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今
年
も
、
同
様
境
内
で
紅
白
の
餅
つ
き
、

社
務
所
で
は
甘
酒
接
待
、
拝
殿
で
は
神
酒
の

接
待
が
行
わ
れ
た
。

　

特
に
昨
年
餅
つ
き
が
好
評
で
あ
っ
た
た
め
、

今
年
は
倍
の
六
〇
㎏
の
餅
米
を
用
意
し
た
が
、

瞬
く
間
に
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、

恒
例
の
干
支
「
折
り
紙
」
は
折
り
紙
愛
好
家

の
光
森
康
郎
氏
を
招
聘
し
同
氏
の
オ
リ
ジ
ナ

ル
羊
を
展
示
し
た
。

（１） （４）

祭
事
暦

　

天
満
宮
は
、
早
島
町
長
津
松
ヶ
岡
の
小
高
い
丘

の
上
に
当
社
の
飛
び
地
境
内
神
社
と
し
て
祀
ら
れ

て
い
る
。

　

こ
の
地
は
古
く
に
は
古
城
が
あ
っ
て
、
丘
の
南

に
は
天
水
神
を
祀
っ
た
岩
が
残
っ
て
い
た
。

　

そ
の
後
、
延
喜
四
年
（
九
〇
四
・
平
安
）
に
太

宰
府
天
満
宮
か
ら
菅
原
神
を
勧
請
し
、
近
郷
の
人
々
の
厚
い

崇
敬
が
あ
っ
た
。
明
治
三
十
八
年
に
は
鎮
座
一
千
年
祭
を
執

行
し
、
そ
の
記
念
と
し
て
境
内
に
記
念
碑
を
建
立
し
て
い

る
。

　

祭
神
の
菅
原
道
真
公
は
学
者
で
あ
り
政
治
家
で
あ
っ
た
。

宇
多
・
醍
醐
天
皇
に
重
用
さ
れ
、
右
大
臣
に
ま
で
昇
進
し
た

が
、
政
敵
藤
原
時
平
の
中
傷
に
よ
っ
て
京
都
か
ら
太
宰
府
に

左
遷
さ
れ
延
喜
三
年
（
九
〇
三
）
に
配
流
地
の
太
宰
府
に
お

い
て
客
死
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
以
後
京
都
に
お
い
て
激
し
い
落
雷
が
あ

り
、
火
災
が
相
次
い
で
お
こ
り
、
朝
廷
で
は
こ
れ
を
道
真
の

祟
り
と
し
て
恐
れ
、
没
後
二
十
年
に
し
て
、
道
真
を
本
官
に

復
し
て
正
二 

を
贈
り
、
火
雷
天
神
の
号
を
賜
っ
た
。

　

道
真
の
怨
霊
が
当
時
の
御
霊
信
仰
や
雷
信
仰
と
習
合
し

た
の
で
あ
る
が
、
祟
り
が
鎮
ま
っ
て
後
も
、
北
野
天
満
宮

と
太
宰
府
天
満
宮
を
拠
点
と
し
て
天
神
信
仰
が
広
ま
っ
て

行
っ
た
。
江
戸
時
代
に
は
幕
府
が
全
国
に
寺
子
屋
を
設
立
す

る
こ
と
を
奨
励
し
、
そ
の
精
神
的
中
心
と
し
て
道
真
公
の
分

霊
を
祀
ら
せ
た
の
で
、
学
問
の
神
様
と
し
て
崇
め
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。

　
諸
祈
祷
・
出
張
祭
の
案
内

　

当
社
で
は
左
記
に
よ
り
随
時
ご
奉
仕

致
し
て
お
り
ま
す

♦
初
宮
詣
・
交
通
安
全
・
厄
除
・
安
産
・

　

家
内
安
全
・
当
病
平
癒
そ
の
他

♦
地
鎮
祭
・
上
棟
祭
・
家
移
清
祓
・
宅

　

神
祭
等

ご
希
望
の
方
は
前
も
っ
て
ご
連
絡

下
さ
い
。

摂末社巡拝

天　満　宮（長津）

五
月
十
七
日
（
土
）［
午
後
七
時
］

　
　

春
季
大
祭
宵
祭
（
露
店
あ
り
）

五
月
十
八
日
（
日
）［
午
前
十
時
］　

　
　
　

春
季
大
祭
【
供
膳
祭
】

七
月
三
十
日
（
水
）［
午
後
四
時
］　

　
　
　

夏
越
祭
【
輪
く
ぐ
り
祭
】（
露

　
　
　
　
　
　
　

店
あ
り
）

毎
月
一
日
（
午
前
九
時
）
月
次
祭

※
月
次
祭
に
お
詣
り
の
方
は
、
拝
殿

　

に
ご
昇
殿
下
さ
い
ま
し
て
祭
典
に

　

参
列
し
て
下
さ
い
。

表
参
道
に
提
灯
点
灯

　

夜
間
の
祭
典
時
に
表
参
道
が
暗
く
、 

行

に
危
険
が
伴
う
た
め
、
明
か
り
を
付
け
て

い
た
だ
き
た
い
と
の
要
望
が
あ
り
、
総
代

会
に
は
か
っ
た
と
こ
ろ
春
祭
、
夏
祭
、
秋

祭
、
正
月
の
年
四
回
仮
設
の
提
灯
を
点
灯

す
る
事
と
な
っ
た
。

　

早
速
昨
年
の
春
祭
か
ら
沿
道
の
方
々
の

ご
理
解
、
ご
協
力
を
い
た
だ
き
点
灯
し
た

と
こ
ろ
、
暗
か
っ
た
参
道
が
見
違
え
る
程

明
る
く
な
り
、
加
え
て
お
祭
り
気
分
も
盛

り
上
が
り
、
参
拝
者
か
ら
の
「
自
転
車
や

歩
行
者
も
安
心
し
て
歩
け
ま
す
」
と
の
喜

び
の
声
が
伝
わ
っ
て
き
た
。

　

今
後
も
工
夫
を
し
な
が
ら
続
け
て
行
き

た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

平
成
十
五
年
は
穏
や
か
な
年
明
け
と

な
っ
た
。

境内に展示された折り紙の羊

好
天
に
恵
ま
れ

三
千
人
が
参
拝
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【
質
問
】

　

新
し
い
住
宅
を
建
築
し
た
の
で
す
が
、

神
棚
を
ど
の
よ
う
な
場
所
に
祀
っ
た
ら
良

い
の
で
す
か
？

　

ま
た
、
お
札
や
宮
形
は
ど
の
よ
う
な
種

類
が
あ
る
の
で
す
か
？

神
道
Ｑ
＆
Ａ

【
答
え
】

　（
神
棚
の 

置
）

　

神
棚
を
祀
る
場
所
は
、
明
る
く
日
当
た

り
の
良
い
場
所
（
部
屋
）
を
選
ん
で
下
さ

い
。
最
近
の
住
宅
は
、
和
室
が
少
な
く
洋

室
の
リ
ビ
ン
グ
ル
ー
ム
（
居
間
）
を
作
る

家
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
神

棚
を
作
っ
て
も
結
構
で
す
。

　

神
棚
の
向
き
は
、
神
様
か
ら
見
て
南
向

き
が
最
も
良
く
、
次
に
東
向
き
、
次
に
西

向
き
の
順
で
す
。
北
向
き
だ
け
は
避
け
て

下
さ
い
。

　

ま
た
、
ド
ア
や
戸
な
ど
人
の 

り
道
の

真
上
は
な
る
べ
く
避
け
た
方
が
良
い
で

し
ょ
う
。
二
階
が
あ
る
場
合
は
、
神
棚
の

　

子
供
が
大
き
く
な
る
に
つ
れ
て
、
容
姿

が
両
親
に
自
然
と
似
て
く
る
の
は
当
然
の

こ
と
な
の
で
し
ょ
う
が
、
ち
ょ
っ
と
し
た

立
ち
居
振
る
舞
い
や
言
葉
遣
い
に
、
思
わ

ず
ド
キ
ッ
と
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
っ
て
あ
り

ま
せ
ん
か
。

　
「
あ
な
た
に
そ
っ
く
り
ね
、
妙
な

と
こ
ろ
ば
か
り
似
て
」

　
「
僕
、そ
ん
な
こ
と
し
て
る
か
な
」

子
供
は
親
の
背
中
を
見
て
育
つ
、

と
は
よ
く
言
っ
た
も
の
で
す
。

　

わ
が
子
が
素
直
で
良
い
子
に

育
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
か
ら
、
つ

い
つ
い
言
い
聞
か
せ
も
し
、
叱
り

も
し
ま
す
が
、
言
葉
ば
か
り
で
な

い
父
親
の
、
母
親
の
普
段
の
お
こ

な
い
が
、
子
供
の
人
間
形
成
に
大

き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
、
そ

ん
な
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
瞬

間
で
す
。

　

子
供
が
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
親
の
影
響
を

受
け
る
の
は
ど
う
し
て
な
の
か
・
・
・
。

そ
れ
を
“
親
子
の
絆
”
だ
と
言
っ
て
し
ま

う
の
は
簡
単
で
す
が
、
お
そ
ら
く
子
供
ご

こ
ろ
に
、
親
に
対
す
る
か
け
が
え
の
な
い

信
頼
感
と
と
も
に
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
、

ど
ん
な
と
き
に
も
、
お
互
い
に
応
援
し
、
そ

し
て
心
配
し
合
う
家
族
の
一
員
で
あ
る
こ
と

を
、
自
然
に
察
知
す
る
か
ら
な
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

家
庭
の
こ
と
は
お
母
さ
ん
に
任
せ
き
り
の

お
父
さ
ん
。
家
事
に
追
わ
れ
、
子
供
の

受
験
で
頭
が
い
っ
ぱ
い
の
お
母
さ
ん
。

子
供
た
ち
は
子
供
た
ち
で
塾 

い
に
忙

し
く
、
家
族
の
触
れ
あ
う
時
間
が
少
な

く
な
っ
て
き
た
と
い
う
、
そ
ん
な
家
庭

が
増
え
て
い
る
の
も
事
実
で
し
ょ
う
。

　

で
も
、
た
と
え
同
じ
時
間
を
過
ご
す

こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
も
、
家
族
ど
う

し
の
心
の
つ
な
が
り
だ
け
は
感
じ
て
い

た
い
も
の
で
す
。

　

ひ
と
り
ひ
と
り
を
思
い
や
り
な
が

ら
、
こ
う
し
た
家
族
の
つ
な
が
り
を
大

切
に
し
て
き
た
日
本
人
。
将
来
を
切
り

開
い
て
ゆ
く
子
供
た
ち
の
心
の
行
方
が

心
配
さ
れ
る
、
そ
ん
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、

暮
ら
し
の
中
で
豊
か
な
人
間
性
を
育
ん
で
き

た
日
本
古
来
の
家
庭
の
素
晴
ら
し
さ
が
見
直

さ
れ
は
じ
め
て
い
る
の
で
す
。

真
上
に
廊
下
な
ど
人
が
歩
く
場
所
は
な
る
べ

く避
け
ま
す
が
、
ど
う
し
て
も
良
い
場
所
が
無

い
場
合
は
、
半
紙
に
「
雲
」
と
書
い
て
神
棚

の
上
の
天
井
に
貼
っ
て
下
さ
い
。

　（
宮
形
）

　

宮
形
（
お
札
を
祀
る
お
社
）
は
基
本
的
に

は
、
扉
が
一
つ
の
「
一
社
宮
」
と
三
つ
付
い

た
「
三
社
宮
」
と
が
あ
り
ま
す
が
、
部
屋
の

大
き
さ
や
棚
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
選
べ
ば
良

い
で
し
ょ
う
。
但
し
、
最
近
で
は
高
さ
の
低

い
も
が
多
く
見
受
け
ら
れ
、
折
角
購
入
し
て

も
お
札
が
入
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
神

社
の
神
札
は 

常
八
寸
（
二
四
、五
㎝
）
で
奉

製
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
購
入
す
る
場
合
は

必
ず
、
八
寸
（
二
四
、五
㎝
）
の
神
札
が
入
る

宮
形
を
選
ん
で
下
さ
い
。

　

ま
た
、
宮
形
を
乗
せ
る
棚
は
お
供
え
物
を

奉
る
場
所
を
確
保
す
る
た
め
奥
行
き
四
〇
㎝

は
と
っ
て
下
さ
い
。

（
不
明
な
場
合
は
神
社
で
ご
相
談
に
応
じ
ま

す
）

　（
神
札
）

　

宮
形
の
中
に
お
祀
り
す
る
神
札
は
、
次
の

三
種
類
と
な
り
ま
す
が
、
基
本
的
に
は
①
と

日本人の親子関係

神
輿
庫
屋
根
を
改
修

　

当
社
の
神
輿
二
基
を
納
め
る
神
輿
庫
の
屋

根
瓦
が
ズ
レ
て
天
井
ま
で
雨
漏
り
が
進
ん
で

い
る
の
を
発
見
し
、
昨
年
秋
総
代
会
に
は
か

り
屋
根
の
全 

改
修
を
行
う
事
と
な
っ
た
。

　

屋
根
地
、
タ
ル
木
、
瓦
を
全
て
新
調
し
年

末
ま
で
に
は
工
事
を
終
え
る
こ
と
が
で
き

た
。

　

改
修
前
は
本
葺
き
瓦
で
あ
っ
た
が
、
費
用

の 

で
平
葺
き
に
変
更
し
た
が
、
見
違
え
る

よ
う
に
綺
麗
に
な
っ
た
。

氏
神
神
社
神
札

天
照
皇
大
神
宮

崇
敬
神
社
神
札

天
照
皇
大
神
宮天

照
皇
大
神
宮

氏
神

崇
敬

一社造りの場合 三社造りの場合

②
を
お
祀
り
し
ま
す
。

①
神
宮
大
麻
（
伊
勢
神
宮
の
神
札
）

②
氏
神
さ
ま
の
神
札
（
鶴
崎
神
社
神
札
）

③
そ
の
他
崇
敬
す
る
神
社
の
神
札

　

祀
り
方
は
左
図
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
又

一
社
造
り
の
場
合
は
神
札
を
重
ね
て
お
祀
り

下
さ
い
。

（
神
札
は
神
社
に
随
時
用
意
し
て
あ
り
ま
す
） 屋根の修理が終わった神輿庫
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【
質
問
】

　

新
し
い
住
宅
を
建
築
し
た
の
で
す
が
、

神
棚
を
ど
の
よ
う
な
場
所
に
祀
っ
た
ら
良

い
の
で
す
か
？

　

ま
た
、
お
札
や
宮
形
は
ど
の
よ
う
な
種

類
が
あ
る
の
で
す
か
？

神
道
Ｑ
＆
Ａ

【
答
え
】

　（
神
棚
の 

置
）

　

神
棚
を
祀
る
場
所
は
、
明
る
く
日
当
た

り
の
良
い
場
所
（
部
屋
）
を
選
ん
で
下
さ

い
。
最
近
の
住
宅
は
、
和
室
が
少
な
く
洋

室
の
リ
ビ
ン
グ
ル
ー
ム
（
居
間
）
を
作
る

家
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
神

棚
を
作
っ
て
も
結
構
で
す
。

　

神
棚
の
向
き
は
、
神
様
か
ら
見
て
南
向

き
が
最
も
良
く
、
次
に
東
向
き
、
次
に
西

向
き
の
順
で
す
。
北
向
き
だ
け
は
避
け
て

下
さ
い
。

　

ま
た
、
ド
ア
や
戸
な
ど
人
の 

り
道
の

真
上
は
な
る
べ
く
避
け
た
方
が
良
い
で

し
ょ
う
。
二
階
が
あ
る
場
合
は
、
神
棚
の

　

子
供
が
大
き
く
な
る
に
つ
れ
て
、
容
姿

が
両
親
に
自
然
と
似
て
く
る
の
は
当
然
の

こ
と
な
の
で
し
ょ
う
が
、
ち
ょ
っ
と
し
た

立
ち
居
振
る
舞
い
や
言
葉
遣
い
に
、
思
わ

ず
ド
キ
ッ
と
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
っ
て
あ
り

ま
せ
ん
か
。

　
「
あ
な
た
に
そ
っ
く
り
ね
、
妙
な

と
こ
ろ
ば
か
り
似
て
」

　
「
僕
、そ
ん
な
こ
と
し
て
る
か
な
」

子
供
は
親
の
背
中
を
見
て
育
つ
、

と
は
よ
く
言
っ
た
も
の
で
す
。

　

わ
が
子
が
素
直
で
良
い
子
に

育
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
か
ら
、
つ

い
つ
い
言
い
聞
か
せ
も
し
、
叱
り

も
し
ま
す
が
、
言
葉
ば
か
り
で
な

い
父
親
の
、
母
親
の
普
段
の
お
こ

な
い
が
、
子
供
の
人
間
形
成
に
大

き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
、
そ

ん
な
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
瞬

間
で
す
。

　

子
供
が
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
親
の
影
響
を

受
け
る
の
は
ど
う
し
て
な
の
か
・
・
・
。

そ
れ
を
“
親
子
の
絆
”
だ
と
言
っ
て
し
ま

う
の
は
簡
単
で
す
が
、
お
そ
ら
く
子
供
ご

こ
ろ
に
、
親
に
対
す
る
か
け
が
え
の
な
い

信
頼
感
と
と
も
に
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
、

ど
ん
な
と
き
に
も
、
お
互
い
に
応
援
し
、
そ

し
て
心
配
し
合
う
家
族
の
一
員
で
あ
る
こ
と

を
、
自
然
に
察
知
す
る
か
ら
な
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

家
庭
の
こ
と
は
お
母
さ
ん
に
任
せ
き
り
の

お
父
さ
ん
。
家
事
に
追
わ
れ
、
子
供
の

受
験
で
頭
が
い
っ
ぱ
い
の
お
母
さ
ん
。

子
供
た
ち
は
子
供
た
ち
で
塾 

い
に
忙

し
く
、
家
族
の
触
れ
あ
う
時
間
が
少
な

く
な
っ
て
き
た
と
い
う
、
そ
ん
な
家
庭

が
増
え
て
い
る
の
も
事
実
で
し
ょ
う
。

　

で
も
、
た
と
え
同
じ
時
間
を
過
ご
す

こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
も
、
家
族
ど
う

し
の
心
の
つ
な
が
り
だ
け
は
感
じ
て
い

た
い
も
の
で
す
。

　

ひ
と
り
ひ
と
り
を
思
い
や
り
な
が

ら
、
こ
う
し
た
家
族
の
つ
な
が
り
を
大

切
に
し
て
き
た
日
本
人
。
将
来
を
切
り

開
い
て
ゆ
く
子
供
た
ち
の
心
の
行
方
が

心
配
さ
れ
る
、
そ
ん
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、

暮
ら
し
の
中
で
豊
か
な
人
間
性
を
育
ん
で
き

た
日
本
古
来
の
家
庭
の
素
晴
ら
し
さ
が
見
直

さ
れ
は
じ
め
て
い
る
の
で
す
。

真
上
に
廊
下
な
ど
人
が
歩
く
場
所
は
な
る
べ

く避
け
ま
す
が
、
ど
う
し
て
も
良
い
場
所
が
無

い
場
合
は
、
半
紙
に
「
雲
」
と
書
い
て
神
棚

の
上
の
天
井
に
貼
っ
て
下
さ
い
。

　（
宮
形
）

　

宮
形
（
お
札
を
祀
る
お
社
）
は
基
本
的
に

は
、
扉
が
一
つ
の
「
一
社
宮
」
と
三
つ
付
い

た
「
三
社
宮
」
と
が
あ
り
ま
す
が
、
部
屋
の

大
き
さ
や
棚
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
選
べ
ば
良

い
で
し
ょ
う
。
但
し
、
最
近
で
は
高
さ
の
低

い
も
が
多
く
見
受
け
ら
れ
、
折
角
購
入
し
て

も
お
札
が
入
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
神

社
の
神
札
は 

常
八
寸
（
二
四
、五
㎝
）
で
奉

製
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
購
入
す
る
場
合
は

必
ず
、
八
寸
（
二
四
、五
㎝
）
の
神
札
が
入
る

宮
形
を
選
ん
で
下
さ
い
。

　

ま
た
、
宮
形
を
乗
せ
る
棚
は
お
供
え
物
を

奉
る
場
所
を
確
保
す
る
た
め
奥
行
き
四
〇
㎝

は
と
っ
て
下
さ
い
。

（
不
明
な
場
合
は
神
社
で
ご
相
談
に
応
じ
ま

す
）

　（
神
札
）

　

宮
形
の
中
に
お
祀
り
す
る
神
札
は
、
次
の

三
種
類
と
な
り
ま
す
が
、
基
本
的
に
は
①
と

日本人の親子関係

神
輿
庫
屋
根
を
改
修

　

当
社
の
神
輿
二
基
を
納
め
る
神
輿
庫
の
屋

根
瓦
が
ズ
レ
て
天
井
ま
で
雨
漏
り
が
進
ん
で

い
る
の
を
発
見
し
、
昨
年
秋
総
代
会
に
は
か

り
屋
根
の
全 

改
修
を
行
う
事
と
な
っ
た
。

　

屋
根
地
、
タ
ル
木
、
瓦
を
全
て
新
調
し
年

末
ま
で
に
は
工
事
を
終
え
る
こ
と
が
で
き

た
。

　

改
修
前
は
本
葺
き
瓦
で
あ
っ
た
が
、
費
用

の 

で
平
葺
き
に
変
更
し
た
が
、
見
違
え
る

よ
う
に
綺
麗
に
な
っ
た
。

氏
神
神
社
神
札

天
照
皇
大
神
宮

崇
敬
神
社
神
札

天
照
皇
大
神
宮天

照
皇
大
神
宮

氏
神

崇
敬

一社造りの場合 三社造りの場合

②
を
お
祀
り
し
ま
す
。

①
神
宮
大
麻
（
伊
勢
神
宮
の
神
札
）

②
氏
神
さ
ま
の
神
札
（
鶴
崎
神
社
神
札
）

③
そ
の
他
崇
敬
す
る
神
社
の
神
札

　

祀
り
方
は
左
図
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
又

一
社
造
り
の
場
合
は
神
札
を
重
ね
て
お
祀
り

下
さ
い
。

（
神
札
は
神
社
に
随
時
用
意
し
て
あ
り
ま
す
） 屋根の修理が終わった神輿庫
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今
年
も
、
同
様
境
内
で
紅
白
の
餅
つ
き
、

社
務
所
で
は
甘
酒
接
待
、
拝
殿
で
は
神
酒
の

接
待
が
行
わ
れ
た
。

　

特
に
昨
年
餅
つ
き
が
好
評
で
あ
っ
た
た
め
、

今
年
は
倍
の
六
〇
㎏
の
餅
米
を
用
意
し
た
が
、

瞬
く
間
に
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、

恒
例
の
干
支
「
折
り
紙
」
は
折
り
紙
愛
好
家

の
光
森
康
郎
氏
を
招
聘
し
同
氏
の
オ
リ
ジ
ナ

ル
羊
を
展
示
し
た
。

（１） （４）

祭
事
暦

　

天
満
宮
は
、
早
島
町
長
津
松
ヶ
岡
の
小
高
い
丘

の
上
に
当
社
の
飛
び
地
境
内
神
社
と
し
て
祀
ら
れ

て
い
る
。

　

こ
の
地
は
古
く
に
は
古
城
が
あ
っ
て
、
丘
の
南

に
は
天
水
神
を
祀
っ
た
岩
が
残
っ
て
い
た
。

　

そ
の
後
、
延
喜
四
年
（
九
〇
四
・
平
安
）
に
太

宰
府
天
満
宮
か
ら
菅
原
神
を
勧
請
し
、
近
郷
の
人
々
の
厚
い

崇
敬
が
あ
っ
た
。
明
治
三
十
八
年
に
は
鎮
座
一
千
年
祭
を
執

行
し
、
そ
の
記
念
と
し
て
境
内
に
記
念
碑
を
建
立
し
て
い

る
。

　

祭
神
の
菅
原
道
真
公
は
学
者
で
あ
り
政
治
家
で
あ
っ
た
。

宇
多
・
醍
醐
天
皇
に
重
用
さ
れ
、
右
大
臣
に
ま
で
昇
進
し
た

が
、
政
敵
藤
原
時
平
の
中
傷
に
よ
っ
て
京
都
か
ら
太
宰
府
に

左
遷
さ
れ
延
喜
三
年
（
九
〇
三
）
に
配
流
地
の
太
宰
府
に
お

い
て
客
死
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
以
後
京
都
に
お
い
て
激
し
い
落
雷
が
あ

り
、
火
災
が
相
次
い
で
お
こ
り
、
朝
廷
で
は
こ
れ
を
道
真
の

祟
り
と
し
て
恐
れ
、
没
後
二
十
年
に
し
て
、
道
真
を
本
官
に

復
し
て
正
二 

を
贈
り
、
火
雷
天
神
の
号
を
賜
っ
た
。

　

道
真
の
怨
霊
が
当
時
の
御
霊
信
仰
や
雷
信
仰
と
習
合
し

た
の
で
あ
る
が
、
祟
り
が
鎮
ま
っ
て
後
も
、
北
野
天
満
宮

と
太
宰
府
天
満
宮
を
拠
点
と
し
て
天
神
信
仰
が
広
ま
っ
て

行
っ
た
。
江
戸
時
代
に
は
幕
府
が
全
国
に
寺
子
屋
を
設
立
す

る
こ
と
を
奨
励
し
、
そ
の
精
神
的
中
心
と
し
て
道
真
公
の
分

霊
を
祀
ら
せ
た
の
で
、
学
問
の
神
様
と
し
て
崇
め
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。

　
諸
祈
祷
・
出
張
祭
の
案
内

　

当
社
で
は
左
記
に
よ
り
随
時
ご
奉
仕

致
し
て
お
り
ま
す

♦
初
宮
詣
・
交
通
安
全
・
厄
除
・
安
産
・

　

家
内
安
全
・
当
病
平
癒
そ
の
他

♦
地
鎮
祭
・
上
棟
祭
・
家
移
清
祓
・
宅

　

神
祭
等

ご
希
望
の
方
は
前
も
っ
て
ご
連
絡

下
さ
い
。

摂末社巡拝

天　満　宮（長津）

五
月
十
七
日
（
土
）［
午
後
七
時
］

　
　

春
季
大
祭
宵
祭
（
露
店
あ
り
）

五
月
十
八
日
（
日
）［
午
前
十
時
］　

　
　
　

春
季
大
祭
【
供
膳
祭
】

七
月
三
十
日
（
水
）［
午
後
四
時
］　

　
　
　

夏
越
祭
【
輪
く
ぐ
り
祭
】（
露

　
　
　
　
　
　
　

店
あ
り
）

毎
月
一
日
（
午
前
九
時
）
月
次
祭

※
月
次
祭
に
お
詣
り
の
方
は
、
拝
殿

　

に
ご
昇
殿
下
さ
い
ま
し
て
祭
典
に

　

参
列
し
て
下
さ
い
。

表
参
道
に
提
灯
点
灯

　

夜
間
の
祭
典
時
に
表
参
道
が
暗
く
、 

行

に
危
険
が
伴
う
た
め
、
明
か
り
を
付
け
て

い
た
だ
き
た
い
と
の
要
望
が
あ
り
、
総
代

会
に
は
か
っ
た
と
こ
ろ
春
祭
、
夏
祭
、
秋

祭
、
正
月
の
年
四
回
仮
設
の
提
灯
を
点
灯

す
る
事
と
な
っ
た
。

　

早
速
昨
年
の
春
祭
か
ら
沿
道
の
方
々
の

ご
理
解
、
ご
協
力
を
い
た
だ
き
点
灯
し
た

と
こ
ろ
、
暗
か
っ
た
参
道
が
見
違
え
る
程

明
る
く
な
り
、
加
え
て
お
祭
り
気
分
も
盛

り
上
が
り
、
参
拝
者
か
ら
の
「
自
転
車
や

歩
行
者
も
安
心
し
て
歩
け
ま
す
」
と
の
喜

び
の
声
が
伝
わ
っ
て
き
た
。

　

今
後
も
工
夫
を
し
な
が
ら
続
け
て
行
き

た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

平
成
十
五
年
は
穏
や
か
な
年
明
け
と

な
っ
た
。

境内に展示された折り紙の羊

好
天
に
恵
ま
れ

三
千
人
が
参
拝
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