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昨
今
、神
社
寺
院
の
御
朱
印
収
集
の
方

が
増
え
、書
店
で
も
御
朱
印
を
特
集
し
た

本
、或
い
は
様
々
な
デ
ザ
イ
ン
の
御
朱
印

帳
が
販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。

当
神
社
に
於
い
て
も
、平
成
二
十
七
年

か
ら「
御
朱
印
」を
作
っ
て
、ご
希
望
者

へ
の
対
応
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
が
、皆
さ
ん
思
い
思
い
の
御
朱
印
帳

を
お
持
ち
に
な
り
、そ
れ
ぞ
れ
に
思
い
の

詰
ま
っ
た
御
朱
印
帳
に
関
心
を
持
っ
て

受
付
致
し
て
お
り
ま
す
。

私
自
身
は
、前
に
も
書
き
ま
し
た
が
諸

国
一
宮
巡
り
の
御
朱
印
帳
を
持
ち
年
数

回
、一
宮
へ
出
か
け
、地
域
の
歴
史
探
訪

や
、名
物
に
舌
鼓
を
打
ち
、旅
を
愉
し
ん

で
お
り
ま
す
。今
年
は
、山
陰
地
方
へ
出

か
け
よ
う
と
計
画
し
た
も
の
の
コ
ロ
ナ

禍
で
、宿
泊
を
伴
う
外
出
は
躊
躇
い
、な

か
な
か
一
歩
が
踏
み
出
せ
ま
せ
ん
。

一
宮
は
、国
府
所
在
地
近
郊
の
有

力
神
社
が
多
く
、全
国
六
十
六
ヶ
国
、

九
十
九
ヶ
社
あ
り
、時
代
の
変
遷
に
伴
う

神
社
の
盛
衰
等
よ
り
、一
宮
が
入
れ
替
わ

り
、一
国
に
二
社
以
上
存
在
す
る
国
が
あ

り
、神
社
側
も
自
社
の
由
緒
正
し
い
歴
史

を
誇
り
、一
宮
と
称
し
た
た
め
国
の
数
よ

り
多
く
な
り
ま
し
た
。

全
国
の
中
で
、一
宮
が
最
も
多
い
の
が

越
中
国（
富
山
県
）で
、一
宮
が
四
社
あ
り

ま
す
。
こ
う
し
た
国
に
よ
る
違
い
も
参

拝
す
る
楽
し
み
の
一
つ
で
す
。「
一
宮
御

朱
印
帳
」は
、一
宮
と
称
さ
れ
る
神
社
で

授
与
し
て
い
ま
す
。「
一
宮
朱
印
帳
」に

は
予
め
、該
当
神
社
の
ペ
ー
ジ
が
指
定
さ

れ
て
い
て
、地
域
順
に
巡
拝
出
来
る
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、地
域
ご
と
に

神
社
の
所
在
地
、連
絡
先
な
ど
が
掲
載
さ

れ
た
地
図
も
付
録
し
、た
い
へ
ん
わ
か
り

や
す
い
も
の
で
す
。私
は
、身
近
な
東
海

地
区
や
北
陸
、近
畿
地
区
か
ら
始
め
て
、

現
在
九
十
九
ヶ
所
中
、六
十
四
社
を
お
参

り
し
、よ
う
や
く
三
分
の
二
を
超
え
た
と

こ
ろ
で
す
。

私
が
一
宮
巡
り
を
思
い
立
っ
た
き
つ

か
け
は
、奉
職
し
た
神
社
が
一
宮
だ
っ
た

こ
と
で
す
。
大
学
を
卒
業
し
て
奉
職
し

た
の
が
、大
和
国
一
宮
の
三
輪
明
神
・
大お
お

神み
わ

神
社
で
、こ
こ
で
七
年
間
過
ご
し
、大

学
院
へ
進
学
し
ま
し
た
。
郷
里
に
帰
る

き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
、大
学
院
を
修

了
す
る
際
、恩
師
の
先
生
の
勧
め
で
美
濃

国
一
宮・南
宮
大
社
へ
奉
職
し
た
こ
と
で

し
た
。

南
宮
大
社
奉
職
時
、全
国
一
宮
巡
拝

会
が「
一
宮
朱
印
帳
」を
作
り
、全
国
の

一
宮
の
社
頭
で
授
与
す
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。
自
分
で
も
各
地
を
旅
行
す
る

目
的
と
し
て
一
宮
巡
り
を
始
め
ま
し
た
。

土
地
土
地
の
歴
史
や
、風
物
を
肌
で
感
じ
、

名
物
に
舌
鼓
を
打
ち
、名
湯
や
名
所
旧
跡

を
訪
ね
歩
く
ほ
か
、古
社
、古
刹
を
訪
ね

る
と
、そ
の
地
域
の
文
化
を
堪
能
で
き
ま

す
。

頂
い
た
御
朱
印
を
眺
め
る
と
、旅
の
思

い
出
が
よ
み
が
え
り
ま
す
。

一
宮
巡
り
の
御
朱
印
帳
は
、「
一
宮
巡

拝
会
」の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
で
も
購
入

で
き
ま
す
。ま
た
、一
宮
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ

ク
は
、書
店
で
も
様
々
な
解
説
書
が
販
売

さ
れ
て
い
て
気
軽
に
購
入
で
き
ま
す
。

今
は
、コ
ロ
ナ
禍
で
、な
か
な
か
遠
出

は
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、せ
っ
か

く
旅
を
す
る
の
な
ら
、旅
の
記
念
に
、御

朱
印
帳
を
持
っ
て
、そ
の
地
域
の
由
緒
深

い
神
社
を
訪
ね
、地
域
の
歴
史
や
文
化
を

概
観
し
、た
だ
単
に
御
朱
印
を
集
め
る
の

で
は
な
く
、神
社
巡
り
が
目
的
と
な
り
、

す
べ
て
廻
る
と
達
成
感
が
得
ら
れ
ま
す
。

お
遍
路
さ
ん
が
西
国
八
十
八
ヵ
所
巡
り

を
行
う
よ
う
に
、お
参
り
す
る
と
云
う
、

精
神
的
な
い
と
な
み
を
加
え
る
事
で
、旅

そ
の
も
の
を
充
実
し
た
も
の
に
出
来
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

一
宮
と
は
、地
域
を
代
表
す
る
古
社
を

云
い
、平
安
時
代
に
定
め
ら
れ
、国
司
が

都
か
ら
着
任
す
る
と
、一
宮
、二
宮
、三

宮
を
巡
拝
す
る
習
わ
し
が
あ
り
ま
し
た
。

一
宮
、二
宮
と
は
、神
社
の
格
式
や
歴
史

の
深
さ
を
表
し
ま
す
。

美
濃
国
の
一
宮
は
、南
宮
大
社（
不
破

郡
垂
井
町
）、二
宮
は
伊い
ぶ
き
富
岐
神
社（
不
破

郡
垂
井
町
）、三
宮
は
伊
奈
波
神
社（
岐
阜

市
伊
奈
波
通
）で
す
。

飛
騨
国
一
宮
は
水み
な
し無
神
社（
高
山
市
一

之
宮
町
）、二
宮
は
久
津
八
幡
宮（
下
呂
市

上
呂
）で
す
。

諸
国
一
宮

　

 

史
跡
と
味
め
ぐ
り
の
旅

本
莊
神
社
宮
司　

今
津　

隆
弘

美濃国一宮　南宮大社

飛騨国一宮　水無神社
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社
の
社
入
が
増
え
ま
し
た
。

ま
た
、本
莊
神
社
の
戦
前
の
参
道
が
東

海
道
線
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
た
た
め
、元

参
道
だ
っ
た
土
地
が
あ
り
、近
隣
の
会
社

の
駐
車
場
用
地
に
利
用
し
て
も
ら
い
、借

地
料
を
頂
い
て
い
ま
す
。

固
定
資
産
税
が
掛
か
り
ま
す
が
、そ
の

残
金
を
神
社
収
入
と
し
て
有
効
利
用
し

て
お
り
ま
す
。

本
莊
神
社
で
は
、従
来
の
御
札
の
ほ

か
、平
成
十
八
年
以
降
、様
々
な
御
守
、

御
朱
印
を
お
正
月
に
社
頭
で
授
与
し
、お

参
り
の
方
々
の
お
賽
銭
と
共
に
大
切
な

資
金
づ
く
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。

令
和
元
年
か
ら
は
、社
務
所
に
御
札
所

を
開
設
し
、週
末
ご
と
に
宮
司
さ
ん
が
従

事
し
て
下
さ
っ
て
お
り
ま
す
。

平
成
十
三
年
四
月
に
、責
任
役
員
代
表

を
引
き
継
い
だ
時
か
ら
比
べ
ま
す
と
、皆

さ
ん
の
総
力
に
よ
り
大
き
く
変
貌
を
遂

げ
た
こ
と
を
実
感
致
し
ま
す
。

今
後
も
更
な
る
神
社
の
充
実・発
展
を

祈
念
し
、役
員
の
責
務
を
果
た
し
て
参
り

た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、ご
協
力

を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

お
迎
え
し
て
、下
見
・
検
討
を
し
て
、「
夏

祭
り
」を
七
月
の
最
初
の
土
曜
日
に
行
う

こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。

ど
こ
に
も
手
本
が
な
く
、手
探
り
の
状

態
で
平
成
二
十
年
七
月
七
日
に
第
一
回

を
実
施
、最
初
の
夏
祭
り
で「
茅
の
輪
く

ぐ
り
」を
取
り
入
れ
、土
台
づ
く
り
、茅

の
輪
の
材
料
集
め
、茅
の
輪
を
完
成
し
、

茅
の
輪
く
ぐ
り
を
八
の
字
を
書
く
よ
う

に
く
ぐ
る
こ
と
、人
形
の
記
入
等
、な
れ

な
い
手
順
を
学
び
ま
し
た
。

ま
た
、楽
し
い
企
画
が
必
要
と
考
え
、

地
元
の
皆
さ
ん
で
模
擬
店
を
出
し
て
は

ど
う
か
と
提
案
し
て
、賛
同
者
で「
焼
き

そ
ば
、鮎
の
塩
焼
き
、野
菜
の
即
売
、不

要
品
バ
ザ
ー
、和
菓
子
、た
こ
焼
き
、子

ど
も
の
ゲ
ー
ム
コ
ー
ナ
ー
等
」を
分
担
し

て
夕
方
か
ら
販
売
し
ま
し
た
。

そ
の
夏
祭
り
が
今
年
、十
三
回
目
を
迎

え
ま
し
た
が
、今
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
関
係
で「
茅
の
輪
く
ぐ
り
」の
神

事
の
み
行
い
ま
し
た
。

通
年
で
し
た
ら
、子
ど
も
た
ち
の
巫
女

舞
の
奉
納
や
、本
莊
神
社
合
唱
隊
、う
ず

ら
太
鼓
の
披
露
な
ど
様
々
な
奉
納
行
事

で
お
参
り
の
方
々
に
愉
し
ん
で
も
ら
っ

て
お
り
ま
す
。

私
は
、平
成
十
三
年
の
四
月
か
ら
本
莊

神
社
責
任
役
員
の
代
表
を
引
き
受
け
ま

し
た
。
昭
和
六
十
年
か
ら
、総
代
・
責
任

役
員
の
経
験
が
あ
り
ま
す
が
、歴
史
あ
る

神
社
の
代
表
と
し
て
ど
う
進
め
て
い
く

も
の
な
の
か
、見
通
し
が
つ
き
ま
せ
ん
で

し
た
。

最
初
に
考
え
た
こ
と
は
、「
年
間
行
事

を
見
直
し
、本
莊
神
社
に
参
拝
者
を
増
や

し
た
い
、資
金
づ
く
り
を
し
た
い
」こ
の

三
本
柱
に
取
り
組
む
こ
と
に
こ
だ
わ
り

ま
し
た
。

そ
の
結
果
、本
莊
神
社
の
環
境
は
大
き

く
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

大
き
く
言
っ
て「
毎
日
幅
広
い
参
拝
者

が
終
日
来
て
下
さ
る
。
本
莊
神
社
の
社

頭
が
美
し
く
な
っ
た
と
褒
め
て
下
さ
る
。

毎
日
、誰
か
が
本
莊
神
社
を
掃
除
し
て
下

さ
る
。」等
の
変
化
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

な
か
で
も
、最
後
の
掃
除
を
し
て
下

さ
る
有
難
い
方
々
に
感
謝
し
た
い
と
思

い
ま
す
。関
係
者
に
お
話
し
す
る
と
、「
本

莊
神
社
が
自
分
の
身
体
と
一
体
に
な
っ

て
い
る
か
ら
で
き
る
の
で
は
な
い
か
」と

そ
の
２
、
参
拝
者
を
増
や
し
た
い

先
の
夏
祭
り
を
開
催
す
る
こ
と
に
よ

り
、年
中
行
事
の
中
で
最
高
の
人
を
集
め

る
事
に
成
功
し
ま
し
た
。
ま
だ
改
善
点

が
多
々
あ
り
ま
す
。
今
後
更
に
レ
ベ
ル

ア
ッ
プ
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、平
成
二
十
三
年
の
新
嘗
祭
の
直

会
の
席
で
、本
莊
神
社
が「
南
北
の
白
山・

伊
勢
二
つ
の
神
社
の
交
点
に
立
地
し
て

い
る
」こ
と
が
、い
ち
だ
ク
リ
ニ
ッ
ク
院

長
の
市
田
正
成
先
生
か
ら
報
告
が
あ
り
、

平
成
二
十
四
年
の
新
年
に
は
、「
東
西
の

富
士
山・出
雲
と
の
交
点
で
あ
る
こ
と
が

確
認
」さ
れ
、そ
の
こ
と
を
記
念
し
て「
し

あ
わ
せ
祈
願
の
宮
」を
建
立
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

こ
の
発
見
を
報
道
機
関
に
披
露
し
て
、

新
聞
記
事
等
で
発
表
し
て
以
来
、本
莊
神

社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
の
お
知
ら
せ
も
相

俟
っ
て
、全
国
か
ら
本
莊
神
社
へ
の
参
拝

者
が
増
え
ま
し
た
。

そ
の
３
、
資
金
づ
く
り
が
し
た
い

以
上
の
試
み
の
中
か
ら
お
わ
か
り
の

よ
う
に
、「
夏
祭
り
」の
開
催
、「
し
あ
わ

せ
祈
願
の
宮
」建
立
に
よ
り
、夏
祭
り
の

奉
賛
者
、バ
ザ
ー
の
収
入（
材
料
費
の
み

支
払
い
、そ
の
他
の
収
益
は
神
社
に
奉
納

さ
れ
る
）や
人
形
料
や
お
賽
銭
に
よ
り
神

の
こ
と
。

学
校
の
登
下
校
の
見
守
り
隊
は
良
く

聞
く
も
の
の
、神
社
の
見
守
り
隊
と
は
聞

き
ま
せ
ん
。わ
が
本
莊
神
社
で
は
、参
拝

に
来
て
、落
ち
葉
が
あ
る
、ゴ
ミ
が
あ
る
、

側
溝
が
汚
い
等
、気
づ
か
れ
た
方
が
自
主

的
に
掃
除
し
て
下
さ
る
。そ
の
結
果
、「
美

し
い
本
莊
神
社
」に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

あ
り
が
た
い・あ
り
が
た
い
と
感
謝
に

堪
え
ま
せ
ん
。

そ
の
見
守
り
活
動
を
し
て
下
さ
る
方
々

は
、元
総
代
の
方
、現
在
の
総
代
の
方
、

本
莊
神
社
を
支
え
て
下
さ
る
各
組
織
の

方（
保
存
会
、敬
神
婦
人
会
、ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
体
、花
壇
委
員
会
、合
唱
隊
等
）の
協

力
に
依
っ
て
出
来
て
い
ま
す
。こ
の
方
々

を
私
は「
本
莊
神
社
見
守
り
隊
」と
命
名

し
ま
し
た
。
こ
の
無
形
の
奉
仕
活
動
が

更
に
続
く
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。

さ
て
、最
初
の
願
い
は
今
ど
ん
な
様
子

か
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。

そ
の
１
、
年
間
行
事
の
見
直
し

受
け
継
ぐ
前
ま
で
、年
間
行
事
が
点
々

と
し
て
進
め
て
い
ま
し
た
。
中
で
も
四

月
の
春
の
例
大
祭
の
後
、九
月
の
奉
幣
祭

と
間
が
あ
く
こ
と
が
気
に
な
っ
て
い
ま

し
た
。

平
成
十
八
年
に
新
し
く
今
津
宮
司
を

本
莊
神
社
に

　

見
守
り
隊
が
誕
生

責
任
役
員　

浅
野　

晃
一
郎
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張
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
今
ま
で
あ
ま

り
人
に
教
え
を
請
う
こ
と
を
望
ま
な
か
っ

た
彼
が
、チ
ー
ム
メ
イ
ト
の
カ
イ
ル
ヘ
ン

ド
リ
ッ
ク
ス
投
手
に「
ナ
ッ
ク
ル
カ
ー
ブ
」

の
投
げ
方
を
教
え
て
も
ら
っ
た
と
言
い

ま
す
。
チ
ー
ム
メ
イ
ト
と
上
手
く
親
交

が
で
き
て
い
る
か
ら
こ
そ
実
現
し
た
の

で
し
ょ
う
。
今
の
ダ
ル
ビ
ッ
シ
ュ
投
手

の
周
り
に
は
、彼
の
家
族
も
含
め
沢
山
の

大
き
な
温
か
い
心
を
持
っ
た
人
達
が
い

る
こ
と
で
し
ょ
う
。い
つ
の
時
も
、彼
を

覚
醒
さ
せ
る
鍵
は
、厳
し
く
叱
る
こ
と
で

は
な
く
、温
か
く
見
守
る
こ
と
の
よ
う
で

す
。コ

ロ
ナ
禍
で
、子
供
さ
ん
と
過
ご
す
時

間
が
増
え
、つ
い
つ
い
叱
る
こ
と
が
多
く

な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
か
と
思
い

ま
す
が
、寛
容
の
精
神
で
受
け
止
め
て
あ

げ
て
下
さ
い
。コ
ロ
ナ
に
負
け
ず
、地
域

の
子
供
達
を
た
く
ま
し
く
育
て
て
い
き

ま
し
ょ
う
！

分
は
い
な
か
っ
た
、感
謝
し
て
い
ま
す
」

と
自
ら
語
っ
て
い
ま
す
。

日
本
ハ
ム
フ
ァ
イ
タ
ー
ズ
へ
ド
ラ
フ

ト
一
位
指
名
で
入
団
し
て
か
ら
も
、直
後

に
パ
チ
ス
ロ
事
件
を
起
こ
し
、ダ
ル
ビ
ッ

シ
ュ
投
手
本
人
は
こ
れ
で
全
て
が
終
わ
っ

た
と
思
っ
た
そ
う
で
す
。こ
の
時
、球
団・

学
校
関
係
者
が
協
議
し
、彼
の
将
来
性
の

芽
を
摘
む
こ
と
の
な
い
よ
う
、無
期
限
の

謹
慎
・
停
学
処
分
に
加
え
、社
会
貢
献
活

動
を
命
じ
ま
し
た
。当
時
、日
ハ
ム
の
対

応
に
つ
い
て
、マ
ス
コ
ミ
で
は
色
々
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
が
、現
在
ダ
ル
ビ
ッ
シ
ュ

投
手
が
日
本
の
み
な
ら
ず
、海
外
に
お
い

て
も
様
々
な
社
会
貢
献
活
動
に
取
り
組

む
姿
勢
は
、こ
の
日
ハ
ム
で
の「
再
教
育

プ
ロ
グ
ラ
ム
」が
根
底
に
あ
る
か
ら
だ
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。こ
の「
再
教
育
プ
ロ

グ
ラ
ム
」が
い
か
に
素
晴
ら
し
い
内
容
で

あ
っ
た
か
は
、後
の
本
人
の
ブ
ロ
グ
を
見

て
も
よ
く
分
か
り
ま
す
。「
当
時
、迷
惑

を
掛
け
て
し
ま
っ
た
皆
様
、本
当
に
申
し

訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
皆
様
の
大
き

な
優
し
い
心
と
対
応
が
今
の
自
分
を
作

り
上
げ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
」こ
ん
な
言

葉
で
綴
ら
れ
て
い
ま
す
。

異
端
児
、と
言
わ
れ
て
い
た
彼
に
と
っ

て
、社
会
人
と
し
て
最
初
に
入
団
し
た
の

コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
、日
常
生
活
が

大
き
く
変
わ
る
中
、親
子
関
係
や
師
弟
関

係
・
友
人
関
係
等
、人
と
の
関
わ
り
方
で

ス
ト
レ
ス
を
抱
え
て
お
ら
れ
る
方
が
多

く
な
り
ま
し
た
。

そ
ん
な
中
、今
回
は
誰
も
が
よ
く
ご
存

じ
の
大
リ
ー
グ
シ
カ
ゴ
カ
ブ
ス
の
ダ
ル

ビ
ッ
シ
ュ
有
投
手
の
成
長
過
程
を
振
り

返
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
季
は

す
で
に
七
勝
を
あ
げ
絶
好
調
で
、こ
の
ま

ま
い
け
ば
米
野
球
界
で
最
も
優
秀
な
投

手
に
贈
ら
れ
る
サ
イ・ヤ
ン
グ
賞
を
日
本

人
と
し
て
初
受
賞
す
る
可
能
性
が
高
ま

り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

こ
こ
ま
で
彼
が
到
達
す
る
の
に
は
、

必
ず
し
も
順
風
満
帆
と
は
い
か
ず
、紆
余

曲
折
長
い
道
程
が
あ
り
ま
し
た
。
大
阪

生
ま
れ
の
野
球
少
年
は
、四
○
校
以
上
も

の
高
校
か
ら
ス
カ
ウ
ト
さ
れ
る
も
、個
性

尊
重
を
教
育
理
念
と
し
、伸
び
伸
び
と
プ

レ
ー
で
き
る
東
北
高
校
へ
と
進
み
ま
し

た
。留
学
経
験
を
持
ち
、国
際
色
豊
か
な

両
親
に
育
て
ら
れ
た
彼
は
、学
生
時
代
か

が
日
ハ
ム
で
本
当
に
良
か
っ
た
と
思
い

ま
し
た
。彼
の
子
供
時
代
に
ま
で
遡
る
と
、

な
ぜ
彼
が
個
性
的
な
の
か
と
言
う
こ
と

が
見
え
て
く
る
出
来
事
が
い
く
つ
か
あ

り
ま
す
。そ
の
一
つ
が
、い
じ
め
問
題
で

す
。ひ

と
目
で
ハ
ー
フ
と
分
か
る
容
姿
か

ら「
タ
ム
タ
ム
菌
」と
あ
だ
名
を
つ
け
ら

れ
、鬼
ご
っ
こ
は
い
つ
も
永
遠
鬼
を
や
ら

さ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。
経
済
的
に
は

裕
福
な
家
庭
に
育
っ
た
の
で
す
が
、他
の

有
名
な
野
球
選
手
と
の
大
き
な
違
い
は
、

両
親
共
に
仕
事
が
忙
し
く
、さ
ほ
ど
野
球

熱
心
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。
お
ば

あ
ち
ゃ
ん
子
と
し
て
育
っ
た
ダ
ル
ビ
ッ

シ
ュ
投
手
の
そ
ん
な
淋
し
か
っ
た
思
い

を
汲
ん
で
な
の
か
、ダ
ル
ビ
ッ
シ
ュ
マ
マ

の
郁
代
さ
ん
は
、二
○
一
八
年
か
ら
大
阪

府
羽
曳
野
市
に「
心
を
育
む
こ
ど
も
食
堂
」

を
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
し
て
オ
ー
プ

ン
さ
れ
ま
し
た
。
地
域
の
子
供
達
に
安

心
で
き
る
居
場
所
を
提
供
し
、皆
で
食
卓

を
囲
む
こ
と
で
人
の
温
か
さ
を
感
じ
取
っ

て
も
ら
い
た
い
…
と
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ウ
ィ

ン
ウ
ィ
ン
の
代
表
も
務
め
て
お
ら
れ
ま

す
。や

や
話
し
が
そ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た

が
、今
年
の
彼
の
成
長
ぶ
り
に
は
目
を
見

ら
統
一
さ
れ
た
練
習
メ
ニ
ュ
ー
を
嫌
い
、

仲
間
と
は
別
の
練
習
メ
ニ
ュ
ー
を
自
分

で
考
え
実
行
し
て
い
た
こ
と
は
有
名
な

話
し
で
す
ね
。

高
校
二
年
の
夏
の
甲
子
園
で
は
準
優

勝
、三
年
春
の
甲
子
園
で
は
ノ
ー
ヒ
ッ
ト

ノ
ー
ラ
ン
を
達
成
す
る
等
、輝
か
し
い
実

績
を
残
し
つ
つ
も
、プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
で
は

喫
煙
問
題
や
娯
楽
施
設
へ
の
出
入
り
等
、

自
由
奔
放
な
姿
が
ニ
ュ
ー
ス
で
報
じ
ら

れ
ま
し
た
。最
近
の
風
潮
と
し
て
、い
く

ら
才
能
が
あ
り
実
績
が
あ
っ
た
と
し
て

も
、ひ
と
た
び
問
題
行
動
を
起
こ
し
て
し

ま
う
と
、マ
ス
コ
ミ
に
叩
か
れ
、イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
す
ぐ
に
拡
散
し
、表
舞
台
か
ら

消
さ
れ
て
し
ま
う
…
そ
ん
な
ケ
ー
ス
も

多
々
あ
り
ま
す
。

ダ
ル
ビ
ッ
シ
ュ
投
手
が
恵
ま
れ
て
い

た
、と
思
え
る
こ
と
は
、一
つ
に
は
良
き

指
導
者
と
の
出
会
い
で
す
。「
ボ
ー
イ
ズ

リ
ー
グ
時
代
か
ら
、不
必
要
に
投
球
ホ
ー

ム
を
改
善
さ
れ
た
り
、乱
暴
に
上
か
ら
押

さ
え
つ
け
ら
れ
る
よ
う
な
指
導
は
一
度

も
受
け
て
こ
な
か
っ
た
…
特
に
東
北
高

校
時
代
の
若
生
正
広
監
督
は
、自
主
性
を

許
容
し
自
分
を
理
解
し
守
っ
て
く
れ
た
、

あ
の
監
督
じ
ゃ
な
け
れ
ば
野
球
は
続
け

て
い
な
か
っ
た
と
思
う
、つ
ま
り
今
の
自

大
リ
ー
ガ
ー 

ダ
ル
ビ
ッ
シ
ュ
有

　
 

投
手
は
な
ぜ
こ
こ
ま
で
成
長

　
　
　
　
　
　

 

で
き
た
の
か
…

い
ち
だ
ク
リ
ニ
ッ
ク　

市
田　

正
成
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今
年
は
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
流

行
に
伴
い
、各
地
の
行
事
が
中
止
さ
れ
る

中
で
の
夏
祭
り
の
開
催
で
し
た
。

神
事
は
午
後
四
時
か
ら
始
ま
り
ま
し

た
。宮
司
さ
ん
の
お
祓
い
な
ど
神
事
の
後
、

一
列
に
並
ん
で
茅
の
輪
を
く
ぐ
り
ま
し

た
。
テ
ン
ト
で
は
人
形
の
頒
布
の
み
が

行
わ
れ
、巫
女
舞
や
模
擬
店
は
中
止
さ
れ

て
寂
し
さ
を
感
じ
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
早
期
終
息

を
願
い
た
い
も
の
で
す
。

新
し
く
な
っ
た
手
水
舎
に
、早
速
伊
藤

精
二
さ
ん
、植
田
直
樹
さ
ん
、田
口
勝
さ

ん
の
三
名
で
、柄
杓
を
置
く
竹
枠
を
新
調

頂
き
ま
し
た
。

皆
さ
ん
の
ご
尽
力
に
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。
人
感
セ
ン
サ
ー
の
感
度
も
良
く
、

手
水
舎
に
近
づ
く
だ
け
で「
龍
の
口
」か

ら
水
が
出
ま
す
。お
参
り
の
際
は
、是
非

と
も
新
し
く
な
っ
た
手
水
舎
を
ご
利
用

下
さ
い
。

九
月
二
十
日
の
奉
幣
祭
の
準
備
作
業

の
時
に
、総
代
や
組
織
の
方
々
に
新
し

く
な
っ
た
手
水
舎
が
披
露
さ
れ
ま
し
た
。

九
月
二
十
七
日
の
奉
幣
祭
で
お
祓
い
し

て
地
域
の
方
に
披
露
さ
れ
ま
し
た
。

準
備
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

九
月
十
八
日
、十
九
日
の
両
日
に
亘

り
、茂
喜
工
業
所
に
よ
り
付
け
替
え
工
事

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

が
出
て
、予
算
を
立
て
る
た
め
に
見
積
も

り
を
取
り
ま
し
た
。そ
う
し
た
中
、業
者

の
方
か
ら
手
水
利
用
の
利
便
を
良
く
す

る
た
め
、「
人
感
セ
ン
サ
ー
」を
併
せ
て

取
り
付
け
し
て
は
ど
う
か
と
提
案
が
あ

り
ま
し
た
。
そ
の
後
、浅
野
役
員
が「
コ

ロ
ナ
禍
で
あ
る
こ
と
か
ら
、先
行
し
て
手

水
舎
の
改
修
を
進
め
た
い
」と
役
員
会
で

提
案
し
、今
年
手
水
舎
を
改
修
す
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。

九
月
五
日
の
月
次
祭
に
併
せ
て
、「
手

水
舎
改
修
工
事
安
全
祈
願
祭
」を
斎
行

し
、「
龍
の
口
」を
神
前
に
供
え
、手
水
舎

の
清
祓
を
行
い
ま
し
た
。

九
月
二
十
七
日
に
、奉
幣
祭
が
斎
行
さ

れ
る
の
で
、奉
幣
祭
の
際
に
、「
手
水
舎

工
事
竣
工
奉
告
祭
」を
行
う
た
め
、工
事

お
参
り
前
に
、手
を
清
め
、口
を
漱
ぐ

手
水
舎
は
、社
務
所
の
建
設
と
共
に
昭
和

五
十
三
年
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
以
来
、

神
社
を
参
拝
す
る
方
々
が
利
用
し
て
き

ま
し
た
。し
か
し
な
が
ら
、当
時
の
役
員

の
山
下
勝
司
さ
ん
に
よ
れ
ば
、「
も
う
少

し
、立
派
な
も
の
を
作
れ
ば
良
か
っ
た
」

と
振
り
返
る
よ
う
に
手
水
舎
の
こ
と
が

気
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。最
近
、保

存
会
の
方
か
ら
、「
他
の
神
社
に
お
参
り

に
行
っ
た
ら
、龍
の
口
か
ら
水
が
出
て
い

た
。こ
の
神
社
で
も
、そ
の
よ
う
に
出
来

な
い
か
」と
い
う
意
見
が
あ
り
、役
員
の

懸
案
事
項
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

次
の
五
年
後
の
銀
幣
社
昇
格
四
十
五

周
年
に
向
け
て
、何
を
す
る
の
か
、今
か

ら
計
画
を
立
て
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な

り
、組
織
の
代
表
者
を
交
え
、拡
大
役
員

会
を
開
き
ま
し
た
。役
員
会
の
中
で
、今

後
、「
幟
旗
」を
建
て
る
利
便
を
良
く
し

た
い
と
言
う
意
見
が
出
て
、現
在
の
木
製

ポ
ー
ル
か
ら
ス
テ
ン
レ
ス
製
に
替
え
る

と
い
う
意
見
と
と
も
に
、手
水
舎
の
蛇
口

を「
龍
の
口
」に
改
め
よ
う
と
い
う
二
案

本
莊
神
社
の
手
水
舎
改
築

「
龍
の
口
」
と
「
人
感
セ
ン
サ
ー
」

　
　
　

を
設
置
し
、
利
便
性
向
上

　

夏
祭
り
に
参
加
し
て

総
代　

竹
中　

浩
一

7月 7日　岐阜新聞朝刊
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「
し
あ
わ
せ
祈
願
の
宮
」の
ル
ー
ツ
を

訪
ね
て
の
第
二
回
目
を
投
稿
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

前
回
は
、本
莊
神
社
の
最
も
東
に
あ

る
、千
葉
県
の
玉た
ま
さ
き前
神
社
と
最
も
西
に
あ

る
日
御
碕
神
社
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、人
間
と
い
う
も
の
は
、不

思
議
な
動
物
で
、東
と
西
の
端
を
参
拝
す

る
と
次
は
や
は
り
、南
と
北
の
端
は
ど
う

な
っ
て
い
る
の
か
？
と
気
に
な
る
も
の

で
す
。

そ
こ
で
、ネ
ッ
ト
で
詳
細
に
調
べ
ま
し

た
ら
、北
の
白
山
の
先
、北
の
端
は
石
川

県
の
羽
咋
市
に
あ
る
氣
多
大
社
で
、南
の

端
つ
ま
り
伊
勢
神
宮（
内
宮
）の
南
に
は
、

三
重
県
志
摩
市
浜
島
町
に
あ
る
楠く
す
の
き
ご
ぜ
ん

御
前

八や
は
し
ら柱
神
社
が
、そ
れ
ぞ
れ
最
北
端
、最
南

端
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
の
で
、

さ
っ
そ
く
日
と
見
て
参
拝
し
て
参
り
ま

し
た
の
で
、今
回
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

ま
ず
、令
和
二
年
五
月
下
旬
頃
に
、北

の
端
に
あ
る
石
川
県
羽
咋
市
に
あ
る
氣

多
大
社
を
参
拝
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
岐
阜
市
か
ら
車
を
使
っ
て
東
海
北

陸
自
動
車
道
経
由
で
約
三
時
間
で
氣
多

大
社
に
到
着
し
ま
し
た
。

氣け

た多
大
社
は
、能
登
国
の
一
宮
で
、旧

社
格
は
国
幣
大
社
で
、現
在
は
神
社
本

「
人
集
う
夏
の
祭
り
の
有
難
さ
」で
し
ょ

う
か
？

庁
に
属
さ
な
い
単
立
神
社
だ
そ
う
で
す
。

旧
称
は「
気
多
大
神
宮
」と
い
う
そ
う
で

す
。氣

多
大
社
は
、能
登
半
島
の
付
け
根
、

羽
咋
市
北
方
に
日
本
海
に
面
し
て
鎮
座

し
て
い
ま
す
。
ご
祭
神
は
大
己
貴
命
で

出
雲
か
ら
舟
で
能
登
に
入
り
、国
土
を
開

拓
し
た
の
ち
守
護
神
と
し
て
こ
の
地
に

鎮
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
古
く
か

ら
北
陸
の
大
社
と
し
て
知
ら
れ
、中
世
・

近
世
に
は
歴
代
の
領
主
か
ら
も
手
厚
い

保
護
を
受
け
た
そ
う
で
す
。
現
在
は
本

殿
な
ど
五
棟
の
社
殿
が
国
の
重
要
文
化

財
に
指
定
さ
れ
て
い
て
、国
の
天
然
記
念

物
の
社
叢「
入
ら
ず
の
森
」で
知
ら
れ
て

い
ま
す
。

主
要
社
殿
の
う
ち
、本
殿
は
江
戸
時
代

の
天
明
七
年（
一
七
八
七
）に
建
立
。拝
殿

は
、江
戸
時
代
の
承
応
二
年（
一
六
五
三
）

ま
た
は
承
応
三
年（
一
六
五
四
）に
造
営

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
神
門
は
、安
土
桃

山
時
代（
社
伝
に
よ
れ
ば
天
正
十
二
年

（
一
五
八
四
）の
造
営
。こ
れ
ら
三
棟
は
い

ず
れ
も
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ

て
い
ま
す
。

「
入
ら
ず
の
森
」は
、境
内
裏
手
に
あ
り
、

ま
わ
り
は
原
生
林
の
杜
が
広
が
っ
て
い

ま
す
。神
門
の
内
は
神
域「
入
ら
ず
の
森
」

と
し
て
、大
晦
日
の
例
祭
を
斎
行
す
る
宮

司
ら
神
職
以
外
は
立
ち
入
り
は
禁
止
さ

れ
て
い
ま
す
。わ
た
く
し
た
ち
は
、そ
の

入
り
口
に
あ
る
遥
拝
所
で
参
拝
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

さ
す
が
は
能
登
の
一
宮
と
い
う
だ
け

あ
り
、境
内
は
と
て
も
広
く
入
り
口
の
鳥

居
も
と
て
も
大
き
く
荘
厳
な
感
が
あ
る

神
社
で
し
た
。

次
に
、最
南
端
に
位
置
す
る
楠
御
前
八

柱
神
社
に
、参
拝
し
て
参
り
ま
し
た
の
で

ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
令
和

二
年
六
月
上
旬
に
、伊
勢
神
宮（
外
宮・内

宮
）を
参
拝
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
後
に
、

三
重
県
志
摩
市
浜
島
町
に
あ
る
楠
御
前

八
柱
神
社
を
参
拝
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

こ
の
神
社
は
、国
道
二
六
○
号
線
か
ら

奥
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
、見
つ
け

る
の
に
少
し
苦
労
し
ま
し
た
。

楠
御
前
八
柱
神
社
は
、別
名（
楠
の
宮
）

と
い
う
。

ご
祭
神
は
、伊
邪
那
岐
命
・
伊
邪
那
美

命・久
須
姫
命（
天
照
大
神
の
斎
王
）で
す
。

こ
の
神
社
は
、こ
の
地
の
漁
民
ら
が
命
の

恩
顧
に
報
る
た
め
御
墓
を
築
き
楠
樹
を

植
え
、楠
大
明
神
と
称
し
て
祀
っ
た
と
さ

せ
て
い
ま
す
。
延
名
長
寿
、海
上
安
全
、

「
し
あ
わ
せ
祈
願
の
宮
」
の
ル
ー
ツ　
　

　
　
　
　
　

 

を
訪
ね
て　

そ
の
２

本
莊
神
社
保
存
会　

和
田　

浅
治

最北端

最東端最西端

日御碕神社（ひのみさきじんじゃ） 玉前神社（たまさきじんじゃ）

氣多大社（けたたいしゃ）

楠御前八柱神社（くすのきごぜんやはしらじんじゃ）

最南端
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《
月
次
祭
・
限
定
御
守
に
つ
い
て
》

当
社
で
は
、月
次
祭
に
神
前
に
供
え
祈

願
し
た
特
別
な「
結
縁
守
」を
当
日
の
午

前
中
の
み
の
限
定
で
授
与
し
て
お
り
ま

す
。御
祭
神・素
盞
嗚
尊
は
縁
結
び
の
神

様
と
し
て
良
く
知
ら
れ
、ま
た
本
莊
神
社

の
四
方
の
神
々
と
の
ご
縁
を
結
び
、し
あ

わ
せ
を
祈
る
御
守
で
す
。

初
穂
料
金
一
、○
○
○
也

月
次
祭
当
日
、社
務
所
で
授
与
致
し
ま

す
の
で
お
願
い
致
し
ま
す
。

神
社
の
北
西
の
角
に
設
置
の「
御
朱
印

案
内
幟
」看
板
が
新
し
く
な
り
ま
し
た
。

坂
根
建
具
店
の
坂
根
好
久
さ
ん
の
労
作

大
漁
満
足
の
守
護
神
と
し
て
古
く
か
ら

崇
敬
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
祭
日
は
、

旧
暦
一
月
二
十
二
日
で
、地
元
で
は「
楠

の
宮
」さ
ん
と
呼
ば
れ
て
親
し
ま
れ
て
い

る
そ
う
で
す
。

わ
た
く
し
た
ち
は
、参
拝
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
際
に
、こ
こ
の
宮
司
さ
ん
と
偶

然
出
会
い
、宮
司
さ
ん
は
、今
で
も
伊
勢

神
宮
に
ご
奉
公
さ
れ
て
い
る
方
で
し
た
。

岐
阜
市
の
本
莊
神
社
が
、ほ
ぼ
同
じ
経
度

上
に
あ
る
こ
と
を
お
話
し
す
る
と
、宮
司

様
は
、不
思
議
な
ご
縁
に
感
心
し
て
お
ら

れ
ま
し
た
。

私
の
印
象
は
、大
変
静
か
な
神
社
で
、

地
域
の
特
に
漁
業
を
営
む
皆
さ
ん
の
大

切
な
神
社
さ
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
感
じ

ま
し
た
。

こ
れ
で
、私
は
、本
莊
神
社
の「
し
あ

わ
せ
祈
願
の
宮
」の
ル
ー
ツ（
但
し
、私

が
勝
手
に
そ
う
思
っ
て
い
る
）を
、お
か

げ
さ
ま
で
東
西
南
北
参
拝
さ
せ
て
い
た

だ
き
、大
変
気
持
ち
の
良
い
参
拝
の
旅
で

し
た
。み
な
さ
ん
、ご
覧
い
た
だ
き
有
難

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

で
す
。
設
置
に
は
、田
口
勝
さ
ん
、植
田

直
樹
さ
ん
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。

御
朱
印
案
内
の
幟
が
破
け
て
い
る
と
気

に
し
て
お
ら
れ
、早
速
看
板
形
式
で
作
り

直
し
を
し
て
頂
い
た
と
こ
ろ
、出
来
る
の

を
待
ち
受
け
て
設
置
し
て
頂
き
ま
し
た
。

ま
さ
に「
見
守
り
隊
」で
す
ね
、あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

◎
十
月
以
降
の
行
事

○
月
次
祭
毎
月
第
一
土
曜
日

　

午
前
十
時
斎
行

　

祭
典
後
、「
学
べ
る
神
社
講
座
」

○
恒
例
祭
典

　

・
新
嘗
祭

　
　

十
一
月
二
十
三
日
午
前
十
時

　

・
神
宮
大
麻
・
本
莊
神
符
頒
布
祭

　
　

新
嘗
祭
に
併
せ
て
斎
行

《
御
朱
印
対
応
に
つ
い
て
》

ご
希
望
の
方
は
、土
曜・日
曜・祝
祭
日
に

神
札
御
守
授
与
所
ま
で
お
越
し
下
さ
い
。

御
朱
印
料
は
、各
三
○
○
円
で
す
。

《
祭
典
日
限
定
御
朱
印
授
与
》

ご
希
望
の
方
は
、左
記
の
祭
典
日
に

お
受
け
下
さ
い
。

御
朱
印
料
は
、各
三
○
○
円
で
す
。

　

・
十
二
月
三
十
一
日
か
ら
正
月

　
　

三
ヶ
日
ま
で
、
授
与
所
開
所

　

・
歳
旦
祭

　
　

一
月
一
日
午
前
十
時

　
　

祭
典
後
、
四
方
拝
実
施

　

・
左
義
長
神
事

　
　

一
月
十
四
日
正
午

○
注
連
縄
つ
く
り
勉
強
会

　

一
般
の
方
を
対
象
と
し
ま
す
。

　

十
一
月
二
十
九
日

○
七
五
三
祈
祷

　

十
一
月
土
日
祝
日
、
予
約
受
付
中

　

お
子
様
一
人
三
千
円

　

千
歳
飴
・
御
守
・
グ
リ
コ
菓
子
等

　

授
与
致
し
ま
す
。

　

一
件
ず
つ
丁
寧
に
ご
祈
祷
し
ま
す

月次祭限定・桐箱入り「結縁守」

行
事
・
お
知
ら
せ

社
務
所
ニ
ュ
ー
ス


