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ご
あ
い
さ
つ

境
内
環
境
整
備

祭
典
部
長

土
屋 

秀
幸

管
理
部
長

島
田 

信
夫

山
崎
洋
文

宮
司

清
水
彩
加

巫
女

　
引
き
続
き
注
連
縄
タ
ス
ク
チ
ー
ム
に
よ
り
注

連
縄
の
架
け
替
え
を
行
な
い
ま
し
た
。御
旅

所
・
山
宮
・
子
安
社
等
計
六
社
の
注
連
縄
が
新

し
く
な
り
ま
し
た
。

　
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
。

注
連
縄
の
架
け
替
え

　
生
島
足
島
神
社
に
心
を
寄
せ
て
い
た
だ
い

て
い
る
皆
様
、い
つ
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。十
一
月
一
日
に
、宮
司
を
拝
命
い
た
し

ま
し
た
山
崎
洋
文
と
申
し
ま
す
。よ
ろ
し
く

お
願
い
致
し
ま
す
。

　
わ
た
し
は
、こ
こ
よ
り
乾（
最
高
の
吉
方
）

の
方
、修
那
羅
峠
を
超
え
た
筑
北（
旧
本
城

村
）の
地
か
ら
参
り
ま
し
た
。本
城
で
生
ま
れ

育
ち
、國
學
院
で
学
び
、村
の
氏
神
様
で
あ
る

白
山
神
社
ほ
か
三
社
と
坂
北
の
刈
谷
澤
神
明

宮
や
麻
績
の
神
明
宮
の
宮
司
を
務
め
て
い
ま

す
。少
し
前
に
長
野
県
神
社
庁
松
塩
筑
支
部

長
を
仰
せ
つ
か
り
、現
在
は
、神
社
庁
の
理
事

で
、庁
報「
神
洲
」の
編
集
長
を
し
て
お
り
ま

す
。ま
た
神
社
庁
の
教
化
講
師
を
二
十
年
余

勤
め
、教
養
研
修
や
、総
代
大
会
で
お
話
し
を

す
る
機
会
が
あ
り
、初
任
や
中
堅
の
神
職
の

方
々
に
授
業
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
関

係
で
、県
内
の

多
く
の
神
職

さ
ん
や
総
代

さ
ん
た
ち
と

仲
良
し
で
す
。

　
村
に
お
い

て
は
、長
き
に

わ
た
り
公
民

館
・
資
料
館
・

文
化
財
の
仕

事
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
、村

史
を
編
集
し
、

十
月
ま
で
は

筑
北
村
図
書

館
長
で
し
た
。

　
就
任
に
際
し
て
は
、村
や
松
塩
筑
や
南
安

の
方
か
ら
ね
ぎ
ら
い
と
励
ま
し
の
お
言
葉
を

い
た
だ
き
、ま
た
、こ
ち
ら
の
総
代
・
神
職
・

職
員
、上
小
の
方
か
ら
歓
迎
を
い
た
だ
き
恐

縮
し
て
お
り
ま
す
。

　
今
は
、雲
の
上
に
見
え
る
山
の
頂
に
登
ろ

う
と
す
る
青
年
の
心
持
ち
で
あ
り
ま
す
。

　
ど
う
ぞ
ご
厚
誼
の
ほ
ど
重
ね
て
よ
ろ
し
く

お
願
い
致
し
ま
す
。

　
は
じ
め
ま
し
て
、こ
の
度
中
途
採
用
と
し

て
入
社
し
ま
し
た
清
水
彩
加
で
す
。

　
神
社
の
皆
さ
ん
の
一
員
と
し
て
、働
け
る

こ
と
を
心
か
ら
嬉
し
く
思
い
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
の
経
験
を
活
か
し
、地
域
の
皆

さ
ん
や
参
拝
者
の
皆
さ
ん
に
寄
り
添
っ
た
奉

仕
を
提
供
で
き
る
よ
う
に
努
力
し
て
参
り
ま

す
。

　
ま
た
、神
社
の
伝
統
や
文
化
な
ど
沢
山
の

こ
と
を
学
ば
せ
て
頂
き
、少
し
で
も
貢
献
で

き
る
よ
う
努
め
ま
す
の
で
、何
卒
よ
ろ
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
ま
だ
不
慣
れ
な
点
も
多
い
か
と
思
い
ま
す

が
、ご
指
導
ご
鞭
撻
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

　
皆
さ
ん
と
働
け
る
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て

い
ま
す
。
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正
中
に
つ
い
て

（
せ
い
ち
ゅ
う
）

池
内
宣
裕

禰
宜

　
各
所
雨
が
降
る
と
ぬ
か
る
ん
で
い
ま
し
た
が
、

石
畳
・
石
の
階
段
等
の
設
置
を
行
い
ま
し
た
。

　
神
池
ま
わ
り

遊
歩
道
の
東
南

角
に
ス
ロ
ー
プ
を

作
り
ま
し
た
。車

イ
ス
の
方
も
神
池

ま
わ
り
を
一
周
出

来
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

御
歳
田
・

　　手
水
所
・
山
宮
整
備

遊
歩
道
整
備

　
正
中
と
い
う
と
、世
間
で
は
武
道
の
中
心

軸
の
こ
と
や
妊
婦
さ
ん
の
体
の
真
ん
中
に
現

れ
る
正
中
線
の
こ
と
を
思
わ
れ
る
方
が
多
い

と
思
い
ま
す
が
、神
社
に
は
古
く
か
ら
敬
意

を
表
す
対
象
の
正
中
と
い
う
考
え
が
あ
り
ま

す
。境
内
社
殿
奥
に
鎮
ま
り
ま
す
神
座
か
ら

外
に
向
か
っ
て
真
ん
中
の
線
上
に
位
置
す
る

と
こ
ろ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
神
社
本
庁
の
広
報
か
ら
も
、「
参
拝
作
法‒

参
道
に
つ
い
て
」の
中
で
次
の
よ
う
に
説
明

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
参
道
と
は
、境
内
の
鳥
居
か
ら
社
殿
へ
と

向
か
う
ま
で
の
道
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。私

た
ち
は
参
拝
の
際
、鳥
居
を
く
ぐ
り
、こ
の
参

道
を
歩
き
、社
殿
へ
向
か
い
、お
参
り
し
ま

す
。参
道
で
は
、道
の
中
央（
真
ん
中
）を
避

け
て
歩
く
と
い
っ
た
作
法
を
さ
れ
る
方
が
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
、参
道
の
中
央（
真
ん
中
）を「
神

さ
ま
が
通
る
道
」、正
中（
せ
い
ち
ゅ
う
）と

捉
え
る
た
め
で
す
。

　
こ
の
正
中
を
避
け
る
作
法
は
、神
職
が
祭

祀
を
行
う
際
に
用
い
る
正
中
作
法
に
な
ら
っ

て
敬
意
を
表
す
歩
き
方
と
し
て
知
ら
れ
て
い

ま
す
。

　
ま
た
、参
道
の
中
央
を
横
切
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。そ
の
際
に
は
、

軽
く
頭
を
下
げ
な
が
ら
通
っ
た
り
、中
央（
真

ん
中
）で
御
神
前
に
向
き
直
っ
て
一
揖
し
て

か
ら
横
切
る
と
い
う
敬
意
の
表
し
方
も
あ
り

ま
す
。

　
参
道
の
歩
き
方
に
厳
格
な
き
ま
り
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、神
さ
ま
へ
の
敬
意
の
表
し
方
と

し
て
お
役
立
て
く
だ
さ
い
。た
だ
し
、作
法
を

意
識
す
る
あ
ま
り
、各
神
社
の
ル
ー
ル
か
ら

外
れ
た
り
、他
の
参
拝
者
と
衝
突
し
た
り
し

な
い
よ
う
お
気
を
付
け
く
だ
さ
い
。　

　
最
近
、巷
で
は
テ
レ
ビ
の
旅
行
や
ク
イ
ズ

バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
番
組
等
で「
参
道
の
真
ん
中

を
歩
い
て
は
い
け
な
い
」「
参
道
は
端
を
歩
く

も
の
」等
の
説
明
が
多
く
さ
れ
て
い
る
よ
う

で
す
。大
切
な
の
は
、神
さ
ま
へ
の
敬
意
を
表

す
こ
と
と
参
拝
者
の
方
々
お
互
い
が
気
持
よ

く
お
参
り
が
で
き
る
よ
う
気
遣
い
合
え
る
こ

と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
、参
道
で
の
正

中
に
関
し
て
は
、と
か
く
大
勢
の
方
々
が
関

心
を
持
た
れ
て
る
感
が
あ
り
ま
す
が
、肝
心

の
お
参
り
す
る
御
社
殿
の
大
前
に
着
く
と
、

参
道
で
の
考
え
は
い
ざ
知
ら
ず
我
も
我
も
と

真
ん
中
に
進
ん
で
行
か
れ
る
傾
向
が
何
処
の

神
社
で
も
あ
る
よ
う
で
す
。当
神
社
は
、御
存

じ
の
石
橋（
参
橋
）を
渡
ら
れ
た
神
池
内
神
島

の
ス
ペ
ー
ス
が
広
く
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、二

年
参
り
・
正
月
初
詣
に
は
す
ぐ
渋
滞
、行
列
と

な
り
ま
す
。毎
年
、担
当
の
総
代
さ
ん
が
誘
導

整
理
に
御
苦
労
さ
れ
て
い
ま
す
。ど
う
か
参

拝
者
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
賽
銭
箱
前
で
も

正
中
の
考
え
を
忘
れ
ず
、左
右
に
拡
が
り
参

拝
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

※
私
共
神
職
の
神
社
祭
式
作
法
で
は
、正
中
に

お
い
て
は
進
む
の
は
三
歩
ま
で
で
そ
れ
以
上
は

許
さ
れ
ま
せ
ん
。神
事
の
中
の
各
所
役
も
正
中

か
ら
は
速
め
に
退
き
避
け
る
向
き
で
す
。ち
な

み
に
天
皇
陛
下
だ
け
は
正
中
を
五
歩
お
進
み
に

な
ら
れ
る
別
格
特
別
の
作
法
が
あ
ら
れ
ま
す
。

神
社
本
庁
公
式
Ｈ
Ｐ

令
和
六
年
七
月
一
日
附 

参
考
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夏
詣
の
一
環
と
し
て
、去
る
八
月
九

日
の
夕
刻
よ
り
生
島
足
島
神
社
と
隣
接

す
る
長
福
寺
の
境
内
に
お
い
て
、神
社

職
員
・
総
代
、長
福
寺
関
係
者
、ま
た
下

之
郷
育
成
会
の
代
表
の
方
々
や
地
域
お

こ
し
協
力
隊
の
力
添
え
の
も
と
長
野
大

学
の
学
生
に
も
協
力
い
た
だ
い
て「
き

も
だ
め
し
」を
開
催
し
ま
し
た
。

　
以
前
か
ら
総
代
さ
ん
や
地
域
の
方

に
、「
昔
は
夏
に
な
れ
ば
肝
だ
め
し
を

や
っ
た
も
ん
だ
よ
、お
墓
ま
で
の
道
が

怖
く
て
な
ー
。」と
か「
俺
な
ん
か
怖
す

ぎ
て
、先
輩
に
ず
っ
と
し
が
み
つ
い
て

た
わ
。」「
神
社
も
今
よ
り
も
っ
と
鬱
蒼

と
し
て
い
て

怖
か
っ
た

な
ー
。
」
な

ん
て
話
を
聞

か
せ
て
い
た

だ
い
て
お
り

ま
し
た
。

そ
れ
を
教
え

て
く
れ
る

方
々
は
、や

は
り
ど
こ
か

楽
し
げ
で
あ

り
遠
い
過
去
を
昨
日
の
よ
う
に
思
い
出

し
な
が
ら
話
し
て
く
れ
ま
す
。

　「
子
ど
も
の
頃
の
神
社
の
記
憶
」を
話

し
て
く
れ
る
そ
の
方
々
は
今
も
神
社
に

す
ご
く
協
力
し
て
く
れ
る
方
で
あ
り
、

そ
の
気
持
ち
に
感
化
さ
れ
て
今
回
の
実

行
に
至
り
ま
し
た
。

　
実
施
す
る
目
的
は
三
つ

① 

子
ど
も
の
教
育
目
的
と
地
域
の
親
睦

感
の
育
成

② 

神
社
・
お
寺（
神
様
・
仏
様
）は
身
近
な

存
在
だ
と
知
っ
て
も
ら
う
こ
と

③ 

災
害
時
に
重
要
な
子
ど
も
達
と
地
域

の
つ
な
が
り
を
強
く
す
る
こ
と

　
近
年
、核
家
族
化
な
ど
で
自
宅
に
神

棚
や
仏
壇
が
な
か
っ
た
り
、神
道
・
仏
教

に
縁
が
な
い
と
い
う
方
が
多
く
感
じ
ら

れ
ま
す
。そ
の
時
代
の
中
で
過
ご
す
子

ど
も
た
ち
に
教
育
の
一
環
と
し
て
地
域

で
伝
え
ら
れ
る
活
動
を
試
み
た
い
と
思

い
今
回
は
肝
だ
め
し
の
実
行
に
至
り
ま

し
た
。

　
神
道
、仏
教
の
教
え
や
考
え
を
広
め

る
こ
の
場
所
に
今
後
も
気
軽
に
来
て
も

ら
い
た
い
と
い
っ
た
実
行
者
の
目
線

と
、子
ど
も
達
に
は
与
え
ら
れ
た
ミ
ッ

シ
ョ
ン
を
こ
な
し
、無
事
帰
っ
て
来
れ

た
と
い
う
達
成
感
と
成
功
体
験
を
元
に

現
代
の
世
に
広
が
る
ホ
ン
モ
ノ
の
危
険

へ
の
擬
似
訓
練
に
な
る
は
ず
。と
い
う

思
い
。

　
大
き
い
子
は
小
さ
い
子
を
守
っ
て
あ

げ
る
満
足
感
を
感
じ
、思
い
や
り
を
養

う
。小
さ
い
子
は
少
し
大
き
い
子
に
対

し
、尊
敬
の

念
を
持
ち
、

信
頼
感
を
感

じ
る
。そ
し

て
、待
っ
て

い
る
保
護
者

の
方
々
は
、

戻
っ
て
き
た

子
の
た
め
に

温
か
い
も
の

等
を
用
意
し

て
、我
が
子

の
帰
り
を
待
つ
。

　
こ
ん
な
思
い
を
込
め
て
開
催
す
る
こ

と
を
、長
福
寺
の
村
越
住
職
と
も
何
度

か
話
し
合
い
を
重
ね
て
準
備
を
行
い
ま

し
た
。

　
近
年
や
っ
て
こ
な
か
っ
た
行
事
を
新

た
に
始
め
る
の
は
や
は
り
少
し
大
変
で

し
た
。怖
く
な
り
す
ぎ
ず
、し
ら
け
る
こ

と
の
な
い
様
に
準
備
を
進
め
て
き
た
こ

の
企
画
。反
省
・
改
善
点
は
多
々
あ
る
も

の
の
、結
果
は
大
成
功
と
言
っ
て
い
い

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。当
日
は
、

狙
い
通
り
の
悲
鳴
が
神
社
と
お
寺
に
木

霊
し
、夏
休
み
の
想
い
出
に
な
っ
て
く

れ
た
と
信
じ
て
い
ま
す
。

　
工
夫
を
凝
ら
し
て
脅
か
し
て
く
れ
た

総
代
さ
ん
方
に
感
謝
を
も
っ
て
夏
の
振

り
返
り
は
完
了
で
す
。

夏
詣
で

な
つ

も
う
で

橋
詰
昌
徳

権
禰
宜
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当
社
の
夏
詣
は
、今
年
で
二
回
目
に
な

り
ま
す
。期
間
は
七
月
一
日
か
ら
九
月
二

十
二
日
で
去
年
よ
り
約
一
か
月
長
く
期

間
を
設
け
ま
し
た
。皆
さ
ん
は
夏
詣
を

知
っ
て
い
ま
す
か
？

　
夏
詣
と
は
、初
詣
か
ら
半
年
の
節
目
に

半
年
の
厄
落
と
し
と
無
事
に
感
謝
し
、残

る
半
年
の
さ
ら
な
る
平
穏
を
願
っ
て
神

社
に
詣
で
る
こ
と
で
す
。

　
去
年
は
限
定
御
朱
印
と
浴
衣
参
拝
だ

け
で
し
た
が
、今
年
は
限
定
御
朱
印
・
浴

衣
参
拝
に
加
え
て
夜
間
参
拝
・
巫
女
体

験
・
葉
月
茶
会
・
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
・
か

み
ほ
と
ナ
イ
ト
・
風
鈴
小
道
と
期
間
中
に

様
々
な
企
画
を
行
い
ま
し
た
。参
拝
者
の

皆
さ
ん
に
楽
し
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
な

企
画
を
神
職
・
職
員
・
総
代
が
一
丸
と
な

り
考
え
、一
生
懸
命
準
備
し
ま
し
た
。

　
夜
間
参
拝
は
、地
元
の
保
育
園
・
幼
稚

園
の
み
ん
な
に
作
っ
て
も
ら
っ
た
灯
篭

や
風
鈴
な
ど
境
内
を
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
し

ま
し
た
。昼
間
の
神
社
と
は
ま
た
違
う
雰

囲
気
で
と
て
も
幻
想
的
で
し
た
。

　
巫
女
体
験
は
、小
学
生
か
ら
高
校
生
の

子
ど
も
た
ち
が
参
加
し
て
く
れ
ま
し
た
。

巫
女
の
袴
姿
に
着
替
え
て
、正
式
参
拝
や

授
与
体
験
な
ど
普
段
あ
ま
り
で
き
な
い

体
験
を
す
る
こ
と
が
で
き
て
よ
か
っ
た

と
い
う
声
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
葉
月
茶
会
は
、表
千
家
村
田
先
生
を
は

じ
め
お
茶
会
の
皆
さ
ん
に
協
力
し
て
も

ら
い
開
催
し
ま
し
た
。

　
約
一
五
〇
人
の
方
が
お
越
し
に
な
り

ま
し
た
。普
段
は
参
拝
者
方
が
入
れ
な
い

神
楽
殿
で
行
い
参
拝
者
の
方
に
は
、貴
重

な
体
験
が
で
き
た
と
喜
ん
で
い
ま
し
た
。

　
夏
詣
の
最
終
日
九
月
二
十
二
日
に
神

賑
祭
を
斎
行
し
ま
し
た
。歌
舞
伎
舞
台
と

神
楽
殿
が
会
場
と
な
り
、東
塩
田
小
学
校

金
管
バ
ン
ド
・
上
小
雅
楽
会
・
上
田
高
校

吹
奏
楽
部
・「
農
家
の
お
嫁
シ
ン
ガ
ー
」仁

藤
佳
菜
さ
ん
・
上
田
市
消
防
音
楽
隊「
地

域
を
災
害
か
ら
守
る
消
防
団
」の
演
奏
が

行
わ
れ
大
勢
の
方
に
楽
し
ん
で
も
ら
い

ま
し
た
。最
後
に
夏
詣
期
間
に
行
っ
て
い

た
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
の
授
賞
式
で
締

め
く
く
り
ま
し
た
。

　
今
年
、神
社
の
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
を
開

設
し
、イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
に
て
フ
ォ
ト
コ

ン
テ
ス
ト
を
開
催
し
ま
し
た
。テ
ー
マ
は

「
生
島
足
島
神
社
・
夏
」で
多
く
の
方
が
投

稿
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。皆
さ
ん
の
作

品
は
ど
れ
も
素
敵
な
作
品
ば
か
り
で
す
。

受
賞
し
た
作
品
は
神
社
の
イ
ン
ス
タ
グ

ラ
ム
で
紹
介
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、ぜ
ひ

ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
今
年
の
夏
詣
は
初
め
て
の
試
み
で
参

拝
者
の
方
が
来
て
い
た
だ
け
る
か
不
安

で
し
た
が
、想
像
を
超
え
た
人
数
の
参
拝

者
の
方
に
お
越
し
い
た
だ
き
嬉
し
い
気

持
ち
と
達
成
感
を
感
じ
て
い
ま
す
。

　
来
年
は
今
年
以
上
に
楽
し
め
る
よ
う

な
企
画
を
準
備
し
ま
す
の
で
楽
し
み
で

お
待
ち
く
だ
さ
い
。

樋
口
真
衣

巫
女
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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
）　

　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
二
時
）

　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
　
鬼
や
ら
い
豆
撒
き

（
午
後
三
時
頃
）

　
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
）

建
国
記
念
の
日
　

　
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
）

　
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
九
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
二
十
日
）

　
御
本
社
春
季
祭
（
上
宮
）
し
ゅ
ん
き
さ
い

（
か
み
の
み
や
）
　

       

（
四
月
二
十
日
　
右
例
祭
に
引
き
続
き
）

　御
柱
奉
倒
祭 

お
ん
ば
し
ら
ほ
う
と
う
さ
い

　
　
　
　 

　   

　
　
　
　
（
四
月
二
十
七
日
）

　昭
和
祭 

し
ょ
う
わ
さ
い

　
　
　
　 

　
（
四
月
二
十
九
日
　
午
前
九
時
）

昭
和
の
日 

　 

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
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で
、一
番
福
を
得
た
い
方
は
複
数
ご
購
入
を

ご
検
討
く
だ
さ
い
。友
人
知
人
の
方
お
誘
い

あ
わ
せ
の
上
ご
参
拝
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い

ま
す
。

　
厄
年
や
御
祈
祷
は
是
非
生
島
足
島
神
社
暦

を
ご
覧
頂
き
ま
し
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。神

道
・
神
社
・
神
様
の
事
柄
は
全
て
掲
載
さ
れ
て

お
り
ま
す
。氏
子
の
皆
様
に
は
年
末
に
お
配

り
し
て
お
り
ま
す
。社
頭
で
は
三
百
円
に
て

授
与
し
て
お
り
ま
す
の
で
一
年
間
神
様
と
一

緒
に
過
ご
し
て『
開
運
招
福
』を
授
か
り
た
い

方
は
是
非
手
元
に
一
冊
お
い
て
見
て
頂
け
た

ら
と
思
い
ま
す
。

　
令
和
七
年
も
皆
様
に
と
り
ま
し
て
良
い
歳

と
な
り
ま
す
こ
と
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上

げ
ま
す
。

日
は
午
前
七
時
か
ら
午
後
八
時
ま
で
開
所
し

て
お
り
ま
す

　
官
庁
御
用
始
は
一
月
六
日（
月
）と
な
り
ま

す
。五
日（
日
）ま
で
お
休
み
の
方
も
多
い
と

予
想
さ
れ
ま
す
。大
安
は
五
日（
日
）十
一
日

（
土
）と
な
り
ま
す
。十
二
、十
三
と
続
く
三

連
休
は
大
勢
の
方
の
参
拝
が
予
想
さ
れ
ま

す
。一
月
十
五
日
は
御
筒
粥
卜
奉
告
祭
並
び

に
蛙
狩
神
事
合
わ
せ
て
蟇
目
鳴
弦
神
事
と
な

り
ま
す
。新
春
の
当
社
特
殊
神
事
と
な
り
ま

す
の
で
是
非
ご
参
拝
く
だ
さ
い
。

　
福
引
も
ご
ざ
い
ま
す
。氏
子
の
皆
様
に
は

予
め
お
配
り
し
て
お
り
ま
す
。お
忘
れ
な
く

引
き
換
え
て
く
だ
さ
い
。当
日
は
福
引
券
を

一
枚
三
百
円
に
て
販
売
し
て
お
り
ま
す
の

　
も
う
い
く
つ
寝
る
と
お
正
月
〜
♪
そ
ん
な

歌
が
早
く
も
聞
こ
え
て
き
そ
う
な
今
日
こ
の

頃
、近
年
の
生
島
足
島
神
社
の
年
末
年
始
の

状
況
等
を
お
教
え
い
た
し
ま
す
。友
人
知
人

に
も
し
聞
か
れ
た
ら
、教
え
て
あ
げ
て
く
だ

さ
い
。

　
近
年
は
十
二
月
末
に
お
参
り
来
ら
れ
る
方

も
増
え
て
ま
い
り
ま
し
た
。新
し
い
歳
の
御

札
や
御
守
を
求
め
る
方
も
お
ら
れ
ま
す
。　

但
し
　
縁
起
物
な
ど
は
二
年
参
り
か
ら
の
授

与
に
な
る
も
の
も
ご
ざ
い
ま
す
。授
与
所
御

祈
祷
受
付
等
の
配
置
も
普
段
と
変
更
し
て
お

り
ま
す
。

　
恒
例
の
福
だ
る
ま
市
は
歌
舞
伎
舞
台
に
て

ご
ざ
い
ま
す
。一
月
一
日
よ
り
一
月
十
五
日

ま
で
と
な
り

ま
す
。午
後

は
閉
所
す
る

場
合
が
ご
ざ

い
ま
す
。

　
古
神
符
守

札
納
所
は
歌

舞
伎
舞
台
前

の
テ
ン
ト
に

ご
ざ
い
ま

す
。こ
ち
ら

も
午
後
は
閉

所
す
る
場
合

が
ご
ざ
い
ま

す
。
期
間
は

一
月
一
日
よ

り
一
月
十
五

日
ま
で
と

な
っ
て
お
り

ま
す
の
で
ご

注
意
願
い
ま

す
。人
形 

ぬ

い
ぐ
る
み
　
等
は
受
け
付
け
て
お
り
ま
せ

ん
。何
卒
ご
理
解
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

　
二
年
参
り
は
こ
こ
数
年
比
較
的
空
い
て
お

り
ゆ
っ
く
り
お
参
り
出
来
る
傾
向
に
あ
り
ま

す
。若
い
方
が
中
心
に
お
参
り
頂
い
て
お
り

ま
す
。お
お
よ
そ
午
前
一
時
頃
ま
で
で
す
。三

が
日
は
日
中
大
変
賑
や
か
に
な
っ
て
お
り
、

お
参
り
す
る
の
に
並
ぶ
恐
れ
が
ご
ざ
い
ま

す
。令
和
六
年
よ
り
三
が
日
は
授
与
所
の
開

所
時
間
を
延
長
し
て
お
り
ま
す
。二
年
参
り

後
い
っ
た
ん
閉
所
し
ま
す
が
午
前
六
時
よ
り

開
所
致
し
ま
し
て
午
後
九
時
頃
ま
で
開
所
し

て
お
り
ま
す
。時
間
を
ず
ら
す
こ
と
に
よ
り

ス
ム
ー
ズ
に
参
拝
い
た
だ
け
ま
す
。二
日
、三

年
末
年
始
の
ご
案
内

友
野
直
樹

権
禰
宜
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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
。

　
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
〜
五
日

　
•
朝
八
時
　
　
〜
午
後
五
時
頃

　六
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

新
年
福
ダ
ル
マ

　　授
与
に
つ
い
て

縁
起
物
の
ご
案
内

横
山
実
早
紀

巫
女

　
長
か
っ
た
夏
が
終
わ
り
、七
五
三
の
シ
ー
ズ
ン

を
迎
え
て
お
り
ま
す
。華
や
か
な
晴
れ
着
に
身

を
包
ん
だ
お
子
さ
ん
で
連
日
賑
わ
う
神
社
で

は
、お
正
月
に
向
け
た
準
備
を
着
々
と
進
め
て

い
ま
す
。

　
さ
て
、来
年
は
巳
年
で
す
が
、当
社
に
も
境

内
に
蛇（
ア
オ
ダ
イ
シ
ョ
ウ
）が
住
ん
で
お
り
、屋

敷
神
様
と
し
て
大
切
に
さ
れ
て
い
ま
す
。夏
の

時
期
は
時
々
木
の
根
元
の
住
処
か
ら
出
て
き
て

境
内
を
散
歩
し
て
い
ま
す
。も
ち
ろ
ん
苦
手
な

方
や
驚
か
れ
る
方
も
多
い
で
す
が
、中
に
は「
縁

起
が
い
い
」と
写
真
を
撮
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
。

　
蛇
は
脱
皮
を
繰
り
返
し
成
長
し
て
い
く
た

め「
再
生
」の
象
徴
と
さ
れ
ま
す
。ま
た
弁
財
天

の
使
い
と
も
言
わ
れ
る
た
め「
財
運
」の
イ
メ
ー

ジ
が
定
着
し
て
い
ま
す
。

　
当
社
で
は
毎
年
正
月
に
そ
の
年
の
干
支
を

用
い
た
縁
起
物
を
多
く
ご
用
意
し
て
お
り
ま

す
。蛇
が
苦
手
と
い
う
方
も
い
る
と
思
い
ま
す

が
、実
は
御
守
や
置
物
に
な
る
と
デ
フ
ォ
ル
メ
さ

れ
た
可
愛
ら
し
い
物
も
沢
山
あ
り
ま
す
。な
る

べ
く
大
勢
の
方
に
手
に
取
っ
て
い
た
だ
け
る
よ

う
、そ
ん
な
可
愛
い

見
た
目
の
縁
起
物

を
選
び
ま
し
た
。と

ぐ
ろ
を
巻
い
た
ミ

ニ
福
鈴
は
ま
る
で

ソ
フ
ト
ク
リ
ー
ム
⁉

干
支
み
く
じ
は
ゆ

る
キ
ャ
ラ
の
よ
う
‼

思
わ
ず
ほ
っ
こ
り
し
て
し
ま
う
物
も
あ
り
ま
す

の
で
、ぜ
ひ
蛇
が
苦
手
な
方
で
も
手
に
取
っ
て
み

て
く
だ
さ
い
。

　
去
年
か
ら
授
与
を
始
め
ま
し
た
干
支
の
レ
ー

ス
守
は
、今
回
は
金
運
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
黄
色

で
ご
用
意
し
ま
し
た
。ま
た
巳
年
限
定
と
し
て

蛇
の
絵
が
描
か
れ
た
金
運
守
も
ご
用
意
し
て

お
り
ま
す
。

　
な
お
、干
支
の
授
与
品
は
無
く
な
り
次
第

終
了
と
な
り
ま
す
。

　
他
に
も
新
規
授
与
品
と
し
て
、お
子
さ
ん
向

け
の
交
通
安
全
の
御
守
も
ご
用
意
い
た
し
ま
し

た
。ち
り
め
ん
の
ふ
っ
く
ら
し
た
車
の
形
で
可
愛

ら
し
く
、鞄
な
ど
に
も
付
け
や
す
く
な
っ
て
お

り
ま
す
。こ
ち
ら
も
ぜ
ひ
合
わ
せ
て
お
受
け
く

だ
さ
い
。

　
皆
さ
ま
の
ご
参
拝
を
、職
員
一
同
心
よ
り
お

待
ち
し
て
お
り
ま
す
。
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