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謹
啓　

御
首
の
杜
も
深
緑
に
囲
ま
れ
新
し
い
息
吹
き
が
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
。

　

昨
年
同
様
本
年
も
暖
冬
の
影
響
で
春
の
訪
れ
が
早
く
、
四
月
二
日
の

例
祭
に
は
多
数
の
氏
子
及
び
崇
敬
者
の
御
参
列
を
賜
り
桜
花
舞
い
散
る

中
に
も
厳
粛
に
祭
典
が
斎
行
出
来
ま
し
た
こ
と
を
衷
心
よ
り
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

　

去
る
二
月
、
天
皇
・
皇
后
両
陛
下
に
お
か
せ
ら
れ
ま
し
て
は
長
野
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
冬
季
競
技
大
会
開
会
式
に
御
臨
席
に
な
ら
れ
名
誉
総
裁
と

し
て
開
会
を
宣
言
せ
ら
れ
ま
し
た
。
善
光
寺
の
鐘
の
音
で
開
幕
、
次
い

で
諏
訪
大
社
の
「
建
御
柱
行
事
」
を
披
露
。
連
日
熱
戦
が
繰
り
広
げ
ら

れ
た
結
果
、
我
が
国
の
善
戦
に
は
目
を
み
は
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

　

又
、
後
日
開
催
の
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
は
日
本
選
手
の
活
躍
が
目
立

ち
、
障
害
を
忘
れ
さ
せ
る
よ
う
な
敢
闘
ぶ
り
に
は
国
民
全
て
が
感
激
を

覚
え
ら
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

一
方
、
我
が
国
の
政
治
・
経
済
・
社
会
は
非
常
な
混
迷
を
極
め
て
お

り
真
に
憂
え
る
べ
き
社
会
情
勢
で
あ
り
ま
す
。

　

前
述
の
「
建
御
柱
行
事
」
の
背
景
に
は
先
祖
か
ら
の
伝
統
を
忠
実
に

継
承
す
る
姿
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
現
代
日
本
の
又
、
日
本
人
の
状
況

は
こ
の
姿
を
壊
失
し
た
時
点
か
ら
狂
い
始
め
て
き
た
と
い
え
る
で
し
ょ

う
。

　

草
や
木
に
気
候
風
土
が
あ
る
よ
う
に
、
人
の
生
活
に
も
ふ
さ
わ
し
い

し
い
風
土
習
慣
が
あ
る
筈
で
す
。
今
こ
そ
永
年
に
渡
っ
て
培
わ
れ
て
来

た
日
本
の
伝
統
を
見
つ
め
直
し
、
確
実

に
後
世
に
継
承
し
て
ゆ
く
努
力
を
せ
ね

ば
な
ら
な
い
時
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
皆
様
の
ご
健

勝
と
御
多
幸
を
祈
念
い
た
し
ま
し
て
御

挨
拶
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

御 

挨 

拶

宮　

司

三　

浦　
　

篤
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「
人
生
と
四
季
」

　

山
紫
水
明
に
恵
ま
れ
た
我
が
国
は
「
敷
島
の
国
」
と
昔
か
ら
云
わ
れ
て
い
ま
す

が
「
四
季
島
」
の
文
字
を
当
て
て
み
て
は
如
何
で
し
ょ
う
か
。
春
夏
秋
冬
の
区
別

が
は
っ
き
り
と
現
わ
れ
、
時
節
折
々
の
神
の
心
を
最
も
美
し
く
映
し
出
す
の
が
日

本
で
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
一
年
に
四
季
の
別
が
あ
る
よ
う
に
一
日
も
夜
朝
昼
夕
と
言
う
四
つ
の
言
葉

で
別
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
夜
朝
昼
夕
に
も
そ
れ
ぞ
れ
自
然
の
言
葉
と
味
が
あ
り
ま

す
。

　

こ
の
意
味
に
お
い
て
一
日
は
一
年
の
縮
図
で
あ
り
、
人
生
の
縮
図
で
も
あ
る
の

で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

＝
夜　

の　

道
＝

　

夜
と
は
草
木
を
始
め
動
植
物
が
冬
眠
に
入
る
時
期
で
あ
り
、
春
に
な
る
前
で
一

日
で
云
え
ば
朝
を
生
み
出
す
世
界
な
の
で
す
。
そ
し
て
人
間
に
と
っ
て
は
全
く
無

意
識
の
世
界
、
つ
ま
り
「
神
に
寄
る
」
世

界
で
あ
っ
て
体
を
全
面
的
に
神
に
預
け
て

眠
り
に
つ
き
、
朝
に
備
え
る
世
界
で
あ
り

ま
す
。
夜
は
又
人
間
が
生
き
た
ま
ま
死
の

世
界
を
体
験
出
来
る
こ
と
も
神
か
ら
与
え

ら
れ
た
真
理
な
の
で
す
。

　

古
代
人
は
「
お
や
」
と
云
う
こ
と
ば
に

「
意
夜
」
と
云
う
字
を
当
て
て
い
ま
す
。

意
夜
と
は
夜
を
思
う
こ
と
な
の
で
す
。

　
　
　

蚊
の
あ
と
を
数
え
な
が
ら
も
添
い
寝
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

母
の
ま
こ
と
の
あ
た
た
か
き
か
も

　

坊
や
が
死
ん
だ
よ
う
に
眠
っ
て
い
る
。
し
か
し
添
い
寝
の
母
親
は
決
し
て
眠
っ

て
は
い
な
い
。
母
親
は
無
意
識
の
う
ち
に
も
坊
や
を
守
ろ
う
と
し
て
い
る
。
誠
に

親
な
れ
ば
こ
そ
の
姿
で
あ
り
神
々
し
い
姿
で
あ
り
ま
す
。
人
は
毎
日
眠
っ
て
い
る

又
、
人
は
毎
日
死
ん
で
い
る
そ
し
て
再
び
朝
生
ま
れ
る
の
で
す
。

　
　

＝
朝　

の　

道
＝

　

朝
と
は
動
植
物
が
長
い
冬
眠
か
ら
目
覚

め
、
春
の
息
吹
き
を
始
め
る
時
期
だ
と
云

え
ま
し
ょ
う
。
人
間
で
は
夜
の
無
意
識
の

眠
り
の
靈
の
世
界
か
ら
現
世
に
産
ま
れ
替

わ
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
こ
れ
が
朝

な
の
で
す
。
朝
は
一
日
の
始
ま
り
で
あ
り

ま
す
。
日
本
人
は
昔
か
ら
朝
ふ
と
ん
か
ら

起
き
上
が
っ
た
と
云
わ
ず
、
床
か
ら
起
き
上
る
と
云
い
ま
す
。
古
事
記
の
「
あ
め

つ
ち
の
始
め
」
の
く
だ
り
に
五
柱
の
神
の
最
後
に
「
天
之
常
立
神
」
が
出
現
さ
れ

た
と
あ
り
、
人
生
で
云
え
ば
こ
の
世
に
生
ま
れ
出
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

朝
と
云
う
字
は
十
日
十
月
と
書
い
て
い
る
。
人
間
は
十
月
と
十
日
で
母
親
の
胎

内
か
ら
生
ま
れ
出
て
く
る
。
朝
は
ま
さ
に
生
ま
れ
替
わ
り
の
時
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

＝
昼　

の　

道
＝

　

人
生
は
青
春
期
か
ら
壮
年
期
に
か
け
て
は
最
も
華
や
か
な
時
代
で
す
。
人
間
の

力
は
こ
の
時
代
に
於
い
て
最
大
限
に
発
揮
さ
れ
る
訳
で
、
一
年
で
言
え
ば
心
身
共

に
自
由
奔
放
に
活
動
出
来
る
夏
に
相
当
す
る
も
の
で
、
一
日
の
道
に
於
い
て
は
朝

か
ら
昼
に
か
か
る
道
が
人
生
の
活
動
と
符
合
す
る
訳
で
あ
り
ま
す
。
昼
の
道
と
は

夜
に
繋
が
る
道
で
す
。
夜
に
な
る
道
は
親
に
な
る
道
で
「
意
夜
」
の
世
界
で
あ
り

神
に
任
せ
き
る
世
界
な
の
で
す
。

　

世
の
中
で
独
身
は
自
分
の
事
だ
け
し
か
考
え
な
い
の
で
呑
気
で
あ
り
ま
す
。
夫

婦
に
な
れ
ば
苦
労
も
増
え
、
子
供
が
で
き
る
と
尚
更
で
す
が
可
愛
い
故
に
我
が
子

の
為
に
尽
く
す
こ
と
を
惜
し
み
ま
せ
ん
。

昼
か
ら
夜
に
な
る
道
と
は
子
供
の
世
界
か

ら
親
の
世
界
に
成
長
す
る
道
な
の
で
す
。

　
　
　
　
　

＝
タ　

の　

道
＝

　

春
に
咲
い
た
花
が
秋
に
は
た
わ
わ
な
実

を
結
び
来
る
べ
き
長
い
冬
を
迎
え
る
準
備

の
期
間
で
、
一
日
で
言
え
ば
夕
方
で
あ
り

人
生
で
言
え
ば
老
境
に
さ
し
か
か
っ
た
時
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ち
ょ
っ
と
一
言

な
の
で
す
。
人
は
大
晦
日
を
最
後
と
し
て

一
年
の
総
決
算
を
す
る
よ
う
に
老
境
に
入

っ
た
人
生
は
過
去
の
善
悪
を
清
算
し
、
そ

の
帳
じ
り
を
持
っ
て
あ
の
世
に
旅
立
つ
訳

で
あ
り
ま
す
。
夕
と
は
一
日
の
結
論
で
あ

り
、
終
日
働
い
た
人
々
の
善
悪
は
清
算
さ

れ
て
夜
の
道
を
通
っ
て
明
日
の
新
し
い
世

界
に
再
び
生
ま
れ
出
る
の
で
す
。

　

老
境
に
入
っ
た
人
が
過
去
を
見
つ
め
て
「
あ
ん
な
こ
と
を
す
る
の
で
は
な
か
っ

た
」
と
大
い
に
反
省
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
出
来
る
な
ら
ば
道
を

戻
っ
て
や
り
直
し
も
し
た
い
と
考
え
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
一
日
の
時
間
を

無
駄
に
過
ご
せ
ば
一
年
が
無
駄
に
な
り
、
や
が
て
は
生
涯
も
無
駄
に
過
ぎ
て
行
く

こ
と
で
し
ょ
う
。
も
し
無
駄
に
気
が
付
き
正
し
い
道
の
通
り
直
し
を
し
よ
う
に
も

時
間
だ
け
は
待
っ
て
は
く
れ
ま
せ
ん
。
ま
さ
に
時
は
金
な
り
、
い
や
時
は
神
な
り

な
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　

＝
神　

に　

寄　

る　

道
＝

　

目
的
意
識
の
無
い
人
が
今
日
一
日
全
く
邪
道
を
歩
ん
だ
と
気
付
か
ず
に
終
っ
た

道
に
は
決
し
て
神
は
味
方
し
な
い
で
し
ょ
う
。
で
は
人
間
と
し
て
過
っ
た
道
が
許

さ
れ
る
術
は
他
に
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
神
の
ま
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

神
は
人
間
に
逃
れ
る
べ
き
道
を
与
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
一
日
に
於
け
る
眠
り

の
世
界
で
あ
り
、
人
間
の
一
生
に
於
い
て
は
死
の
世
界
で
あ
り
神
に
委
ね
る
世
界

な
の
で
あ
り
ま
す
。
終
日
人
の
道
を
踏
み
外
し
た
者
も
、
世
の
為
人
の
為
に
捧
げ

つ
く
し
た
人
々
も
、
新
し
い
明
日
と
云
う
無
垢
の
世
界
に
生
ま
れ
変
わ
る
の
で
す
。

し
か
し
人
間
は
昨
日
か
ら
の
「
過
去
帳
」
を
運
命
と
し
て
持
っ
て
く
る
訳
で
あ
り

ま
す
。
「
徳
」
と
い
う
過
去
帳
を
持
参
す
る
か

「
罪
」
と
云
う
過
去
帳
を
も
っ
て
来
る
か
は
毎

日
の
各
自
が
通
っ
た
道
に
か
か
っ
て
い
る
の
で

す
。

　

私
達
は
少
し
で
も
多
く
の
「
徳
」
の
過
去
帳

を
持
参
出
来
る
よ
う
努
力
し
、
次
世
代
の
人
々

に
余
徳
と
し
て
引
き
継
ぎ
を
し
た
い
も
の
で
す
。　
　

禰
宜　
　

上
松　

雅
之

こ
ん
に
ち
は
、
社
務
所
よ
り
一
言

御
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

　

受
付
等
で
、
当
社
で
御
渡
し
し

て
お
り
ま
す
、
撤
饌
（
お
さ
が
り
）

等
を
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
と
皆
様

か
ら
よ
く
お
尋
ね
が
あ
り
ま
す
の

で
お
答
え
い
た
し
ま
す
。

　

撤
饌
は
最
初
に
御
神
前
に
御
供

へ
し
て
、
大
神
様
に
召
し
上
が
っ

て
戴
い
た
御
神
物
で
あ
り
ま
す
。

自
宅
の
神
棚
に
御
供
へ
さ
れ
る
方

も
お
ら
れ
る
様
で
す
が
、
大
神
様

の
御
神
徳
を
戴
く
つ
も
り
で
神
棚

に
お
供
へ
し
た
後
は
、
御
自
分
で

或
い
は
御
家
族
で
召
し
上
が
っ
て

頂
く
こ
と
を
お
勧
め
致
し
ま
す
。

　

ま
た
撤
饌
の
包
み
や
当
神
社
か
ら
送
付
し
ま
し
た
手
紙
等
を
大
切
に
保
存
し
て

頂
き
、
返
納
さ
れ
る
方
も
お
ら
れ
ま
す
が
御
家
庭
で
処
分
し
て
も
ら
っ
て
も
差
し

支
え
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
神
社
名
が
記
入
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、
処
分
さ
れ

る
の
が
恐
れ
多
い
と
思
わ
れ
ま
し
た
ら
返
納
し
て
項
い
て
結
構
で
す
。

　

さ
て
、
御
神
符
・
御
守
り
等
は
授
与
さ
れ
ま
し
た
神
社
・
仏
閣
に
返
納
し
て
い

た
だ
く
の
が
本
来
の
姿
で
あ
り
ま
す
。
当
神
社
の

場
合
、
仏
教
系
の
お
守
り
・
祈
祷
符
等
の
返
納
は

お
断
り
致
し
て
お
り
ま
す
の
で
悪
し
か
ら
ず
ご
了

承
下
さ
い
ま
せ
。

　

御
家
庭
に
ど
の
よ
う
に
扱
え
ば
よ
い
の
か
、
わ

か
ら
な
い
物
が
あ
り
ま
し
た
ら
神
社
に
御
参
拝
さ

れ
た
折
、
社
務
所
に
尋
ね
て
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

権
禰
宜　
　

谷
口　

哲
也

(3)
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お
邪
魔
し
ま
～
す

＊　

こ
の
度
は
長
年
に
渡
っ
て
当
神
社
の
掲
示
板
に

明
治
天
皇
御
製
を
書
い
て
頂
い
て
い
る
荒
尾
町
に
お

住
ま
い
の
柳
瀬
茂
樹
さ
ん
宅
を
訪
問
い
た
し
ま
し
た

上　

松　

何
時
も
お
世
話
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
長

い
間
御
製
を
お
書
き
に
な
っ
て
い
ま
す
と
色
々
ご
苦

労
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

柳　

瀬　

い
え
い
え
、
趣
味
程
度
の
こ
と
で
お
恥
し

い
で
す
が
ま
あ
楽
し
ん
で
や
っ
て
ま
す
。

上　

松　

と
ん
で
も
あ
り
ま
せ
ん
ご
立
派
な
書
で
い

つ
も
感
心
し
て
詠
ま
せ
て
も
ら
っ
て
ま
す
。
と
こ
ろ

で
毎
月
一
首
の
短
歌
を
書
い
て
頂
く
訳
で
す
が
、
ど

な
た
か
先
生
に
習
っ
て
お
ら
れ
ま
す
か
？

柳　

瀬　

実
は
近
く
の
書
道
の
先
生
の
お
手
本
に
従

っ
て
書
か
せ
て
も
ら
っ
て
ま
す
。

上　

松　

そ
れ
で
は
完
成
さ
れ
る
迄
何
枚
ぐ
ら
い
練

習
さ
れ
ま
す
か
？

柳　

瀬　

そ
う
で
す
ね
、
三
十
枚
か
ら
五
十
枚
で
す

ね
え
理
想
と
し
て
は
百
枚
ぐ
ら
い
で
し
ょ
う
。
そ
う

す
る
と
納
得
の
い
く
作
品
が
出
来
ま
す
。

上　

松　

「
え
え
っ
」
そ
れ
は
す
ご
い
枚
数
で
す
ね

こ
れ
は
努
力
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
で
す
。
そ
こ

で
書
に
臨
ま
れ
る
時
の
心
が
ま
え
は
い
か
が
な
も
の

で
し
ょ
う
か
？

柳　

瀬　

明
治
天
皇
の
御
製
は
大
変
解
り
易
い
歌
で

す
の
で
、
お
手
本
を
書
い
て
も
ら
う
時
点
で
本
来
の

歌
よ
り
易
し
く
誰
に
で
も
読
め
る
よ
う
に
、
そ
し
て

誠
心
誠
意
書
か
せ
て
も
ら
っ
て
お
り
ま
す
。

上　

松　

成
る

程
、
そ
の
誠
実

さ
が
作
品
に
表

わ
れ
て
い
る
と

思
い
ま
す
。

そ
こ
で
書
道
は

何
時
頃
か
ら
始

め
ら
れ
ま
し
た

か
？

柳　

瀬　

平
成
三
年
に
近
く
の
地
区
セ
ン
タ
ー
で
、

毎
月
行
わ
れ
る
書
道
教
室
に
通
い
始
め
た
の
が
き
っ

か
け
な
ん
で
す
。

上　

松　

そ
う
で
す
か
、
七
年
間
実
に
根
気
よ
く
通

っ
て
お
ら
れ
ま
す
ね
え
。

柳　

瀬　

え
え
、
季
節
に
よ
っ
て
は
多
忙
を
極
め
る

時
が
あ
り
ま
す
が
、
御
製
の
依
頼
を
引
き
受
け
た
限

り
に
は
責
任
が
あ
り
ま
す
の
で
途
中
で
止
め
る
訳
に

は
ま
い
り
ま
せ
ん
（
笑
い
）
そ
し
て
目
標
が
あ
る
と

自
分
の
励
み
に
も
な
る
も
の
で
す
よ
。

上　

松　

春
と
秋
の
農
繁
期
な
ど
は
非
常
に
ご
迷
惑

を
お
か
け
す
る
と
は
思
い
ま
す
が
？

柳　

瀬　

農
繁
期
に
は
家
内
や
家
族
の
者
に
も
余
分

な
負
担
を
か
け
る
結
果
と
は
な
り
ま
す
が
、
極
力
そ

う
云
う
こ
と
は
避
け
る
よ
う
に
し
て
お
り
ま
す
。

上　

松　

色
々
な
か
た
ち
で
お
仕
事
に
し
わ
寄
せ
が

い
く
こ
と
で
し
ょ
う
が
、
特
に
奥
さ
ま
に
は
御
苦
労

を
お
掛
け
し
て
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。

柳　

瀬　

私
共
は
一
家
挙
げ
て
「
み
く
び
さ
ん
」
を

信
奉
い
た
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
神
社
の
ご
用
な
ら

最
優
先
を
さ
せ
て
も
ら
っ
て
ま
す
。　
　
　
　
　

上　

松　

そ
う
で
す
か
。
誰
で
も
口
で
は
簡
単
に
言

え
ま
す
け
ど
、
実
行
と
な
る
と
な
か
な
か
出
来
に
く

い
も
の
で
す
が
、
ご
一
家
揃
っ
て
ご
協
力
い
た
だ
き

ま
し
て
本
当
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。

柳　

瀬　

ま
あ
毎
日
健
康
で
暮
ら
せ
る
の
も
「
み
く

び
さ
ん
」
の
お
陰
だ
と
思
い
ま
し
て
、
微
力
で
す
け

れ
ど
奉
仕
を
さ
せ
て
も
ら
っ
て
ま
す
。

上　

松　

毎
月
決
め
ら
れ
た
題
材
に
万
難
を
排
し
て

ご
協
力
下
さ
っ
て
い
る
こ
の
御
苦
労
を
、
詠
ま
れ
る

皆
さ
ん
が
汲
み
と
っ
て
項
け
れ
ば
幸
せ
で
す
ね
。

柳　

瀬　

こ
れ
か
ら
も
体
力
の
続
く
限
り
協
力
さ
せ

て
頂
く
つ
も
り
で
す
。

上　

松　

今
後
と
も
末
永
く
ご
協
力
頂
き
ま
す
よ
う

お
願
い
い
た
し
ま
す
。
本
日
は
お
忙
し
い
処
有
難
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。　
　
　

禰
宜　
　

上
松　

雅
之

崇
敬
会
入
会
の
御
案
内

　

御
首
神
社
崇
敬
会
は
、
昭
和
六
十
二
年
の
御
遷
座

を
契
機
に
結
成
さ
れ
て
よ
り
、
全
国
各
地
の
崇
敬
者

の
皆
様
の
無
病
息
災
・
家
内
安
全
・
生
業
繁
盛
並
び

に
子
孫
の
繁
栄
を
、
御
首
の
大
神
様
に
祈
願
致
し
て

ま
い
り
ま
し
た
。

　

御
首
神
社
の
御
神
徳
に
感
謝
し
当
社
を
崇
敬
さ
れ

る
方
は
、
ど
な
た
で
も
入
会
出
来
ま
す
。
御
参
拝
の

折
、
社
務
所
に
て
お
申
し
出
下
さ
い
。

　

ま
た
、
郵
便
に
て
も
受
付
出
来
ま
す
の
で
申
込
用

紙
を
御
請
求
頂
け
れ
ば
、
お
送
り
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

　

尚
、
詳
し
い
案
内
書
は
社
務
所
に
御
座
い
ま
す
の

で
お
気
軽
に
お
越
し
下
さ
い
。

(4)
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病
気
平
癒
と
健
康
祈
願

祭
事
報
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

　

当
日
は
生
憎
の
雨
模
様
と
な
り
、
例
年
で
し
た
ら

日
没
頃
ま
で
浄
火
が
燃
え
て
お
り
ま
す
が
今
年
は
少

し
寂
し
い
お
焚
き
上
げ
と
な
り
ま
し
た
。

　

さ
て
、
昨
今
の
環
境
問
題
で
各
神
社
の
左
義
長
等

で
返
納
物
を
お
焚
き
上
の
際
、
有
害
物
質
発
生
を
極

力
避
け
る
よ
う
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

当
社
で
も
分
別
整
理
し
て
お
焚
き
上
げ
を
い
た
し

ま
し
た
。

▼
浄
火
祭　
　
　
　

二
月　
　

三
日　

午
前
十
時

▼
祈
年
祭　
　
　
　

二
月
二
十
二
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　
　

五
日　

午
後
三
時

▼
農
休
み
祭　
　
　

六
月　

十
四
日　

午
後
三
時

　

神
道
で
の
病
気
平
癒
祈
願
は
、
平
安
時
代
後
期
頃

よ
り
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
当
時
は
願
掛
（
が
ん
か
け
）
と
言
い
、
一
定
の

目
的
を
も
っ
て
神
佛
に
祈
願
を
籠
め
る
通
俗
的
な
風

習
で
、
そ
の
形
式
は
、
対
象
と
す
る
神
仏
及
び
念
願

の
種
類
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

　

例
え
ば
病
夫
の
平
癒
を
祈
る
妻
は
、
そ
の
髪
を
断

っ
て
捧
げ
、
眼
病
に
悩
む
者
は
［
め
］
の
字
を
書
い

た
絵
馬
を
、
禁
酒
を
誓
う
者
は
そ
の
意
味
を
現
わ
し

た
額
な
ど
を
あ
げ
又
、
特
殊
な
重
い
願
い
に
は
百
度

参
り
千
度
参
り
を
し
て
祈
願
を
掛
け
、
祈
願
成
就
の

時
は
願
ほ
ど
き
と
稱
え
て
、
特
別
の
報
賽
を
行
な
っ

て
い
ま
し
た
。

　

参
詣
の
仕
方
に
は
月
詣
・
百
日
詣
・
百
社
詣
・
裸

詣
・
丑
の
刻
詣
等
が
あ
り
、
中
で
も
「
お
百
度
」
は

神
に
祈
願
す
る
た
め
に
百
度
参
詣
す
る
こ
と
で
、
百

日
続
け
て
参
詣
し
た
の
で
あ
り
そ
の
風
習
も
永
く
存

続
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
一
方
で
は
、
何
時
し
か
一
日

に
百
度
参
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

現
在
我
が
国
は
長
寿
国
で
あ
り
生
活
も
豊
か
に
な

り
ま
し
た
が
、
神
社
で
祈
願
を
さ
れ
る
方
が
後
を
断

ち
ま
せ
ん
。
日
々
健
康
に
楽
し
く
生
活
出
来
て
い
て

も
、
近
代
最
も
恐
い
病
気
「
癌
・
糖
尿
病
・
心
臓
病
・

脳
梗
塞
・
痴
呆
症
等
」
に
身
内
の
者
が
患
り
ま
す
と
、

本
人
は
勿
論
の
事
家
族
親
族
に
ま
で
大
変
つ
ら
い
生

活
を
強
い
ら
れ
る
事
に
な
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
恐

怖
を
抱
き
な
が
ら
の
暮
ら
し
に
は
誰
も
が
精
神
的
重

庄
を
受
け

る
も
の
で

す
。

　

病
気
で

つ
ら
い
生

活
を
送
っ

て
い
る
方

は
、
病
気

平
癒
の
御

祈
祷
を
是

非
お
受
け

頂
き
ま
し

て
、
神
の

道
に
背
く

事
無
く
正

し
い
心
持
ち
で
病
気
と
仲
良
く
付
き
合
い
、
日
々
楽

し
く
暮
ら
し
て
行
く
こ
と
が
平
癒
に
導
い
て
行
く
近

道
だ
と
思
い
ま
す
。

　

健
康
な
方
は
、
健
康
に
感
謝
し
「
ま
こ
と
」
の
心

を
忘
れ
ず
災
禍
か
ら
身
を
護
り
、
身
心
共
に
鍛
え
て

平
穏
に
永
く
過
ご
せ
る
よ
う
神
社
に
参
拝
し
、
お
祓

い
を
受
け
て
頂
き
ま
し
て
、
大
神
様
の
御
神
徳
を
戴

き
、
身
も
心
も
清
々
し
い
気
持
で
日
々
精
進
さ
れ
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
当
神
社
で
は
、
御
祈
祷
の

受
付
を
午
前
九
時
よ
り
午
後
五
時
頃
ま
で
、
毎
日
執

り
行
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

尚
、
郵
便
に
て
も
受
付
致
し
て
お
り
ま
す
の
で
社

務
所
宛
ご
一
報
下
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

権
祢
宜　
　

高
田　

豊
彦
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祭 
事 

案 

内

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

▼
西
宮
神
社
例
祭　
　

七
月
十
七
日
午
後
三
時

▼
末
広
稲
荷
神
社
例
祭
八
月　

二
日
午
後
三
時

▼
夏
越
大
祓
（
茅
の
輪
く
ぐ
り
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
月　

二
日
午
後
三
時
半

　

夏
越
大
祓
は
、
日
常
生
活
に
於
い
て
知
ら
ず
知
ら

ず
受
け
犯
し
て
い
る
、
半
年
間
の
罪
や
穢
れ
を
祓
い

清
め
て
、
災
厄
を
逃
れ
幸
福
を
得
む
と
す
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。

　

当
神
社
で
は
皆
様

方
の
罪
穢
を
託
さ
れ

た
人
形
を
大
祓
神
事

に
よ
り
、
忌
み
火
に

て
お
焚
き
上
げ
致
し

ま
す
の
で
、
多
数
ご

参
列
頂
き
ま
し
て
身

も
心
も
清
々
し
い
気

持
で
、
除
穢
招
福
・

健
康
長
寿
の
御
神
徳

を
戴
か
れ
、
暑
い
夏

を
無
事
に
過
ご
し
て

項
き
ま
す
よ
う
心
よ

り 

お 

祈 

り 

致
し
ま

す
。

  

人
形
は
、
拝
殿
前･

社
務
所
等
に
用
意
し

て
あ
り
ま
す
が
各
自

奉
製
さ
れ
た
人
形
で

も
受
付
致
し
ま
す
の

で
、
住
所
・
氏
名
・

※
人
形
（
ひ
と
が
た
）

　
　
　
　
　

に
つ
い
て
一
言　

自
分
自
身
の
身
代
わ
り
と

し
て
人
形
に
罪
穢
を
託
し

（
人
形
で
身
体
を
撫
で
る
）

息
を
三
度
吹
き
か
け
て
住

所
、
氏
名
、
年
齢
、
性
別

を
お
書
き
の
上
受
付
迄
お

申
し
出
下
さ
い

年
齢
等
、
詳
細
を
明
記
の
上
、
郵
送
又
は
社
務
所
迄

ご
持
参
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。

　

尚
、
当
日
は
混
雑
致
し
ま
す
が
平
常
通
り
午
前
九

時
よ
り
午
後
五
時
頃
迄
、
病
気
平
癒
を
始
め
健
康
祈

願
・
交
通
安
全
等
諸
祈
願
の
御
祈
祷
を
随
時
行
な
っ

て
お
り
ま
す
の
で
、
社
務
所
ま
で
お
越
し
下
さ
い
。

▼
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

▼
七
五
三
祭　
　
　

十
一
月
一
日　

～　

三
十
日

　

七
五
三
の
お
祭
り
は
、
日
本
古
来
よ
り
の
人
生
儀

礼
の
一
つ
で
あ
り
、
子
供
の
成
長
過
程
に
節
目
を
つ

け
御
神
前
に
無
事
成
長
を
ご
報
告
し
又
、
大
神
様
の

御
守
護
を
戴
き
お
祝
い
を
す
る
お
祭
で
す
。
大
切
な

お
子
様
の
記
念
す
べ
き
七
五
三
の
お
参
り
を
、
当
神

社
で
は 

職  

員
一
同 

心
よ
り
お
待
ち
致
し
て
お
り
ま

す
。

　

又
、
十
五
日
（
日
曜
日
）
に
御
祈
祷
を
受
け
ら
れ

る
方
に
は
、
記
念
撮
影
券
と
コ
リ
ン
ト
ゲ
ー
ム
券
を

お
渡
し
い
た
し
ま
す
の
で
、
楽
し
い
一
時
を
お
過
ご

し
下
さ
い
ま
せ
。

　

但
し
雨
天
の
場
合
は
中
止
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

▼
崇
敬
会
大
祭　
　

十
一
月
三
日　
　

午
後
二
時

　

大
神
様
の
御
守
護
を
戴
き
、
ご
家
族
の
無
病
息
災

・
家
内
安
全
並
び
に
子
孫
の
繁
栄
を
ご
祈
願
申
し
上

げ
る
崇
敬
会
合
貝
の
年
に
一
度
の
大
祭
で
す
。

　

尚
、
当
日
入
会
さ
れ
て
も
大
祭
に
参
列
出
来
ま
す

の
で
、
ご
近
所
の
方
・
ご
友
人
等
お
誘
い
合
わ
せ
の

上
多
数
ご
参
拝
頂
き
ま
す
よ

う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

▼
新
嘗
祭

　

十
一
月
二
十
三
日　

一

　
　
　
　
　
　

午
後
三
時

　

　

当
社
で
は
、
こ
の
社
報
を
よ
り
一
層
崇
敬
者
の
方
々

に
有
意
義
で
あ
る
よ
う
努
力
致
し
た
く
存
じ
ま
す
の
で

御
意
見
・
御
希
望
・
寄
稿
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
社

務
所
ま
で
御
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

権
禰
宜　
　

高
田　

豊
彦
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