
絵
付
け
福
だ
る
ま
』
五
〇
〇
円
を
ご

用
意
し
ま
し
た
。

自
分
で
絵
付
け
後
、

一
年
間
大
事
に
手
元

に
置
い
て
愛
で
て
く

だ
さ
い
。

　
生
島
足
島
神
社
暦
　
今
年
で
3
年
目
で
す
。

内
容
も
少
し
づ
つ
変
更
し
て
い
ま
す
。
手
元

に
置
い
て
頂
き
『
神

様
と
共
に
』
一
年
間

過
ご
し
て
み
ま
せ
ん

か
？
　
き
っ
と
良
い

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

お
勧
め
で
す
。

　
以
上
と
な
り
ま
す
。
新
し
い
生
活
様
式
も

慣
れ
て
き
ま
し
た
が
、
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化

し
、
予
断
は
で
き
ま
せ
ん
、
十
二
分
に
お
気

を
つ
け
て
頂
き
、
良
い
お
年
を
お
迎
え
く
だ

さ
い
。
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