
昨
年
発
行
し
た
第
四
号
で
「
神
社
は
地
域
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
の
場
所
、
神
社
の
元
気
は
町
の
元
気
」
と

い
う
ご
説
明
致
し
ま
し
た
。
今
回
は
神
社
の
も
う
一

つ
の
役
割
に
つ
い
て
ご
説
明
し
ま
す
。
そ
れ
は
か
つ

て
神
社
が
、
災
害
が
あ
っ
た
時
の
「
重
要
な
避
難
施

設
」
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
事
で
す
。

一
般
的
に
神
社
は
長
い
階
段
が
続
く
高
い
場
所
や
、

山
の
上
に
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
全
国
の
多
く
の
神
社

が
何
百
年
も
昔
に
建
て
ら
れ
た
建
物
ば
か
り
で
す
。

今
の
よ
う
に
重
機
や
便
利
な
道
具
が
あ
っ
た
時
代
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
資
材
を
運
ぶ
だ
け
で
も
大
変
だ
っ

た
は
ず
で
す
。
神
様
を
祀
る
だ
け
な
ら
、
も
っ
と
低

い
土
地
を
選
ん
で
建
物
を
高
く
す
る
だ
け
の
方
が
、

は
る
か
に
楽
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
な
の
に
何
故
わ

ざ
わ
ざ
高
い
場
所
を
選
ん
で
、
し
か
も
材
料
を
運
ん

で
ま
で
神
社
を
建
て
た
の
で
し
ょ
う
か
？

そ
の
理

由
が
顕
著
に
表
れ
た
の
が
「
東
日
本
大
震
災
」
で
す
。
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久山年神社

久
山
年
神
社
社
報

た
よ
し
の
杜
第七号

は
、
長
い
歴
史
の
中
で
色
々
な
災
害
を
経
験
し
『
こ

の
場
所
な
ら
何
が
起
こ
っ
て
も
安
全
だ
か
ら
、
こ
こ

に
神
社
を
建
て
る
よ
う
に
。
そ
し
て
万
が
一
の
時
に

は
神
社
へ
避
難
す
る
よ
う
に
し
な
さ
い
』
と
い
う
事

を
後
世
に
伝
え
て
く
れ
た
お
か
げ
で
、
高
い
所
に
神

社
が
残
っ
て
い
る
の
で
す
。

さ
ら
に
言
え
ば
昔
か
ら
神
社
仏
閣
と
い
え
ば
、
建
築

技
術
の
粋
を
集
め
て
作
ら
れ
た
建
物
ば
か
り
で
、
地

震
な
ど
の
揺
れ
に
も
強
い
建
築
方
法
で
建
て
ら
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
社
殿
の
周
り
に
は
様
々
な
樹
木
が
植

え
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
「
鎮
守
の
杜
」
を
形
成
す
る
こ

と
で
、
防
風
林
の
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
あ
ら

ゆ
る
災
害
を
想
定
し
た
結
果
、
現
在
の
よ
う
な
環
境

に
至
っ
て
い
る
訳
で
す
。

当
社
も
山
に
囲
ま
れ
た
長
い
階
段
の
上
に
社
殿
が
あ

り
ま
す
。
『
も
っ
と
平
ら
な
場
所
に
あ
れ
ば
楽
な
の

に
』
と
思
い
な
が
ら
毎
日
息
を
切
ら
し
て
登
る
階
段

で
す
が
、
前
記
の
よ
う
な
理
由
を
考
え
る
と
腑
に
落

ち
ま
す
。

今
年
も
三
月
十
一
日
を
迎
え
ま
し
た
。
あ
の
時
に
多

く
の
人
が
逃
げ
た
か
っ
た
神
社
の
高
台
か
ら
町
を
眺

め
な
が
ら
ご
奉
仕
す
る
毎
日
で
す
。

宮
司

本
田
孝
裕

フェイスブック インスタグラム ツイッター

『
神
社
の
役
割
②

ー
神
社
は
重
要
な
避
難
施
設
ー
』

あ
の
大
震
災
で
は
、
想
定
外
の
大
津
波
で
た
く
さ
ん

の
方
が
犠
牲
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
助
か
っ
た

人
々
は
高
台
へ
逃
げ
て
難
を
逃
れ
ま
し
た
が
、
津
波

が
止
ま
っ
た
場
所
を
線
引
き
し
て
い
く
と
、
そ
の
境

い
目
の
高
台
に
は
神
社
が
点
在
し
て
い
た
の
で
す
。

『
神
様
が
守
っ
て
く
れ
た
』
と
い
う
一
言
で
片
づ
け

る
事
も
で
き
ま
す
が
、
そ
こ
に
神
社
が
存
在
し
て
い

た
の
は
偶
然
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
何
百
年
も
前
に
同

じ
よ
う
な
大
津
波
を
経
験
し
た
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
ま

で
は
津
波
が
来
な
い
事
を
昔
の
人
た
ち
が
知
っ
て
い

て
、
そ
こ
に
神
社
を
建
て
て
い
た
訳
で
す
。

東
日
本
大
震
災
に
限
ら
ず
何
百
年
も
昔
の
先
人
た
ち

久山年神社の階段

お
か
げ
様
で
御
朱
印
を
お
受
け
に
来

社
さ
れ
る
方
が
増
え
て
き
ま
し
た
。

そ
れ
に
伴
い
ま
し
て
「
御
朱
印
帳
は

あ
り
ま
せ
ん
か
？
」
と
の
問
合
せ
も

増
え
て
き
ま
し
た
。

そ
こ
で
こ
の
度
、
御
朱
印
帳
の
取
り

扱
い
を
始
め
ま
し
た
。

ほ
と
ん
ど
の
御
朱
印
帳
が
一
種
一
冊

ず
つ
な
の
で
、
早
い
者
勝
ち
で
す
。

御
朱
印
帳
の
取
り
扱
い

始
め
ま
し
た

今
回
の

編
集
後
記
は
、
紙
面
の

都
合
上
お
休
み
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

（小）1500円
（大）1800円
（見開き用）3600円

世
界
的
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
が

拡
大
中
で
す
。
当
社
に
お
い
て
も
参
拝
者
の

健
康
に
配
慮
し
て
、
現
在
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
対
策
実
施
中
」
で
す
。

具
体
的
に
は
間
接
的
に
接
触
す
る
「
手
水
舎

の
柄
杓
を
二
～
三
時
間
お
き
に
ア
ル
コ
ー
ル

消
毒
」
し
て
お
り
、
そ
れ
で
も
柄
杓
に
触
れ

る
事
に
抵
抗
が
あ
る
人
の
た
め
に
、
手
水
舎

の
横
の
水
道
を
少
量
ず
つ
流
し
て
「
柄
杓
に

ふ
れ
な
く
て
も
手
を
清
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
よ
う
に
し
て
お
り
ま
す
。

手
水
舎
の
手
拭
き
用
タ
オ
ル
は
「
午
前
と
午
後
に
一
度
ず
つ
交
換
」
も
併
せ
て

行
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
「
鈴
緒
の
六
角
筒
部
分
を
二
～
三
時
間
お
き
に
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
」
を
実

施
、
鈴
緒
に
触
れ
る
事
に
抵
抗
が
あ
る
人
は
「
鈴
を
鳴
ら
さ
ず
に
お
参
り
く
だ

さ
い
」
と
の
注
意
書
き
を
社
殿
の
前
に
掲
示
し
て
お
り
ま
す
。

神
職
は
宮
司
一
人
の
み
で
す
。
来
訪
者
と
お
話
を
す
る
の
も
仕
事
の
一
部
の
た

め
、
失
礼
に
当
た
る
と
考
え
て
マ
ス
ク
は
着
用
し
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
通
常
は

社
務
所
に
常
駐
し
手
洗
い
・
う
が
い
を
数
時
間
ご
と
に
行
な
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
対
策
は
沈
静
化
す
る
ま
で
当
面
の
間
、
続
け
て
ま
い
り
ま
す
。
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二
月
九
日
（
日
）
令
和
に
な
っ
て
最
初
の
初
午
祭
（
は
つ

う
ま
さ
い
）
を
斎
行
い
た
し
ま
し
た
。

今
年
の
初
午
祭
も
企
業
の
代
表
者
な
ど
を
お
招
き
す
る
こ

と
は
叶
わ
ず
、
例
年
ど
お
り
の
初
午
祭
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
来
年
は
ご
招
待
で
き
る
よ
う
準
備
を
進
め
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

初
午
祭
限
定
御
朱
印
を
二
週
間
限
定
で
頒
布
致
し
ま
し
た
。

令
和
最
初
の
初
午
祭
を
斎
行

神
職
に
な
り
た
て
の
二
十
年
ほ
ど
前
に
は
、
ま
ば
ら

だ
っ
た
初
詣
の
参
拝
者
は
、
年
々
少
し
ず
つ
増
加
し

て
い
き
、
今
年
は
過
去
最
多
の
方
に
お
越
し
頂
き
ま

し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

創

成

館

高

等

学

校

硬

式

野

球

部

セ

ン

バ

ツ

出

場

！

毎
年
お
正
月
明
け
に
当
社
へ
「
必
勝
祈
願
」
に
来
ら
れ
る
創
成
館
高
等
学
校
硬
式
野
球
部
が
、
令
和

二
年
三
月
十
九
日(

木)

か
ら
開
催
さ
れ
る
第
九
十
二
回

選
抜
高
等
学
校
野
球
大
会
へ
九
州
代
表
と

し
て
出
場
し
ま
す
。

部
員
全
員
に
久
山
年
神
社
の
「
勝
守
」
を
お
渡
し
し
て
お
り
ま
す
。
甲
子
園

で
の
ご
活
躍
を
期
待
し
ま
す
。
皆
様
も
ど
う
ぞ
応
援
し
て
あ
げ
て
下
さ
い
。

祝

今
年
の
初
詣
は
過
去
最
多
の

方
に
お
越
し
頂
き
ま
し
た

お
伊
勢
さ
ま
・
氏
神
さ
ま
の

お
神
札
を
お
祀
り
し
ま
し
ょ
う

ふ

だ

お
伊
勢
様
と
氏
神
さ
ま
の
お
神
札
は
家
族
の

幸
せ
を
願
う
お
神
札
で
す
。
朝
に
は
一
日
の

無
事
を
願
い
、
夕
に
は
そ
れ
に
感
謝
し
ま
す
。

ご
家
族
全
員
で
手
を
合
わ
せ
る
こ
と
は
家
族

の
絆
を
強
め
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
ご
家

族
そ
ろ
っ
て
幸
せ
を
お
祈
り
し
ま
し
ょ
う
。

新
た
に
お
神
札
を
受
け
て
頂
い
た
方
へ
特
製

の
神
棚
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
中
で
す
。
詳
し
く
は

神
社
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

二
月
三
日
（
節
分
）
の
午
前
十
時
よ
り
「
古
神

札
・
古
神
符
焼
納
祭
」
を
執
り
行
い
ま
し
た
。

宮
司
が
祝
詞
を
奏
上
後
、
役
員
が
玉
串
を
捧
げ

ま
し
た
。
終
了
後
、
お
祓
い
を
し
た
忌
火
（
い

み
び
）
を
用
い
て
古
い
御
神
札
や
御
守
、
破
魔

矢
な
ど
の
縁
起
物
を

お
焚
き
上
げ
致
し
ま

し
た
。

今
年
は
天
気
に
も
恵

ま
れ
、
無
事
に
終
了

致
し
ま
し
た
。

古
神
札
・
古
神
符

焼
納
祭

（
数
に
限
り
が
あ
り
ま
す
）
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昨
年
発
行
し
た
第
四
号
で
「
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地
域
の
コ
ミ
ュ
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テ
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ー
の
場
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元
気
は
町
の
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気
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と
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ご
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今
回
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つ
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年
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に
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た
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す
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に
重
機
や
便
利
な
道
具
が
あ
っ
た
時
代
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
資
材
を
運
ぶ
だ
け
で
も
大
変
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っ
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い
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地
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だ
け
の
方
が
、

は
る
か
に
楽
だ
っ
た
と
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し
か
も
材
料
を
運
ん

で
ま
で
神
社
を
建
て
た
の
で
し
ょ
う
か
？

そ
の
理

由
が
顕
著
に
表
れ
た
の
が
「
東
日
本
大
震
災
」
で
す
。
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久
山
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神
社
社
報

た
よ
し
の
杜
第七号

は
、
長
い
歴
史
の
中
で
色
々
な
災
害
を
経
験
し
『
こ

の
場
所
な
ら
何
が
起
こ
っ
て
も
安
全
だ
か
ら
、
こ
こ

に
神
社
を
建
て
る
よ
う
に
。
そ
し
て
万
が
一
の
時
に

は
神
社
へ
避
難
す
る
よ
う
に
し
な
さ
い
』
と
い
う
事

を
後
世
に
伝
え
て
く
れ
た
お
か
げ
で
、
高
い
所
に
神

社
が
残
っ
て
い
る
の
で
す
。

さ
ら
に
言
え
ば
昔
か
ら
神
社
仏
閣
と
い
え
ば
、
建
築

技
術
の
粋
を
集
め
て
作
ら
れ
た
建
物
ば
か
り
で
、
地

震
な
ど
の
揺
れ
に
も
強
い
建
築
方
法
で
建
て
ら
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
社
殿
の
周
り
に
は
様
々
な
樹
木
が
植

え
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
「
鎮
守
の
杜
」
を
形
成
す
る
こ

と
で
、
防
風
林
の
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
あ
ら

ゆ
る
災
害
を
想
定
し
た
結
果
、
現
在
の
よ
う
な
環
境

に
至
っ
て
い
る
訳
で
す
。

当
社
も
山
に
囲
ま
れ
た
長
い
階
段
の
上
に
社
殿
が
あ

り
ま
す
。
『
も
っ
と
平
ら
な
場
所
に
あ
れ
ば
楽
な
の

に
』
と
思
い
な
が
ら
毎
日
息
を
切
ら
し
て
登
る
階
段

で
す
が
、
前
記
の
よ
う
な
理
由
を
考
え
る
と
腑
に
落

ち
ま
す
。

今
年
も
三
月
十
一
日
を
迎
え
ま
し
た
。
あ
の
時
に
多

く
の
人
が
逃
げ
た
か
っ
た
神
社
の
高
台
か
ら
町
を
眺

め
な
が
ら
ご
奉
仕
す
る
毎
日
で
す
。

宮
司

本
田
孝
裕

フェイスブック インスタグラム ツイッター

『
神
社
の
役
割
②

ー
神
社
は
重
要
な
避
難
施
設
ー
』

あ
の
大
震
災
で
は
、
想
定
外
の
大
津
波
で
た
く
さ
ん

の
方
が
犠
牲
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
助
か
っ
た

人
々
は
高
台
へ
逃
げ
て
難
を
逃
れ
ま
し
た
が
、
津
波

が
止
ま
っ
た
場
所
を
線
引
き
し
て
い
く
と
、
そ
の
境

い
目
の
高
台
に
は
神
社
が
点
在
し
て
い
た
の
で
す
。

『
神
様
が
守
っ
て
く
れ
た
』
と
い
う
一
言
で
片
づ
け

る
事
も
で
き
ま
す
が
、
そ
こ
に
神
社
が
存
在
し
て
い

た
の
は
偶
然
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
何
百
年
も
前
に
同

じ
よ
う
な
大
津
波
を
経
験
し
た
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
ま

で
は
津
波
が
来
な
い
事
を
昔
の
人
た
ち
が
知
っ
て
い

て
、
そ
こ
に
神
社
を
建
て
て
い
た
訳
で
す
。

東
日
本
大
震
災
に
限
ら
ず
何
百
年
も
昔
の
先
人
た
ち

久山年神社の階段

お
か
げ
様
で
御
朱
印
を
お
受
け
に
来

社
さ
れ
る
方
が
増
え
て
き
ま
し
た
。

そ
れ
に
伴
い
ま
し
て
「
御
朱
印
帳
は

あ
り
ま
せ
ん
か
？
」
と
の
問
合
せ
も

増
え
て
き
ま
し
た
。

そ
こ
で
こ
の
度
、
御
朱
印
帳
の
取
り

扱
い
を
始
め
ま
し
た
。

ほ
と
ん
ど
の
御
朱
印
帳
が
一
種
一
冊

ず
つ
な
の
で
、
早
い
者
勝
ち
で
す
。

御
朱
印
帳
の
取
り
扱
い

始
め
ま
し
た

今
回
の

編
集
後
記
は
、
紙
面
の

都
合
上
お
休
み
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

（小）1500円
（大）1800円
（見開き用）3600円

世
界
的
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
が

拡
大
中
で
す
。
当
社
に
お
い
て
も
参
拝
者
の

健
康
に
配
慮
し
て
、
現
在
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
対
策
実
施
中
」
で
す
。

具
体
的
に
は
間
接
的
に
接
触
す
る
「
手
水
舎

の
柄
杓
を
二
～
三
時
間
お
き
に
ア
ル
コ
ー
ル

消
毒
」
し
て
お
り
、
そ
れ
で
も
柄
杓
に
触
れ

る
事
に
抵
抗
が
あ
る
人
の
た
め
に
、
手
水
舎

の
横
の
水
道
を
少
量
ず
つ
流
し
て
「
柄
杓
に

ふ
れ
な
く
て
も
手
を
清
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
よ
う
に
し
て
お
り
ま
す
。

手
水
舎
の
手
拭
き
用
タ
オ
ル
は
「
午
前
と
午
後
に
一
度
ず
つ
交
換
」
も
併
せ
て

行
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
「
鈴
緒
の
六
角
筒
部
分
を
二
～
三
時
間
お
き
に
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
」
を
実

施
、
鈴
緒
に
触
れ
る
事
に
抵
抗
が
あ
る
人
は
「
鈴
を
鳴
ら
さ
ず
に
お
参
り
く
だ

さ
い
」
と
の
注
意
書
き
を
社
殿
の
前
に
掲
示
し
て
お
り
ま
す
。

神
職
は
宮
司
一
人
の
み
で
す
。
来
訪
者
と
お
話
を
す
る
の
も
仕
事
の
一
部
の
た

め
、
失
礼
に
当
た
る
と
考
え
て
マ
ス
ク
は
着
用
し
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
通
常
は

社
務
所
に
常
駐
し
手
洗
い
・
う
が
い
を
数
時
間
ご
と
に
行
な
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
対
策
は
沈
静
化
す
る
ま
で
当
面
の
間
、
続
け
て
ま
い
り
ま
す
。


