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売
と
こ
の
地
で
暮
ら
し
ま
し
た
。

（
神
社
本
庁
氏
子
の
し
お
り
第
五
四
号『
は
じ
め
て
の

古
事
記
』―
日
本
の
原
点
に
ふ
れ
る
―
よ
り
）

◎
八
岐
大
蛇
伝
説
が
意
味
す
る
も
の

退
治
さ
れ
た
オ
ロ
チ
は
古
代
に
お
い

て
は
、蛇
は
水
神
で
あ
り
、山
神
で
あ
り
、

雨
・
水
を
司
る
神
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

雨
は
し
ば
し
ば
雷
を
と
も
な
い
、稲
光
が

蛇
の
形
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
雷
神
と

も
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
、稲
の
成
育
に
は
水
が
必
要
な

こ
と
か
ら
農
耕
と
も
結
び
つ
い
て
い
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
古
代
の
平
田
川（
長

良
川
）は
、農
耕
に
必
要
な
水
を
供
給
す

る
と
同
時
に
、し
ば
し
ば
洪
水
を
引
き
起

こ
し
ま
し
た
。

本
莊
地
域
は
、奈
良
時
代
に
東
大
寺
の

荘
園
が
設
け
ら
れ
る
も
洪
水
の
た
め
は

ず
さ
れ
、中
世
に
皇
族
領
が
寄
進
さ
れ
て

長
講
堂
の
平
田
荘
が
設
け
ら
れ
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
に
は
、
し
ば
し
ば
水
害

の
記
録
が
残
っ
て
い
て
、
寛
永
十
年

（
一
七
九
八
）四
月
に
は
、忠
節
や
鏡
島
で

堤
防
が
決
壊
、同
年
七
月
に
も
鏡
島
で
再

び
堤
防
決
壊
、最
も
甚
大
な
惨
事
と
な
っ

た
の
は
文
化
十
二
年（
一
八
一
五
）の「
亥

年
切
れ
」で
、鳥
屋（
現
在
の
大
池
町
）地

内
で
堤
防
が
決
壊
し
、洪
水
に
よ
り
鳥
屋

村
を
始
め
、市
橋
や
鏡
島
に
も
甚
大
な
被

害
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。

洪
水
は
一
時
的
に
は
農
耕
に
害
を
与

え
る
一
方
で
、肥
沃
な
土
地
を
生
み
出
す

こ
と
か
ら
、長
良
川
＝
大
蛇
＝
農
耕
の
神

と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。

オ
ロ
チ
退
治
は
長
良
川
の
氾
濫
と
治

水
を
象
徴
し
て
い
る
と
さ
れ
、農
耕
に
必

要
な
恵
み
の
雨
を
祈
る
際
に
は
、「
雨
乞

い
踊
り
」を
行
っ
た
の
で
す
。

◎
鏡
餅
と
は

鏡
餅
と
は
、大
小
の
丸
い
お
餅
二
個
を

ひ
と
重
ね
に
し
た
も
の
で
す
。

お
餅
の
原
料
に
な
る
お
米
は
、日
本
人

に
と
っ
て
大
切
な
も
の
で
す
。

貴
重
な
お
米
を
つ
い
て
作
っ
た
お
餅

は
、昔
の
人
に
と
っ
て
特
別
な
も
の
で
し

た
。
そ
の
た
め
、正
月
お
祝
い
の
と
き
に

神
仏
に
供
え
る
も
の
と
し
て
、古
く
か
ら

親
し
ま
れ
て
き
た
の
で
す
。

昔
か
ら
鏡
に
は
神
様
が
宿
る
と
さ
れ
、

神
聖
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、お
餅
を
鏡
に
見
立
て
て「
鏡

餅
」と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

日
本
で
は
、年
が
明
け
る
と
、年
神
様

と
呼
ば
れ
る
神
様
が
訪
ね
て
く
る
と
い

う
言
い
伝
え
が
あ
り
ま
す
。
鏡
餅
を
お

供
え
す
る
こ
と
で
神
様
と
新
年
を
お
祝

い
し
、一
年
の
良
運
を
願
う
と
い
う
意
味

が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

（
鏡
餅
の
項
に
つ
い
て
は
、デ
リ
キ
ッ
チ
ン
よ
り
引
用
）

◎
鱗う
ろ
こ

餅も
ち

奉
献
に
つ
い
て

先
に
見
て
き
た
よ
う
に
、鏡
餅
が
神
様

に
供
え
る
特
別
な
お
供
え（
神
饌
）で
あ

る
こ
と
が
窺
わ
れ
ま
す
。
本
莊
神
社
で
は
、

年
に
一
度
の
大
祭
の
際
に
、御
祭
神
・
ス

サ
ノ
オ
の
八
岐
大
蛇
退
治
に
因
む
鱗
餅

を「
特と
く

殊し
ゅ

神し
ん

饌せ
ん

」と
し
て
お
供
え
し
て
き

ま
し
た
。

貴
重
な
お
米
を
使
う
鱗
餅
の
奉
献
は
、

地
域
の
繁
栄
の
証あ
か
し

な
の
で
す
。

昭
和
十
三
年
に
岐
阜
県
神
徳
会
が
発

行
し
た『
岐
阜
県
神
社
要
覧
』の
郷
社
本

莊
神
社
の
項
に
は
、

六
、特
殊
神
饌
例
祭
当
日
祭
神
が
八
岐

大
蛇
を
退
治
さ
れ
し
御
事
歴
に
因
み
、大

の
鱗
形
の
餅
を
以
て
飾
造
せ
し
、白
赤
胴

形
の
神
饌
を
供
す
。

と
、記
さ
れ
八
十
五
年
前
に
特
殊
神
饌

囲
に
垣
根
を
つ
く
り
、そ
こ
に
八
つ
の
入

り
口
を
つ
け
、入
り
口
ご
と
に
強
い
酒
を

入
れ
た
大
き
な
甕か
め

を
置
き
ま
し
た
。
し

ば
ら
く
す
る
と
辺
り
が
急
に
暗
く
な
り

ま
し
た
。
不
気
味
な
物
音
と
と
も
に
、大

蛇
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
恐
ろ

し
い
姿
で
し
た
。

八
つ
の
頭
に
は
ギ
ラ
ギ
ラ
と
真
っ
赤

な
眼
が
気
味
悪
く
光
っ
て
い
ま
し
た
。

ガ
ブ
ガ
フ
と
勢
い
よ
く
酒
を
飲
み
は
じ

め
ま
し
た
。
須
佐
之
男
命
は
大
蛇
に
そ
っ

と
忍
び
よ
る
と
、手
に
し
た
剣
で
大
蛇
め

が
け
て
切
り
か
か
り
ま
し
た
。
気
づ
い

た
大
蛇
は
命
め
が
け
て
飛
び
か
か
っ
て

き
ま
し
た
が
、酔
っ
ぱ
ら
っ
た
大
蛇
を
ひ

ら
り
と
か
わ
し
、次
々
と
切
り
倒
し
て
見

事
退
治
し
ま
し
た
。
最
後
に
シ
ッ
ポ
を

切
っ
た
と
き
、り
っ
ぱ
な
剣
が
で
て
き
ま

し
た
。

大
蛇
も
退
治
さ
れ
、出
雲
の
国
に
ま
た

平
和
が
も
ど
り
ま
し
た
。
命
は
大
蛇
の

シ
ッ
ポ
か
ら
出
て
き
た
剣
を
天あ
ま

照て
ら
す

大お
お

御み

神か
み

さ
ま
に
奉
り
、そ
の
後
長
く
櫛
名
田
比

◎
『
八
岐
大
蛇
伝
説
』
と
は

須す

佐さ

之の

男お
の

命み
こ
と

が
出
雲
の
国
の
肥
の
川

の
辺
り
に
く
る
と
、娘
が
一
人
、年
老
い

た
両
親
と
泣
い
て
い
ま
し
た
。
娘
の
名

は
櫛く
し

名な

田だ

比ひ

売め

。
親
の
名
は
大お
お

山や
ま

津つ

見み

の
神
の
子
で
、足あ
し

名な

椎つ
ち

、手て

名な

椎つ
ち

と
い
い

ま
し
た
。
そ
こ
で
、
命み
こ
と

は
、理
由
を
聞
く

足
名
椎
は
世
に
も
恐
ろ
し
い
話
を
始
め

ま
し
た
。

こ
の
山
奥
に
八や

俣ま
た

の
大お
ろ
ち蛇
と
い
う
頭

が
八
つ
も
あ
る
怪
物
が
住
み
、一
年
に
一

度
こ
の
里
に
で
て
き
て
は
、娘
を
一
人
ず

つ
食
べ
る
と
い
う
の
で
す
。
そ
の
た
め

八
人
も
い
た
足
名
椎
の
娘
も
、今
で
は
櫛

名
田
比
売
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
今
年
も
ま
た
大
蛇
が
娘
を
食
べ
に

や
っ
て
く
る
時
期
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

話
を
聞
い
た
命
は
、大
蛇
を
退
治
す
る
こ

と
に
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
ま
ず
、家
の
周

「
八
岐（
俣
）大
蛇
伝
説
」と

　
　
　
　
　
　

鱗
餅
の
由
来

本
莊
神
社
宮
司　

今
津
隆
弘
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し
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

両
親
か
ら
時
折
聞
い
た
話
で
す
。
長

良
川
で
大
雨
が
降
る
と
必
ず
、「
本
莊
の

小
熊
野
の
堤
防
が
切
れ
た
こ
と
が
あ
る

か
ら
心
配
だ
な
」と
い
う
の
で
す
。
一
番

堤
防
の
破
堤
し
や
す
い
箇
所
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、最
近
九
〇
代
の
古

老
の
方
か
ら
聞
い
た
話
で
す
。「
若
い
こ

ろ
地
元
水
防
団
の
仕
事
で
井
戸
を
掘
っ

て
い
た
ら
地
中
か
ら
直
径
五
〇
セ
ン
チ

以
上
の
巨
木
が
数
本
出
て
き
た
」(

清
本

町
六
の
善
超
寺
辺
り
の
こ
と)

と
言
わ
れ

た
。
お
聞
き
し
て
い
る
と
、昭
和
三
十
年

代
の
話
し
で
す
。
先
述
し
た
、古
地
図
に

は
砂
入
り
と
か
砂
利
入
り
と
か
の
記
載

が
一
〇
箇
所
程
あ
り
ま
し
た
。
破
堤
に

よ
り
川
の
土
砂
が
流
入
し
て
堆
積
し
た

と
こ
ろ
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

三
里
の
旧
清
村
青
年
団
の
有
志
が
作

成
し
た「
昭
和
三
十
年
頃
の
清
本
町
・
柳

森
町
の
周
辺
地
図
」に
よ
る
と
、砂
山
と

い
う
地
名
が
今
の
清
和
公
園
辺
り
に
あ

り
ま
す
。
そ
し
て
東
隣
に
は
四
つ
池
と

い
う
地
名
も
残
っ
て
い
ま
し
た
。
四
十

～
五
十
年
前
ま
で
生
き
て
い
た
地
名
な

の
で
す
。
軽
率
に
考
え
る
こ
と
は
慎
ま

ね
ば
い
け
ま
せ
ん
が
、案
外
こ
の
亥
年
切

れ
の
大
洪
水
と
関
係
あ
る
の
か
も
し
れ

荷
町
五
丁
目
）の
旧
中
山
道
の
南
と
北
に

そ
れ
ぞ
れ
社
宮
司
が
二
宮
、描
か
れ
て
い

た
の
で
す
。こ
の
社
宮
司
が
南
を
オ
シ
ャ

ゴ
ジ
、北
を
メ
シ
ャ
ゴ
ジ
と
い
う
。
い
ず

れ
か
の
時
代
に
、出
雲
神
話
の
八
岐
の
大

蛇
退
治
説
と
習
合
し
た
と
い
う
話
を
聞

い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

私
は
三
里
校
区
に
住
ん
で
い
ま
す
が
、

か
つ
て
六
条
神
社
で
は
、毎
年
春
の
例
祭

に
お
棚
ま
つ
り
が
あ
り
ま
し
た
。
大
蛇

の
鱗
を
、う
ろ
こ
型
の
餅
に
な
ぞ
ら
え
て

神
前
に
お
供
え
し
た
と
い
う
。
三
里
下

六
条
翁
森
地
区
の
塩
谷
文
夫
さ
ん
宅
の

倉
庫
内
に
、そ
の
お
棚
ま
つ
り
に
使
わ
れ

て
い
た
奉
納
道
具
・
資
材
等
を
見
せ
て
い

た
だ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

最
近
の
説
に
よ
る
と
、出
雲
神
話
の
八

岐
の
大
蛇
と
い
う
の
は
、出
雲
地
方
斐
伊

川
の
氾
濫
を
象
徴
的
に
述
べ
た
話
と
も

聞
き
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、こ
の
辺
り

岐
阜
の
昔
の
大
洪
水
の
話
と
い
え
ば
、文

化
十
二
年
乙
亥（
一
八
一
五
）の
小
熊
野

の
堤
防
が
切
れ
た
と
い
う
、い
わ
ゆ
る
文

化
年
間
の
亥
年
切
と
い
う
長
良
川
堤
防

の
決
壊
と
そ
の
大
洪
水
が
、古
地
図（
昭

和
六
年
発
行
本
莊
村
史
の
付
録
か
）に
描

か
れ
て
い
ま
し
た
。
地
元
の
大
洪
水
の

話
と
八
岐
の
大
蛇
伝
説
が
ド
ッ
キ
ン
グ

と
し
て「
鱗
餅
」が
存
在
し
た
こ
と
を
示

す
記
録
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら

終
戦
後
に
は
い
つ
し
か「
鱗
餅
」の
奉
献

が
失
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の「
鱗
餅
」奉
献
が
復
活
す
る
の
は
、

平
成
十
八
年
で
す
。
実
に
七
十
年
ぶ
り

に
奉
納
が
復
活
し
た
の
で
す
。

こ
の
復
活
に
際
し
て
加
納
三
郎
さ
ん

が『
本
莊
神
社
誌
』の
中
で
当
時
の
回
想

禄
を
記
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
先
人
の
苦
労
が
あ
っ
て
、現

在
に
繋
が
っ
て
い
る
の
で
す
。

実
は
、本
莊
神
社
の「
鱗
餅
」奉
献
が

復
活
し
た
後
、六
條
神
社
の「
御
棚
餅
」

奉
献
は
途
絶
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。

本
莊
神
社
の
古
伝
承
に
よ
れ
ば
、三
里

の
六
條
神
社
、市
橋
の
八
雲
神
社
と
本
莊

神
社
の
三
社
は
、か
っ
て
は
一
つ
の
神
社

だ
っ
た
と
伝
え
て
い
ま
す
。

関
ヶ
原
の
前
哨
戦
の
岐
阜
城
の
攻
防

の
際
、当
時「
楡
賀
保
明
神
」と
称
さ
れ

た
神
社
は
江
戸
期
に
三
つ
に
な
り
、三
里

は
八
岐
大
蛇
の
頭
、本
莊
は
胴
体
、市
橋

は
尾
を
表
す
餅
飾
り
を
奉
納
し
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

三
里
や
市
橋
の
そ
れ
ぞ
れ
の
神
社
の

由
緒
に
は
こ
う
し
た
由
来
は
記
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
が
、言
い
伝
え
は
大
切
に
伝
え

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
復
活
し
た
伝
統
を
今
後
も

絶
や
す
こ
と
な
く
、継
承
し
て
い
く
こ
と

に
皆
様
の
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

さ
る
四
月
五
日
の
本
莊
神
社
例
祭
で
、

う
ろ
こ
餅
奉
納
に
拝
す
る
機
会
が
あ
り

ま
し
た
。
こ
れ
が
か
つ
て
聞
い
た
う
ろ

こ
餅
な
ん
だ
な
と
、そ
の
大
き
さ
の
立
派

さ
や
華
麗
さ
・
威
厳
さ
に
見
と
れ
て
い
ま

し
た
。
ひ
し
形
の
餅
、そ
れ
も
花
び
ら
餅

（
十
二
枚
・
十
二
か
月
・
時
間
）と
、い
わ
ゆ

る
菱
餅（
八
段
・
八
つ
の
、頭
と
尾
か
）と

の
微
妙
な
組
み
合
わ
せ
や
上
下
に
置
か

れ
た
鏡
餅
の
重
厚
さ
に
少
し
見
と
れ
ま

し
た
。

地
元
の
郷
土
史（
本
莊
・
三
里
・
市
橋
）

を
読
ん
で
い
た
折
に
、と
て
も
興
味
の
あ

る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
の
で
記
憶
し

て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

文
化
年
間
、十
九
世
紀
の
初
め
こ
ろ
に

で
き
た
と
い
う
中
山
道
分
間
延
絵
図
に

つ
い
て
、三
里
の
清
村
と
本
莊
鳥
屋
村
と

の
村
境（
現
在
の
清
本
町
一
〇
丁
目
と
稲

ま
せ
ん
。

古
代
史
に
造
詣
の
深
い
知
人
が
教
え

て
く
れ
ま
し
た
。
社
宮
司
信
仰
の
淵
源

は
、信
州
諏
訪
地
方
ら
し
い
。
そ
れ
も
建

御
名
方
神(

諏
訪
明
神)

に
抗
し
た
国
津

神
で
あ
る
、洩
矢
神
に
由
来
す
る
と
い
う
。

少
し
興
味
が
わ
い
て
き
た
の
で
、江
戸

時
代
の
絵
図
に
あ
っ
た
社
宮
司
は
ど
こ

へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か（
今
は

現
地
に
は
な
い
）と
思
い
調
べ
て
み
ま
し

た
。
南
の
社
宮
司(

オ
シ
ャ
ゴ
ジ)

は
、三

里
清
本
町
の
旦
ノ
越
神
社
に
合
祀
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
由
緒
書
き
に
よ
る
も
の

で
す
。
北
の
社
宮
司(

メ
シ
ャ
ゴ
ジ)

は
、

本
莊
村
史
に
よ
っ
て
三
ツ
又
斎
宮
神
社

(

斎
宮
は
社
宮
司
に
通
ず
か
？)

ま
で
は

分
か
り
ま
し
た
が
、そ
れ
以
降
に
つ
い
て

は
残
念
で
す
が
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
で
も
勝
手
な
憶
測
で
す
が
、案
外

鳥
屋
八
幡
神
社
に
合
祀
さ
れ
て
い
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

江
戸
時
代
末
期
ま
で
、江
戸
と
京
都

を
結
ぶ「
街
道
」は
表
街
道
と
し
て
の「
東

本
莊
神
社
の

　

う
ろ
こ
餅
奉
納
に
つ
い
て

中
山
道
加
納
宿
文
化
保
存
会

理
事　

安
田
修
司

変
わ
る
も
の（
こ
と
）、

変
わ
ら
な
い
も
の（
こ
と
）３

中
山
道
加
納
宿
文
化
保
存
会

会
長　

尾
関
孝
彦
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御
嵩
宿
の
上
之
郷
村
に
、和
宮
通
行
時

の
三
十
項
目
近
い
注
意
事
項
の
触
書
が

残
さ
れ
て
い
ま
す
。

中
山
道
を
江
戸
か
ら
京
都
へ
向
か
っ

た
の
は
、地
球
一
周
分
と
な
る
約
四
万
㎞

を
測
量
し
、「
大
日
本
沿
海
輿
地
全
図
」を

作
成
し
た
伊
能
忠
敬
が
い
ま
す
。

伊
能
は
、寛
政
十
二
年（
一
八
○
○
）か

ら
約
十
七
年
間
に
わ
た
り
、全
国
沿
岸
を

測
定
し
ま
し
た
。
文
化
六
年（
一
八
○
九
）

か
ら
始
ま
っ
た
第
七
次
測
量
に
中
山
道

海
道
」と
、言
わ
ば
裏
街
道
と
し
て
の
中

山
道
で
し
た
。
約
五
二
八
㎞
を
歩
く
中

山
道
に
は
、六
十
九
の
宿
場
が
あ
り
、加

納
宿
も
そ
の
一
つ
で
し
た
。

中
山
道
を
江
戸
か
ら
京
都
へ
、京
都
か

ら
江
戸
へ
多
く
の
人
々
が
往
来
し
ま
し

た
。で

は
、ど
ん
な
人
が
通
行
し
た
の
で

し
ょ
う
。
前
号
で
述
べ
た
よ
う
に
、中
山

道
は「
姫
街
道
」と
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
、

江
戸
幕
府
の
将
軍
に
多
く
の
姫
君
が
中

山
道
を
通
り
輿
入
れ
し
て
い
ま
す
。
徳

川
九
代
将
軍
・
家
重（
延
享
二
年
～
宝
暦

十
年
・
一
七
四
五
～
一
七
六
○
）に
嫁
い

だ
比な
み
の

宮み
や

が
、中
山
道
を
下
向
し
た
の
が

初
め
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、

十
代
将
軍
・
家
治（
宝
暦
十
年
～
天
明
六

年
・
一
七
六
○
～
一
七
八
九
）に
嫁
い
だ

五い

十そ
の

宮み
や

、十
三
代
将
軍
・
家
定（
嘉
永
六
年

～
安
政
五
年
・
一
八
五
三
～
一
八
五
八
）

に
嫁
い
だ
有
姫
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

な
か
で
も
最
も
有
名
な
の
は
、十
四

代
将
軍
・
家
茂（
安
政
五
年
～
慶
応
二
年
・

一
八
五
八
～
一
八
六
八
）に
公
武
合
体
論

が
国
の
平
安
の
た
め
と
、仁
孝
天
皇
皇

女
・
和
宮
が
最
後
で
、最
大
の
降
嫁
で
し

た
。文

久
元
年（
一
八
六
一
）十
月
二
十
日
、

を
江
戸
か
ら
歩
い
て
美
濃
国
を
通
っ
て
、

十
月
十
四
日
御
嵩
宿
、十
五
日
大
田
宿
に

宿
泊
し
た
と
の
日
記
が
残
さ
れ
て
い
ま

す
。
当
然
、加
納
宿
も
通
っ
た
と
思
い
ま

す
。幕

府
が
、諸
大
名
を
統
制
す
る
た
め

の
法
典
を
二
代
将
軍
・
秀
忠
時
代
の
元
和

元
年（
一
六
一
五
）に
定
め
た『
武
家
諸
法

度
』を
、三
代
将
軍
・
家
光
が
寛
永
十
三

年（
一
六
三
五
）に
改
定
し
、参
勤
交
代
制

を
制
定
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、加
納
藩

を
は
じ
め
約
三
十
の
大
名
が
中
山
道
を

利
用
し
、江
戸
に
向
か
っ
た
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

そ
の
他
、吉
田
松
陰
、貝
原
益
軒
な
ど
。

又
、加
納
宿
は
通
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、水

戸
藩
浪
士
の
天
狗
党
も
、中
山
道
鵜
沼
宿

付
近
ま
で
来
て
い
ま
す
。

中
山
道
、東
海
道
は
、名
も
無
き
一
般

庶
民
、商
人
、武
氏
な
ど
多
く
の
人
々
が

利
用
し
た
日
本
の
幹
線
道
路
で
し
た
。

明
治
時
代
に
な
り
、東
京
と
京
都
を
結

ぶ
鉄
道
計
画
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
旧

東
海
道
ル
ー
ト
が
考
え
ら
れ
た
そ
う
で

す
。
明
治
二
十
二
年（
一
八
八
九
）、東
京

～
神
戸
間
の
鉄
道
が
開
通
し
、江
戸（
東

京
）と
京
都
を
結
ぶ
街
道
と
し
て
の
東
海

道
、中
山
道
は
衰
退
し
、同
時
に
宿
場
町

京
都
御
所
を
出
発
し
た
皇
女
和
宮
は
、

二
十
五
日
美
濃
国
に
入
り
、二
十
六
日
加

納
宿
に
到
着
し
ま
し
た
。

本
陣
・
松
波
藤
右
衛
門
宅
に
宿
泊
し
ま

し
た
。
そ
の
際
、和
宮
が
詠
ん
だ
歌
が
、

加
納
本
町
二
丁
目
の
本
陣
跡（
現
・
青
木

雅
敏
宅
前
）に
歌
碑
と
し
て
残
さ
れ
て
い

ま
す
。

そ
の
後
、美
濃
路
で
三
泊（
大
田
宿
、

大
湫
宿
、中
津
川
宿
）、十
一
月
一
日
に
中

津
川
宿
を
出
発
し
、信
濃
に
入
り
、十
一

月
十
五
日
に
日
本
橋
に
到
着
、江
戸
に
入

り
ま
し
た
。
十
月
二
十
日
に
京
都
桂
御

所
を
出
発
し
、二
十
六
泊
の
長
旅
で
し
た
。

こ
の
旅
行
列
に
、二
万
人
の
お
供
や
警
護

方
が
同
行
し
た
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
行
列
が
安
全
に
通
行
で
き
る
よ

う
、美
濃
国
だ
け
で
も
延
べ
六
万
人
以
上

の
人
々
が
、中
山
道
沿
い
の
み
な
で
な
く
、

遠
く
離
れ
た
村
か
ら
も
動
員
さ
れ
た
と

も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

も
衰
退
し
て
い
き
ま
し
た
。
し
か
し
、街

道
沿
い
や
宿
場
に
古
来
よ
り
継
承
さ
れ

て
来
た
各
地
に
残
る
伝
統
行
事
や
、神
社

の
神
事
は「
不
易
」な
も
の
と
し
、後
世

に
残
す
こ
と
が
重
要
な
こ
と
と
考
え
ま

す
。そ

し
て
、次
の
世
代
に
継
承
す
る
こ
と

は
、私
た
ち
大
人
の「
使
命
」で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。 　
　
　
　
　
　
　
　
（
完
）

先
月
に
、発
表
し
た
自
信
の
せ
い
か
、

完
ぺ
き
に
や
れ
る
気
が
し
ま
し
た
。

で
も
、実
際
は
立
ち
位
置
を
間
違
え
る

わ
、た
た
く
タ
イ
ミ
ン
グ
が
ず
れ
る
わ
で

ボ
ロ
ボ
ロ
で
し
た
。
私
は
真
っ
先
に
コ

ロ
ナ
を
う
ら
み
ま
し
た
が
、自
分
の
練
習

不
足
と
い
う
の
が
一
番
し
っ
く
り
き
ま

す
。来

年
も
放
課
後
の
雨
ご
い
に
参
加
す

る
べ
き
と
思
い
ま
し
た
。
ま
た
、時
間
が

あ
れ
ば
、自
転
車
を
か
っ
飛
ば
し
て
、土

曜
に
練
習
に
行
く
な
ど
し
て
、も
っ
と
上

手
く
な
り
た
い
で
す
。

嫁ぎ先

⃝比宮増子
⃝五十宮倫子
⃝楽宮喬子
⃝登美宮吉子
⃝有君
⃝寿明姫
⃝和宮親子

伏見宮邦永親王王女
閑院宮直仁親王王女
有栖川宮織仁親王王女
有栖川宮織仁親王王女
鷹司正熙女・任子
一条忠良女・秀子
仁孝天皇皇女

徳川 家重
徳川 家治
徳川 家慶
徳川 斉昭
徳川 家定
徳川 家定
徳川 家茂

享保十六年八月
寛延二年三月八日
文化元年九月七日
天保二年二月
天保二年八月二九日
嘉永二年九月一九日
文久元年十月二六日

中山道を通られた姫君

本
莊
雨
乞
い
踊
り

本
莊
神
社
奉
納
行
事
を
終
え
て

六
年
一
組　

島
田
梨
央
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け
れ
ど
、最
後
は
き
ん
ち
ょ
う
せ
ず
に
で

き
て
よ
か
っ
た
で
す
。

「
本
莊
雨
乞
い
踊
り
」岐
阜
市
の
ち
い

き
伝
と
う
文
化
を
の
こ
し
て
い
け
る
よ

う
に
み
ん
な
に
ひ
ろ
め
て
い
き
た
い
で
す
。

岐
阜
市
の
地
い
き
伝
と
う
文
化
を
さ
い

ご
ま
で
の
こ
し
て
い
き
た
い
で
す
。

い
つ
も
私
た
ち
の
巫
女
舞
を
温
か
く

見
守
っ
て
く
だ
さ
り
、あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
先
生
の
お
か
げ
で
春
の
大
祭
で
、

無
事
奉
納
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

私
は
巫
女
舞
を
始
め
て
三
年
に
な
り

ま
す
。
姉
が
や
っ
て
い
る
の
を
み
て
私

も
参
加
し
た
い
と
思
い
、始
め
ま
し
た
。

昨
年
は
新
し
い
衣
装
を
そ
ろ
え
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
気
持
ち
を
新
た
に
舞

う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
の
影

響
で
、春
だ
け
だ
っ
た
の
が
残
念
で
す
。

今
年
は
夏
の
夏
越
祭
で
舞
え
た
ら
い

い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
ご
支
援
、宜
し
く
お
願
い

し
ま
す
。

わ
た
し
は
、も
う
す
ぐ
小
学
校
を
卒
業

し
ま
す
。
み
こ
舞
の
貴
重
な
体
験
は
、わ

た
し
の
小
学
校
生
活
の
良
い
思
い
出
の

一
つ
で
す
。

中
学
生
に
な
っ
た
ら
、少
し
で
も
後
は

そ
し
て
、こ
の
雨
ご
い
の
伝
統
を
絶
や

さ
ぬ
よ
う
そ
の
松
明
を
手
わ
た
し
し
て

い
け
る
よ
う
な
人
に
な
り
た
い
と
思
い

ま
す
。

最
初
は
、主
題
曲
を
や
っ
て
い
て
、み

ん
な
で
あ
わ
せ
て
み
た
ら
、は
や
さ
や
入

り
方
な
ど
が
む
ず
か
し
か
っ
た
り
し
て

や
り
な
お
し
し
た
り
し
た
け
ど
、二
回
く

ら
い
す
る
と
、ど
ん
ど
ん
な
れ
て
い
っ
て
、

あ
わ
せ
ら
れ
て
よ
か
っ
た
で
す
。

そ
し
て
、い
ろ
い
ろ
な
曲
を
や
っ
た
り

ほ
う
か
ご
あ
ま
ご
い
の
人
た
ち
と
で
き

た
り
し
て
、少
し
は
ち
が
う
学
年
の
人
と

お
話
で
き
た
の
で
よ
か
っ
た
で
す
。

ぼ
く
は
、こ
の
本
莊
神
社
ほ
う
の
う
行

事
を
お
え
て
最
初
は
き
ん
ち
ょ
う
し
た

い
の
お
手
本
に
な
れ
る
よ
う
が
ん
ば
り

た
い
で
す
。

み
こ
舞
を
楽
し
く
学
ば
せ
て
頂
け
る

の
は
、市
田
先
生
や
地
い
き
の
方
々
の
た

く
さ
ん
の
支
え
が
あ
る
か
ら
で
す
。

み
な
さ
ん
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
忘

れ
ず
、こ
れ
か
ら
も
練
習
に
は
げ
み
た
い

と
思
い
ま
す
。

私
は
、み
こ
舞
を
５
年
生
の
時
か
ら
始

め
ま
し
た
。

初
め
は
、難
し
い
お
ど
り
だ
な
と
思
っ

て
な
か
な
か
上
手
に
お
ど
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。
で
も
、た
く
さ
ん
研
修
を
や
っ
て

い
く
う
ち
に
、上
手
に
お
ど
れ
る
よ
う
に

な
り
、今
は
楽
し
く
み
ん
な
で
み
こ
舞
を

や
っ
て
い
ま
す
‼

こ
れ
か
ら
も
み
こ
舞
を
続
け
て
み
ん

な
に
み
こ
舞
の
良
さ
を
知
っ
て
も
ら
い

た
い
で
す
。

こ
れ
か
ら
も
頑
張
り
ま
す
！

◎
御
朱
印
帳
授
与

　
　
　

初
穂
料　

金
二
、○
○
○
円
也

御
朱
印
帳
に
は
、あ
ら
か
じ
め
一
種
類

の
御
朱
印
を
記
入
し
て
お
り
ま
す
。

い
つ
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

衣
し
ょ
う
を
着
て
、か
み
か
ざ
り

を
つ
け
る
と
自
然
と
心
が
ひ
き
し

ま
り
ま
す
＾ᗜ＾

本
莊
雨
乞
い
踊
り

本
莊
神
社
奉
納
行
事
を
終
え
て

六
年
二
組　

佐
藤
希
美

本
莊
雨
乞
い
踊
り

本
莊
神
社
奉
納
行
事
を
終
え
て

五
年
一
組　
さ
と
う
よ
し
た
か

巫
女
舞
奉
納

　
市
田
先
生
へ
感
謝
の
こ
と
ば

村
瀬
こ
こ
ろ

巫
女
舞
奉
納

　
市
田
先
生
へ
感
謝
の
こ
と
ば

大
久
保
菖

巫
女
舞
奉
納

　
市
田
先
生
へ
感
謝
の
こ
と
ば

岡
海
心

　

御
朱
印
・
限
定
守
の

　
　
　
　

 

授
与
に
つ
い
て
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同
会
で
は
、現
在
二
十
四
の
寺
社
が
参

加
し
て
お
り
ま
す
。

元
々
は
、金
神
社
が
鳥
居
を
金
色
に
塗

り
替
え
た
こ
と
を
き
っ
か
け
と
し
て
、「
プ

レ
ミ
ア
ム
こ
が
ね
デ
ー
」と
し
て
月
末
金

曜
日
に
特
別
な
御
朱
印
を
出
し
た
こ
と

が
始
ま
り
で
、岐
阜
市
内
に
は「
金
」が

つ
く
地
名
が
多
く
、岐
阜
駅
前
の
金
の
信

長
像
、岐
阜
大
仏
な
ど
も
あ
り
、地
域
振

興
に
役
立
つ
の
で
は
と
、ひ
と
ひ
と
の
会

が「
金
の
御
朱
印
め
ぐ
り
」の
企
画
を
立

ち
上
げ
ま
し
た
。

※
詳
し
く
は「
ひ
と
ひ
と
の
会
」HP
を
ご
確
認
下
さ
い

   https://hitohito.jim
dofree.com

◎
通
常
の
御
朱
印
授
与

　
　
　

初
穂
料　

金
各
三
○
○
円
也

神
職
が
日
勤
す
る
毎
週
金
・
土
・
日
曜

日
並
び
に
祝
祭
日
は
通
常
の
御
朱
印
と

し
て
、二
種
類
を
授
与
し
て
お
り
ま
す
。

当
初
は
、金
神
社
と
関
わ
り
深
い
、伊

奈
波
神
社
、橿
森
神
社
の
三
社
の
み
で
し

た
が
、こ
う
し
た
取
り
組
み
に
近
隣
の
寺

院
が
共
感
し
て
、参
加
寺
院
が
増
え
ま
し

た
。当

社
も
、ひ
と
ひ
と
の
会
か
ら「
本
莊

神
社
は
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
な
の
で
、是
非

参
加
し
て
ほ
し
い
」と
お
誘
い
が
あ
り
、

役
員
と
説
明
を
窺
っ
て
四
月
か
ら
参
加

す
る
こ
と
と
致
し
ま
し
た
。

―
―
―
―
―  

○  

―
―
―
―
―

◎
限
定
御
守
授
与

　
　
　

初
穂
料　

金
一
、○
○
○
円
也

月
次
祭
で
祈
願
し
て
当
日
の
み
授
与

す
る「
月
次
祭
限
定
御
守
」を
、金
色
に

因
む
月
末
金
曜
日
の「
金
の
御
朱
印
」の

日
に
も
授
与
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

◎
金
の
御
朱
印
授
与

　
　
　  　
初
穂
料　

金
五
○
○
円
也

本
莊
神
社
で
は
、柳
ヶ
瀬
ま
ち
づ
く
り

会「
ひ
と
ひ
と
の
会
」が
企
画
実
施
す
る

毎
月
月
末
金
曜
日
の「
金
の
御
朱
印
め
ぐ

り
」に
参
加
し
、四
月
か
ら「
金
の
御
朱

印
」の
授
与
を
始
め
ま
し
た
。

ひ
と
ひ
と
の
会
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
の
宣
伝
も
あ
っ
て
、県
外
の
方
が
多
く

見
ら
れ
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
効
果
の
大

き
さ
に
改
め
て
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。

今
後
、毎・

月・

の
月・

末・

金・

曜・

日・

に
金
の
御

朱
印
を
授
与
致
し
ま
す
。
特
別
な
台
紙

を
つ
く
り
、神
職
が
手
書
き
で
書
い
た
も

の
で
、「
書
き
置
き
」の
み
で
、朱
印
帳
へ

の
記
帳
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
よ
ろ
し
く

お
願
い
致
し
ま
す
。

―
―
―
―
―  

○  

―
―
―
―
―

今
後
は
、月
次
祭
の
第・

一・

土・

曜・

日・

と
月・

末・

金・

曜・

日・

の
月
二
回
授
与
致
し
ま
す
の

で
、お
求
め
の
際
は
日
時
を
ご
確
認
の
上
、

お
越
し
下
さ
い
。

○
限
定
御
守
授
与
日

（
※
十
月
以
降
は
次
号
掲
載
し
ま
す
）

六
月
四
日

六
月
二
十
四
日

七
月
二
日

七
月
二
十
九
日

八
月
六
日

八
月
二
十
六
日

九
月
三
日

九
月
三
十
日

十
月
一
日

十
月
二
十
八
日

月
次
祭

金
の
御
朱
印

月
次
祭

金
の
御
朱
印

月
次
祭

金
の
御
朱
印

月
次
祭

金
の
御
朱
印

月
次
祭

金
の
御
朱
印

①金神社　②玉性院　③岐阜信長神社　④弘峰寺　⑤伊奈波神社　⑥乙津寺　
⑦岐阜城　⑧護国之寺　⑨関善光寺　⑩真長寺　⑪鬼岩公園　⑫郡上八幡城　
⑬醍醐寺　⑭日龍峯寺　⑮黄金姫の郷 金山　⑯願興寺　⑰橿森神社　⑱東光寺
⑲瑞雲院　⑳正覚院　㉑長福寺　㉒玉龍寺　㉓東林寺　㉔本莊神社　　　　　



しあわせ祈願の宮　本莊神社社報令和４年５月 20 日 － 6－

本
莊
神
社
で
は
、様
々
な
ご
祈
祷
を
受

け
付
け
て
い
ま
す
。

神
職
が
常
駐
し
て
い
な
い
の
で
、予
め
、

電
話
連
絡
に
て
日
時
の
調
整
の
上
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
ご
祈
祷
申
し
込
み
フ
ォ
ー

ム
に
て
お
申
し
込
み
下
さ
い
。

【
ご
祈
祷
の
願
い
ご
と
】

○ 

家
内
安
全　
　

○ 

縁
結
び
祈
願

○ 

商
売
繁
盛　
　

○ 

自
動
車
お
祓
い

○ 

旅
行
安
全　
　

○ 

厄
除
け

○ 

初
宮
ま
い
り　

○ 

安
産
祈
願

○ 

七
五
三　
　
　

○ 

心
願
成
就　
　

○ 

病
気
平
癒

【
出
張
ご
祈
祷
】

○ 

地
鎮
祭

○ 

開
店
祓
い

○ 

竣
功
祭

　
　
　
　

そ
の
他
、ご
相
談
下
さ
い
。

◆
社
務
所
連
絡
先

　
（
○
五
八
）二
○
一
ー
五
三
八
一

①

③

お電話でのお申込みも受け付けています

ホームページはこちらから

058-201-5381

http://honjojinja-gifu.gifu-city.net

②

 

本
莊
神
社
ご
祈
祷
受
付
の 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

ご
案
内

 
【
ご
祈
祷
お
申
し
込
み
フ
ォ
ー
ム
】
か
ら
お
申
し
込
み
下
さ
い

①【ご祈祷お申し込み】をクリック
　　※モバイル版は下にスクロールしていくとあります

②【ご祈祷お申し込み書】を記入

③【確認画面へ】をクリック


