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謹
啓　

御
首
の
杜
の
御
神
域
に
も
夏
の
訪
れ
が
肌
に
感
じ
ら
れ

る
季
節
と
な
り
ま
し
た
が
、
皆
様
方
に
は
愈
々
御
清
栄
の
御
事
と

お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

今
年
の
例
大
祭
は
昨
年
と
異
な
り
春
の
訪
れ
が
早
く
、
満
開
と

な
る
桜
も
散
り
急
ぎ
、
合
わ
せ
て
小
雨
模
様
の
一
日
と
な
り
ま
し

た
が
、
足
元
の
悪
い
に
も
拘
ら
ず
多
く
の
ご
参
拝
を
賜
り
、
賑
々

し
く
祭
り
が
斎
行
出
来
ま
し
た
事
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

去
る
二
月
、
日
本
海
沿
岸
に
於
け
る
原
油
流
出
事
故
で
被
害
に

遭
わ
れ
た
方
々
に
は
謹
ん
で
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

今
回
の
事
件
で
我
国
は
被
害
者
で
は
有
り
ま
す
が
、
二
年
前
の

阪
神
大
震
災
に
続
き
、
政
府
の
危
機
管
理
能
力
の
欠
如
が
問
わ
れ

又
、
日
本
海
沿
岸
の
自
然
環
境
の
悪
化
が
危
惧
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

日
を
追
う
毎
に
悪
化
す
る
環
境
問
題
の
先
送
り
は
人
類
破
滅
へ

の
道
と
思
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
普
段
か
ら
意
識
し
て
環
境
問
題

を
考
え
、
神
代
よ
り
受
け
継
が
れ
て
来
た
こ
の
美
し
い
自
然
を
、

次
代
に
渡
し
て
行
く
の
が
急
務
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

　

さ
て
、
四
月
二
日
、
愛
媛
県
護
国
神
社
玉
串
料
訴
訟
で

高
裁

で
違
憲
の
判
決
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
甚
だ
遺
憾
で
あ
り
ま
す
。

　

判
決
の
内
容
に
は
紙
面
の
関
係
上
立
ち
入
り
ま
せ
ん
が
、
現
在

我
々
が
豊
か
な
生
活
を
甘
受
出
来
る
の
は
、
国
家
存
亡
の
戦
争
で

自
分
の
命
を
捧
げ
て
ま
で
祖
国
の
為
に
散
っ
て
行
っ
た
御
英
霊
の

尊
い
犠
牲
の
上
に
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
そ
し
て

御
英
霊
が
何
よ
り
も
願
わ
れ
た
「
平
和
」
を
、
維
持
し
て
行
く
こ

と
を
誓
う
の
は
、
後
に
残
さ
れ
た
国
民
の
義
務
で
あ
り
、
責
任
で

あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

然
ら
ば
国
は
、
国
の
為
に
戦
没
し
た
御
英
霊
に
対
し
て
如
何
な

る
責
務
を
果
た
し
、
感
謝
の
念
を
表
し
て
き
た
の
で
し
ょ
う
。
国

が
英
霊
顕
彰
を
忘
れ
た
ま
ま
で
良
い
訳
が
有
り
ま
せ
ん
。

　

後
に
皆
様
の
御
健
康
と
御
多
幸
を
祈
念
し
御
挨
拶
と
さ
せ
て

頂
き
ま
す
。　
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天
と
地
が
未
だ
分
か
れ
て
い
な
い
混
沌
と
し
て
い
る
時
代
に
「
天
御
中
主
神
」

｢

高
御
産
巣
日
神｣

「
」｢

神
産
巣
日
神｣

に
よ
っ
て
、
大
宇
宙
が
創
造
さ
れ
、
次
に

葦
の
芽
の
よ
う
に
萌
え
上
が
る
「
宇
麻
志
阿
斯
訶
備
比
古
遅
神
」
天
と
地
を
保
ち

給
う
「
天
之
常
立
神
」
等
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
地
球
ら
し
き
物
体
が
創
ら
れ
た
。

そ
し
て
天
地
の
生
成
が
出
来
た
と
こ
ろ
に
、
七
柱
の
神
々
が
次
々
と
生
ま
れ
ら
れ

そ
の

後
が
伊
邪
那
岐
・
伊
邪
那
美
、
男
女
の
神
で
あ
る
。
こ
の
二
柱
の
神
様
が

国
土
を
始
め
、
山
川
・
草
木
、
そ
の
他
悉
く
を
生
み
成
さ
れ
た
と
古
事
記
は
伝
え

て
お
り
ま
す
。

　

地
球
が
誕
生
し
て
か
ら
約
四
十
五
億
年
と
云
わ
れ
て
、
今
日
迄
天
地
自
然
の
大

法
則
に
従
っ
て
、
寸
分
の
狂
い
も
無
く
巡
り
合
い
を
続
け
諸
生
物
が
生
息
し
て
ま

い
り
ま
し
た
。
そ
の
間
に
は
火
山
の
爆
発
、
洪
水
、
天
変
地
異
が
あ
り
、
多
く
が

生
ま
れ
変
わ
り
、
ま
た
退
化
し
消
滅
も
し
て
い
っ
た
で
し
ょ
う
。
人
類
も
然
り
で

絶
え
ず
生
ま
れ
替
り
死
に
替
り
を
繰
り
返
し
て
お
り
、
特
に
人
類
は｢

天
の
益
人｣

と
い
わ
れ
自
然
に
増
え
続
け
る
よ
う
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
の
は
、
大
自
然
の
神
々

の
尊
い
恩
恵
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　

日
本
民
族
は
元
来
農
耕
を
主
と
し
た
民
族
で
あ
り
、
仲
間
意
識
が
非
常
に
強
く

地
域
共
同
体
の
繁
栄
の
守
護
を
氏
神
さ
ま
に
祈
願
し
、
そ
し
て
八
百
萬
の
神
々
を

祀
り
大
神
様
の
ご
守
護
の
下
に
二
千
年
余
に
亘
り
連
綿
と
続
い
て
来
ま
し
た
。
其

の
基
は
云
う
ま
で
も
な
く
宇
宙
大
自
然
の
神
々
の
お
守
り
が
あ
れ
ば
こ
そ
で
あ
り

今
後
も
永
遠
に
続
い
て
く
れ
る
こ
と
を
願
わ
ず
に
は
お
れ
ま
せ
ん
。

　

さ
て
、
そ
こ
で
人
類
を
始
め
地
球
上
に
生
息
す
る
総
て
の
生
物
に
は
限
ら
れ
た

「
命
」
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
の
生
命
が
永
遠
に
生
き
続
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

り
、
そ
の
為
に
次
の
世
代
に
替
る
生
命
を
、
生
き
て
い
る
間
に
宿
す
こ
と
の
出
来

る
仕
組
み
を
神
様
か
ら
授
か
っ
て
お
り
ま
す
。

　

春
に
な
る
と
生
物
は
息
吹
き
を
開
始
し
、
大
地
に
し
っ
か
り
根
を
張
り
、
立
派

な
木
や
草
が
成
長
し
ま
す
。
そ
し
て
花
が
咲
き
、
秋
に
は
た
わ
わ
な
実
が
稔
り
ま

す
。
其
の
実
の
中
に
は
既
に
次
の
世
代
に
生
き
る
で
あ
ろ
う
種
子
が
宿
さ
れ
て
大

地
に
蒔
か
れ
る
時
期
を
待
つ
の
で
す
。

　

総
て
の
生
物
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
人
類
も
又
同
じ
営
み
を
持
っ
て
お
り
ま

す
。
そ
の
命
は
一
時
た
り
と
も
絶
え
る
こ
と
な
く
受
け
継
が
れ
、
個
々
の
生
命
は

終
わ
っ
て
も
人
類
全
体
の
命
は
脈
々
と
続
い
て
行
く
訳
で
あ
り
ま
す
。

　

神
道
の
考
え
は
ま
さ
に
「
続
く
」
と
云
う
こ
と
を
大
前
提
と
し
て
お
り
、
親
か

ら
子
へ
、
子
か
ら
孫
へ
、
更
に
曾
孫
へ
と
生
活
や
風
習
の
受
け
継
ぎ
が
行
な
わ
れ

て
、
そ
こ
に
家
門
の
繁
栄
が
写
し
出
さ
れ
永
年
続
い
た
家
柄
が
名
誉
と
な
り
後
世

に
語
り
継
が
れ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

信
仰
の
実
践
で
も
「
続
く
」
こ
と
が
第
一
条
件
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
、
「
叶

わ
ぬ
時
の
神
頼
み
」
と
い
う
こ
と
を
よ
く
耳
に
い
た
し
ま
す
。
世
俗
の
人
間
の
心

情
を
よ
く
捉
え
た
言
葉
で
あ
り
ま
す
が
神
さ
ま
の
立
場
か
ら
こ
の
よ
う
な
こ
と
を

想
像
し
た
時
に
、
果
し
て
そ
の
願
い
を
聞
き
入
れ
て
頂
け
る
か
ど
う
か
疑
問
に
思

え
て
な
り
ま
せ
ん
。
祈
願
の
内
容
が
自
己
の
こ
と
で
も
他
人
の
こ
と
で
あ
っ
て
も

一
時
期
の
み
の
信
仰
で
結
果
を
期
待
す
る
考
え
そ
の
も
の
が
身
勝
手
な
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
、
信
仰
と
い
う
も
の
は
決
し
て
短
期
間
に
結
論
や
結
果
が
出
る
も

あ
め  

の  

ま
す
ひ
と
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ち
ょ
っ
と
一
言

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
十
年
二
十
年
と
続
い
て
徐
々
に
結
果
が
現
わ
れ
て
来
る
も

の
な
の
で
す
。
稀
に
は
何
十
年
と
経
っ
て
も
結
果
が
現
わ
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
か

も
知
れ
ま
せ
ん
、
し
か
し
信
仰
の
実
績
の
積
み
重
ね
は
決
し
て
無
駄
に
は
な
り
ま

せ
ん
。
真
の
「
ま
ご
こ
ろ
」
を
尽
く
せ
ば
必
ず
そ
の
子
供
や
孫
に
好
結
果
を
も
た

ら
す
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

日
本
の
国
の
始
ま
り
は
速
く
、
神
代
の
世
界
に
遡
り
、
天
つ
神
（
瓊
瓊
杵
尊
）

が
国
土
に
ご
降
臨
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
、
天
照
大
神
が
瓊
瓊
杵
尊
に
御
下

し
に
な
っ
た
神
勅
が
あ
り
ま
す
。
「
豊
葦
原
の
千
五
百
秋
の
瑞
穂
の
国
は
、
是
れ

吾
が
子
孫
の
王
た
る
べ
き
地
な
り
、
宜
し
く
爾
、
皇
孫
就
き
て
治
ら
せ
。
行
矣
。

宝
祚
の
隆
え
ま
さ
む
こ
と
、
当
に
天
地
と
窮
無
か
る
べ
し
と
。
」
（
日
本
書
記
）

こ
れ
を
要
約
い
た
し
ま
す
と
「
豊
か
に
葦
が
多
く
生
え
て
い
て
、
沢
山
の
立
派
な

稲
穂
の
生
産
出
来
る
国
は
そ
な
た
（
瓊
瓊
杵
尊
）
の
治
め
る
国
と
し
て
こ
れ
よ
り

総
て
を
ま
か
せ
よ
う
。
さ
あ
わ
た
し
の
命
令
ど
お
り
葦
原
の
国
へ
天
降
り
し
な
さ

い
。
そ
う
す
れ
ば
、
天
地
共
に
永
遠
に
栄
へ
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
」
と
い

う
意
味
で
あ
り
ま
す
。

　

我
が
国
は
神
代
よ
り
尊
い
神
々
の
祝
福
を
受
け
て
成
立
し
た
国
柄
で
あ
り
、
こ

の
よ
う
に
「
続
く
」
と
い
う
精
神
は
我
々
の
心
の
中
に
潜
在
的
に
持
ち
合
わ
せ
て

い
る
筈
で
あ
り
ま
す
が
、
戦
後
五
十
余
年
経
た
現
在
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
地
域
の

共
同
意
識
は
残
念
乍
ら
強
い
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
個
人
の
自
由
を
楯
に
気
ず
い
気

ま
ま
に
刹
那
的
な
暮
ら
し
を
し
て
い
る
人
を
多
く
見
受
け
ま
す
。
親
と
子
の
絆
が

薄
く
な
り
、
学
校
で
は
「
い
じ
め
」
が
横
行
し
、
自
殺
者
ま
で
出
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
無
理
が
通
り
道
理
が
引
込
む
よ
う
な
時
代
と
な
り
誠
に
悲
し
む
べ
き
事

態
で
あ
り
、
一
刻
も
早
く
正
常
な
社
会
に
建
て
直
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

人
間
個
々
の
生
命
は
せ
い
ぜ
い
百
年
余
り
で
す
。
限
ら
れ
た
年
月
に
自
分
た
ち

の
子
供
や
孫
に
迷
い
の
無
い
生
き
方
の
出
来
る
よ
う
導
い
て
や
る
の
が
人
と
し
て

の
正
し
い
道
で
あ
り
ま
す
。

　

私
た
ち
は
毎
日
の
生
活
を
通
し
て
絶
え
ず
次
世
代
に
つ
な
が
る
こ
と
を
考
慮
に

入
れ
子
孫
の
繁
栄
に
貢
献
出
来
る
よ
う
心
が
け
た
い
も
の
で
す
。
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こ
ん
に
ち
は
、
社
務
所
よ
り
一
言

御
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

　

み
な
さ
ん
は
、
参
拝
の
折
、
お
み

く
じ
を
ひ
い
た
り
、
絵
馬
に
願
い
事

を
書
い
て
奉
納
し
た
り
、
使
わ
れ
た

帽
子
を
絵
馬
堂
に
祈
願
奉
納
さ
れ
た

り
し
ま
す
。

　

絵
馬
掛
け
に
奉
納
さ
れ
た
絵
馬
が

風
に
吹
か
れ
て
、
カ
ラ
カ
ラ
と
音
が

す
る
風
情
は
、
と
て
も
爽
や
か
で
心

が
洗
わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
絵
馬
は
、
本
来
木
の
板
の
額

に
馬
の
絵
を
書
い
た
も
の
で
す
。

　

古
く
は
神
様
に
祈
願
す
る
礼
物
と

し
て
、
神
馬
（
し
ん
め
＝
神
様
の
乗
御
に
供
す
る
馬
）
を
奉
っ
た
こ
と
に
由
来
し

ま
す
。
こ
れ
が
次
第
に
、
本
当
の
馬
を
奉
納
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
の
で
、

略
儀
と
し
て
神
馬
の
形
を
画
い
て
奉
納
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
す
。

　

後
に
は
、
馬
を
画
く
だ
け
で
な
く
、
神
事
の
伝
承
な
ど
に
因
む
絵
や
、
色
々
の

絵
、
そ
し
て
自
分
達
の
願
い
事
を
託
し
た
絵
を
画
い
て
、
神
様
に
ご
覧
に
入
れ
、

そ
の
人
の
技
芸
を
後
世
に
残
す
た
め
奉
納
さ
れ
る
も
の
も
出
て
き
ま
し
た
。
そ
う

い
う
意
味
で
、
絵
馬
に
は
人
々
の
祈
願
が
、
絵
と
い
う
形
に
な
っ
て
納
め
ら
れ
て

い
る
と
い
え
ま
す
。

　

御
首
神
社
で
は
、
皆
様
が
一
年
間
に
奉
納
さ
れ
ま
し
た
祈
願
絵
馬
を
、
翌
年
の

二
月
の
節
分
に
執
り
行
わ
れ
ま
す
浄
火
祭
で
、
帽
子
や
幣
串
と
と
も
に
、
忌
火
を

も
っ
て
お
焚
き
上
げ
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
浄
火
祭
に
は
、
皆
様
も
是
非
御
参
列

に
な
ら
れ
、
荘
厳
な
浄
火
燃
え
盛
る
境
内
で
、
益
々
輝
か
れ
ま
す
大
神
様
の
御
神

徳
を
お
受
け
く
だ
さ
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

権
禰
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高
橋　
　

滋
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告

▼
年
越
大
祓　
　

十
二
月　

三
十
日　

午
後
三
時

▼
元
旦
祭　
　
　
　

一
月　
　

一
日　

午
前
零
時

▼
左
義
長　
　
　
　

一
月　

十
五
日　

午
前
十
時

　

正
月
中
に
、
各
御
家
庭
で
飾
ら
れ
た
注
連
縄
や
松

飾
り
、
前
年
に
神
棚
で
お
祀
り
さ
れ
た
御
神
札
や
肌

身
に
付
け
ら
れ
た
御
守
り
等
を
忌
み
火
に
て
、
お
焚

き
上
げ
す
る
左
義
長
神
事
を
、
午
前
十
時
多
数
の
参

列
者
が
見
守
る
中
、
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

参
拝
者
が
次
々
と
、
お
焚
き
上
げ
さ
れ
る
返
納
物

を
手
に
、
境
内
に
設
け
て
あ
る
火
炉
に
向
い
、
今
年

一
年
の
無
病
息
災
等
の
御
祈
願
に
、
手
を
あ
わ
せ
る

方
々
で
終
日
賑
い
、
夕
方
暗
く
な
る
ま
で
、
火
が
赤

赤
と
燃
え
上
が
っ
て
お
り
ま
し
た
。

▼
浄
火
祭　
　
　
　

二
月　
　

三
日　

午
後
三
時

　

節
分
の
日
に
斎
行
致
し
ま
し
た
浄
火
祭
は
、
宮
司

以
下
祭
員
五
名
、
氏
子
区
域
内
の
今
年
厄
年
に
当
た

る
四
名
の
厄
男
及
氏
子
総
代
の
ご
奉
仕
に
よ
り
、
参

拝
者
の
見
守
る
中
、
盛
大
に
執
り
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
浄
火
祭
で
は
、
御
祈
祷
を
受
け
ら
れ
た
方
が
、

御
神
前
に
て
奉
っ
て
頂
き
ま
し
た
「
金
幣
串
」
、
返

納
さ
れ
ま
し
た
「
紅
白
串
」
、
祈
願
奉
納
さ
れ
ま
し

た
「
帽
子
」
「
絵
馬
」
等
を
、
厄
男
が
皆
様
の
願
い

が
叶
う
よ
う
祈
念
し
、
忌
み
火
に
て
お
焚
き
上
げ
致

し
ま
し
た
。

　

近
年
こ
の
時
期
は
、
荒
天
の
日
が
続
い
て
お
り
ま

し
た
が
、
今
年
は
晴
天
に
恵
ま
れ
大
勢
の
参
拝
者
を

お
迎
え
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

▼
祈
年
祭　
　
　
　

二
月
二
十
一
日　

午
後
三
時

▼
御
鍬
神
社
例
祭　

三
月　

十
七
日　

午
後
三
時

▼
例
大
祭　
　
　
　

四
月　
　

二
日　

午
後
三
時

▼
南
宮
神
社
例
祭　

五
月　
　

四
日　

午
後
三
時

▼
お
田
植
え
祭　
　

六
月　
　

九
日　

午
後
三
時

▼
農
休
み
祭　
　
　

六
月　

十
五
日　

午
後
三
時

▼
焼
納
感
謝
祈
祷　
　
　

午
前
九
時
～
午
後
五
時

　

当
神
社
で
は
、
慣
れ
親
し
ん
だ
物
や
大
切
な
物
等

の
処
分
を
望
ま
れ
る
方
の
為
に
、
昨
年
十
一
月
よ
り

特
別
に
感
謝
し
お
焚
き
上
げ
す
る
「
焼
納
感
謝
祈
祷
」

を
執
り
行
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

神
棚
を
始
め
結
納
飾
、
人
形
、
置
物
、
カ
バ
ン
、

帽
子
等
多
数
お
持
ち
頂
き
、
御
祈
祷
の
上
お
焚
き
上

げ
致
し
ま
し
た
所
、
大
変
喜
ん
で
頂
い
て
お
り
ま
す
。

　

焼
納
感
謝
祈
祷
を
お
受
け
に
な
る
方
は
、
受
付
ま

で
お
申
出
下
さ
い
。

　

尚
、
正
月
や
大
祭
又
悪
天
候
の
時
、
惑
い
ば
持
ち

運
び
に
困
難
な
大
き
な
物
は
御
遠
慮
下
さ
い
。

男
子 

大
厄　

二
十
五
歳
・
四
十
二
歳

女
子 

大
厄　

十　

九
歳
・
三
十
三
歳

　

古
来
よ
り
大
厄
と

は
災
厄
を
蒙
り
易
い

時
期
で
あ
り
ま
し
て

一
生
涯
で
の
節
目
と

云
わ
れ
て
お
り
忌
み

慎
む
べ
き
年
で
あ
り

ま
す
。
一
面
か
ら
見

る
と
生
理
上
、
社
会

上
の
節
目
の
年
と
し

て
人
生
の
転
換
期
に

相
当
す
る
の
で
あ
り

ま
す
。
特
に
男
子
の

四
十
二
オ
、
女
子
の

三
十
三
オ
の
大
厄
は

家
庭
的
に
も

も
大

切
な
時
期
で
あ
り
、
社
会
的
に
も
重
要
な
地
位
に
置

か
れ
る
時
で
あ
り
ま
す
。
故
に
日
常
生
活
に
於
い
て

一
段
と
慎
み
深
く
、
災
厄
を
除
く
配
慮
を
怠
っ
て
は

な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
の
為
に
は
専
ら
祓
い
を
受
け

神
威
を
仰
い
で
、
清
ら
か
な
毎
日
を
過
ご
す
こ
と
が

大
切
で
す
。
大
厄
の
年
の
前
後
三
年
間
は
当
神
社
に

お
参
り
さ
れ
大
神
様
の
ご
神
徳
を
益
々
戴
か
れ
ま
す

よ
う
お
勧
め
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

権
禰
宜　

谷
口　

哲
也

男子

女子
昭和41年

平成 9年厄年に当る生れ年

前　厄 本　厄 後　厄

42歳 昭和32年

25歳

昭和31年 昭和30年

昭和49年 昭和48年 昭和47年

33歳

19歳

昭和40年 昭和39年

昭和55年 昭和54年 昭和53年

(4)
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崇
敬
会
十
周
年

  

記
念
事
業
の
ご
案
内

初 

宮 

詣 

で

　

氏
子
を
始
め
全
国
各
地
の
崇
敬
者
の
赤
誠
の
真
心

を
お
受
け
い
た
し
、
昭
和
六
十
二
年
十
月
、
当
神
社

の
本
殿
等
の
建
替
え
が
立
派
に
完
成
い
た
し
ま
し
た
。

誠
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。
胸
中
筆
舌
に
尽
し
難
い

思
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
の
赤
誠
の
お
心
に
微
力
乍
ら
お
答
え
致
し
た
い

と
、
宮
司
を
始
め
職
員
一
同
協
議
を
重
ね
て
見
首
神

社
崇
敬
会
が
発
足
致
し
、
多
く
の
方
々
の
ご
賛
同
を

得
ま
し
て
、
温
か
い
ご
支
援
の
下
に
徐
々
に
発
展
さ

せ
て
頂
く
中
に
、
今
年
で
十
年
目
を
迎
え
よ
う
と
し

て
お
り
ま
す
。

　

会
員
の
皆
様
に
は
常
日
頃
絶
大
な
る
ご
支
援
や
ご

協
力
を
賜
わ
り
、
有
難
く
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

こ
の
佳
き
節
目
に
辺
り
、
来
る
十
一
月
三
日
の
崇

敬
会
大
祭
は
開
始
時
間
を
早
め
、
舞
楽
の
奉
納
な
ど

例
年
よ
り
一
層
厳
粛
な
祭
典
又
記
念
講
演
を
催
し
た

い
と
存
じ
ま
す
の
で
、
多
数
ご
参
拝
頂
き
ま
す
よ
う

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

尚
、
一
部
の
会
員
さ
ん
よ
り
崇
敬
会
の
あ
り
方
に

つ
い
て
①
大
祭
当
日
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
受
付
等
の
手

伝
い
を
募
集
し
て
は
ど
う
か
。
②
会
員
の
名
簿
を
作

成
し
て
は
ど
う
か
。
③
講
演
の
後
の
会
食
は
ど
う
か

等
々
の
ご
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

　

よ
り
多
く
の
方
々
の
ご
意
見
を
拝
聴
い
た
し
、
前

向
き
に
検
討
さ
せ
て
頂
き
ま
す
の
で
宜
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。　
　
　
　
　

禰
宜　

上
松　

雅
之

願
す
る
の
が
初
宮
詣
り
で
あ
り
ま
す
。

　

初
宮
の
期
限
は
鎌
倉
時
代
で
、
誕
所
記
の
中
に
、

「
百
日
の
内
は
白
小
袖
、
百
一
日
目
色
直
し
と
て
、

産
婦
児
並
に
仕
女
も
色
小
袖
を
著
す
。
色
直
し
あ
り

て
三
十
七
日
の
後
吉
日
次
第
宮
参
あ
る
べ
し
」
と
あ

り
、
随
分
長
い
間
忌
み
慎
ん
で
い
た
も
の
で
す
が
、

江
戸
時
代
、
徳
川
家
綱
の
頃
よ
り
男
子
三
十
二
日
、

女
子
三
十
三
日
目
に
産
土
神
社
に
詣
で
た
こ
と
が
記

録
に
あ
り
ま
す
。

　

地
方
に
よ
っ
て
多
少
の
差
異
は
あ
り
ま
す
が
、
現

在
で
は
、
男
児
は
三
十
一
日
、
女
児
は
三
十
二
日
目

に
神
社
へ
参
拝
さ
れ
る
方
が
多
い
よ
う
で
す
。

　

又
、
戌
の
多
産
と
安
産
と
に
あ
や
か
り
、
縁
起
も

の
と
し
て
張
子
の
犬
を
肩
か
ら
掛
け
て
の
宮
参
り
の

姿
も
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

昔
は
新
生
児
誕
生
の
初
夜
、
三
夜
、
五
夜
、
七
夜

な
ど
奇
数
の
日
を
「
産
養
い
」(

う
ぶ
や
し
な
い)  

と
し

て
祝
い
、
そ
の
う
ち｢

お
七
夜
」

が
現
在
ま
で
受
け
継

が
れ
、
お
祝
い
と
共
に
こ
の
日
に
命
名
す
る
習
わ
し

に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
約
一
ヵ
月
後
に
神
社
に

初
詣
で
を
す
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
元
気
に
育
っ
た

お
礼
と
同
時
に
出
産
の
忌
み
明
け
の
儀
式
で
「
ウ
ブ

ア
ケ
」(

産
屋
明
け)
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

　

尚
、
当
神
社
で
は
初
宮
参
り
の
御
祈
祷
を
毎
日
午

前
九
時
よ
り
午
後
五
時
頃
迄
、
執
り
行
っ
て
お
り
ま

す
の
で
、
皆
様
方
の
大
切
な
赤
ち
ゃ
ん
が
、
健
康
長

寿
・
幸
福
円
満
な
家
庭
生
活
を
営
む
為
に
も
、
御
首

大
神
様
の
御
神
徳
を
戴
か
れ
ま
す
よ
う
、
心
よ
り
御

祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

権
禰
宜　

高
田　

豊
彦

　

日
本
古
来
よ
り
語
り
継
が
れ
て
い
る
国
生
み
の
神

話
は
、
神
と
人
と
国
土
と
が
血
の
通
っ
た
も
の
だ
と

い
う
、
神
・
人
・
大
地
同
床
の
近
親
感
を
も
っ
て
、

私
た
ち
に
大
自
然
の
息
吹
き
と
し
て
の
赤
ち
ゃ
ん
の

誕
生
を
祝
福
し
て
く
れ
て
い
て
、
神
道
で
は
赤
ち
ゃ

ん
を
「
神
の
子
」
と
し
て
迎
え
ま
す
。

　

神
様
よ
り
授
か
っ
た
大
切
な
赤
ち
ゃ
ん
が
初
め
て

ご
神
前
に
参
出
て
、
無
事
出
産
の
お
礼
と
健
康
を
祈

(5)
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(6)

祭 

事 

案 

内

▼
西
宮
神
社
例
祭　
　

七
月
十
七
日　

午
後
三
時

▼
末
広
稲
荷
神
社
祭　

八
月　

三
日　

午
後
三
時

▼
夏
越
大
祓
式　
　
　

八
月　

三
日
午
後
三
時
半

　

大
祓
の
起
源
は
、
遠
く
天
智
天
皇
～
天
武
天
皇
の

頃
と
言
わ
れ
て
お
り
、
当
時
は
奈
良
の
平
城
宮
に
於

い
て
、
六
月
と
十
二
月
晦
日
に
全
国
の
官
職
等
が
参

集
し
、
半
年
間
の
種
々
の
罪
穢
を
祓
い
や
る
国
家
的

儀
式
で
あ
り
ま
し
た
が
、
近
年
で
は
全
国
多
く
の
神

社
で
も
、
氏
子
崇
敬
者
を
対
象
に
執
り
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

　

大
祓
は
、
日
常
生
活
に
於
い
て
知
ら
ず
知
ら
ず
受

け
犯
し
て
い
、

る
罪
や
穢
を

祓
い
清
め
て

災
厄
を
逃
れ

幸
福
を
得
む

と
す
る
も
の

で
、
当
御
首

神
社
で
は
、

皆
様
方
が
半

年
間
に
身
に

受
け
た
罪
・

穢
・
災
・
厄

を
祓
い
清
め

て
頂
く
た
め

夏
越
大
祓
を

厳
か
に
斎
行

致
し
ま
す
。

　

大
祓
式
に
引
き
続
き
、
茅
の
輪
く
ぐ
り
に
移
り
、

お
祓
所
役
を
先
頭
に
、
宮
司
以
下
祭
員
・
総
代
・
一

般
参
列
者
の
順
に
左
右
左
と
く
ぐ
り
、

後
に
参
道

を
ま
っ
す
ぐ
拝
殿
前
ま
で
進
み
、
二
礼
二
拍
手
一
札

に
て
拝
礼
し
て
頂
き
終
了
し
ま
す
。

　

皆
様
方
が
諸
々
の
罪
穢
を
託
さ
れ
た
「
人
形
」
は
、

祭
員
が
忌
火
に
て
お
焚
き
上
げ
致
し
ま
す
の
で
、
大

祓
神
事
に
是
非
御
参
列
し
て
頂
き
ま
し
て
、
身
も
心

も
清
々
し
い
気
持
ち
で
、
除
穢
招
福
・
健
康
・
長
寿

の
御
神
徳
を
載
か
れ
ま
し
て
、
暑
い
夏
を
無
事
に
過

ご
し
て
頂
き
ま
す
よ
う
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

　

尚
、
参
道
に
舗
設
さ
れ
ま
し
た
茅
の
輪
の
前
で
は

午
後
五
時
頃
ま
で
お
祓
い
を
執
り
行
っ
て
お
り
ま
す

の
で
、
順
次
ご
参
拝
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
致

し
ま
す
。

※｢

人
形
」(

ひ
と
が
た)

に
つ
き
ま
し
て
は
、
拝
殿
前

社
務
所
等
に
用
意
い
た
し
て
お
り
ま
す
の
で
自
由
に

お
持
ち
帰
り
下
さ
い
。
各
自
奉
製
さ
れ
ま
し
た
人
形

で
も
受
付
致
し
ま
す
の
で
、
社
務
所
ま
で
住
所
・
氏

名
・
年
齢
等
詳
細
を
明
記
の
上
、
郵
送
又
は
、
ご
持

参
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。

　

尚
、
当
日
は
日
曜
日
と
い
う
事
も
御
座
居
ま
し
て

混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
が
、
平
常
通
り
午
前
九
時
よ

り
午
後
五
時
頃
ま
で
、
病
気
平
癒
・
健
康
祈
願
・
勉

学
向
上
・
家
内
安
全
・
事
業
繁
栄
等
諸
祈
願
の
御
祈

祷
も
執
り
行
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
受
付

を
済
ま
せ
て
頂
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

▼
長
寿
祈
願
祭　
　

九
月
十
五
日　
　

午
後
三
時

▼
神
明
神
社
例
祭　

十
月
十
七
日　
　

午
後
三
時

▼
崇
敬
会
大
祭　
　

十
一
月
三
日　
　

午
後
一
時

御 

首 

神 

社 

社 

務 

所

岐
阜
県
大
垣
市
荒
尾
町
一
二
八
三
の
一

Ｔ
Ｅ
Ｌ(

〇
五
八
四)

九
一
―
三
七
〇
〇

▼
七
五
三
詣
で　
　
　

十
一
月
一
日　

～
三
十
日

　

七
五
三
詣
で
は
、
古
来
よ
り
（
髪
置
き
・
袴
着
・

帯
解
き
）
と
子
供
の
成
長
に
節
目
を
付
け
、
御
神
前

に
御
報
告
し
、
大
神
様
の
御
守
護
を
戴
く
お
祭
で
す
。

　

多
数
の
ご
参
拝
心
よ
り
お
待
ち
致
し
て
お
り
ま
す
。

▼
新
嘗
祭　
　
　

十
一
月
二
十
三
日　

午
後
三
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

権
禰
宜　

高
田　

豊
彦


