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御
　
挨
　
拶　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

宮　
　

司　
　

宮
　
西
　
修
　
治

 

「
コ
ロ
ナ
禍
」
と
称
さ
れ
る
状
況
に
な
り
早
三
度
目
の
初
夏
、
山
王
祭
の
時
期
を
迎
え
ま
し
た
。

　

こ
の
間
、
仇
敵
は
次
か
ら
次
へ
と
変
異
を
繰
返
し
、
本
稿
執
筆
時
点
で
は
漸
減
傾
向
に
あ
る
も
の
の
依
然
「
高
止
ま
り
」
の

情
況
が
続
い
て
い
ま
す
。

　

こ
の
令
和
四
年
は
山
王
祭
「
本
祭
」
の
年
、
本
来
な
ら
「
神
幸
祭
」
を
華
々
し
く
斎
行
し
、
打
続
く
憂
愁
を
一
掃
す
る
予
定

で
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
現
状
は
、
神
幸
祭
が
斎
行
で
き
る
状
況
と
い
う
に
は
稍
遠
く
、
窮
余
の
一
策
と
し
て
「
規
模
を
大
幅

に
縮
小
し
た
上
で
、
事
前
に
検
査
を
徹
底
し
、
奉
仕
者
全
員
マ
ス
ク
を
着
け
て
…
」
と
い
う
案
も
出
ま
し
た
が
、
御
承
知
の
と

お
り
行
列
の
規
模
は
す
な
わ
ち
神
の
勢
威
を
表
す
も
の
、
皇
城
の
鎮
と
称
え
ら
れ
る
日
枝
神
社
の
、
ま
し
て
日
本
三
大
祭
の
ひ

と
つ
、
さ
ら
に
は
江
戸
三
大
祭
の
筆
頭
と
謳
わ
れ
る
伝
統
の
神
幸
祭
を
、
中
途
半
端
な
形
で
行
う
わ
け
に
い
か
な
い
、
と
の
思

い
か
ら
、
前
回
に
続
き
中
止
の
決
定
を
致
し
ま
し
た
。

 

「
私
も
江
戸
っ
子
の
端
く
れ
、
侘
し
い
お
祭
を
す
る
く
ら
い
な
ら
…
」
と
、
去
る
三
月
の
祭
典
委
員
会
で
苦
渋
の
決
断
に
至
っ

た
心
情
を
吐
露
し
た
次
第
で
す
。「
今
年
こ
そ
は
」
の
思
い
で
心
待
ち
に
し
て
下
さ
っ
た
氏
子
御
崇
敬
の
皆
様
に
は
、
今
後
更
に

二
年
お
待
た
せ
す
る
事
に
な
り
、
将
に
忸
怩
た
る
想
い
で
は
あ
り
ま
す
が
、
何
卒
事
情
御
賢
察
の
上
、
ご
理
解
賜
り
ま
す
よ
う

お
願
い
申
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
「
山
王
祭
」
に
於
け
る
一
連
の
諸
祭
典
神
事
の
う
ち
の
最
重
儀
で
あ
る
十
五
日
の
例
祭
も
、
神
職
と
役
員
総
代
の
み
で

執
り
行
う
こ
と
と
致
し
ま
し
た
。
五
百
人
近
く
の
方
々
の
御
参
列
を
い
た
だ
い
て
盛
大
に
斎
行
さ
れ
る
例
年
の
祭
典
に
比
べ
れ

ば
甚
だ
寂
し
い
例
祭
で
は
あ
り
ま
す
が
、
神
様
と
氏
子
御
崇
敬
の
方
々
の
「
神
人
和
楽
の
ひ
と
と
き
」
と
い
う
祭
の
意
義
に
変

わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
年
通
り
粛
々
と
御
奉
仕
し
、
責
任
役
員
、
ま
た
氏
子
代
表
と
し
て
の
大
総
代
の
方
々
と
共
に
、
心
ひ

と
つ
に
神
恩
に
感
謝
し
、
更
な
る
御
加
護
を
お
祈
り
申
上
げ
る
所
存
で
す
。

　

過
日
の
祈
祷
で
奏
上
し
た
祝
詞
の
一
節
で
す
。

 

「
捲
土
重
来
」
と
い
う
言
葉
が
適
切
か
ど
う
か
わ
か
り
か
ね
ま
す
が
、
来
年
こ
そ
は
賑
や
か
な
山
王
祭
を
、
そ
し
て
再
来
年
、

令
和
六
年
に
は
待
ち
に
待
っ
た
神
幸
祭
を
盛
大
に
執
行
し
、
山
王
祭
此
処
に
あ
り
、
神
幸
祭
こ
こ
に
あ
り
と
、
天
下
に
知
ら
し

む
る
べ
く
努
め
て
参
り
ま
す
。

　
　
六
月

 

七
日　
（
火
） 

十
一
時

	
	

末
社
八
坂
神
社
例
祭

 

十
二
日（
日
） 

十
時

 
 

境
内
茶
園
並
狭
山
新
茶
奉
納
奉
告
祭

 

十
三
日（
月
） 

十
一
時

 
 

表
千
家
家
元
献
茶
式

 

同 

十
七
時

 
 

献
灯
祭

 

十
五
日（
水
） 

十
一
時

 
 

例　

祭

 

十
六
日（
木
） 

十
一
時

 
 

煎
茶
礼
道
日
泉
流
献
茶
式

 

同 

十
三
時

 
 

山
王
嘉
祥
祭

 

十
七
日（
金
） 

十
時

 
 

裏
千
家
家
元
献
茶
式

令
和
四
年  

山
王
祭  

行
事
日
程

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の
た
め
、
例

年
執
り
行
っ
て
い
る
祭
典
は
神
職
並
び
に
関
係
者
各
位

で
行
い
、
神
幸
祭
・
稚
児
行
列
・
山
王
音
頭
と
民
謡
大

会
は
中
止
致
し
ま
す
。

何
卒
ご
理
解
の
程
お
願
い
申
上
げ
ま
す
。

病や
ま
ひ
尓に
臥ふ

瀨せ
留る
人ひ
と

床と
こ
乎を
出ゐ
で
弖て
立た
ち

上あ
が
里り
家い
へ
尓に
籠こ
も
留る
人ひ
と

扉と
び
ら
乎を
開あ

介け
弖て
町ま
ち
尓に
出で

か掛
介け
魂た
ま

由ゆ

良ら

乃の

懼お
そ
れ
母も

些
い
さ
さ
か
乃の

憂う
れ
ひ
母も
無な

久く
覆ま
す
く面
乎を
外は
づ
志し

阿あ

奈な

晴は
れ

阿あ

奈な

樂た
の
し

阿あ

奈な

淸さ
や
け
登と

心こ
こ
ろ
尓に
掛か

加か
留る
雲く
も
母も
無な

久く
聲こ
ゑ

高た
か
良ら
加か
尓に

都み
や
こ
乃の
夜よ

明あ
け

告つ

夏げ
留る
長な
が
な
き鳴
鶏ど
り
乃の
一ひ
と
こ
ゑ聲
尓に
穩お
だ
也や
加か
尓に
志し
弖て

淨き
よ
良ら
加か
奈な
留る
安や
す
良ら
加か
尓に
志し
弖て
賑に
ぎ
也や
加か
奈な
留る
元も
と
都つ

都み
や
こ
乃の

姿す
が
た
尓に
立た
ち

還か
へ
良ら
志し
米め
給た
ま
閉へ
登と

恐か
し
こ
美み

恐か
し
こ
美み
母も
白ま
を
須す
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昭
和
二
十
二
年
五
月
三
日
に
日
本
国
憲

法
が
施
行
さ
れ
て
、
今
年
で
七
十
五
年
を

迎
え
ま
す
。

　

ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
、
覇

権
主
義
を
前
面
に
押
し
出
す
中
国
や
北

朝
鮮
に
よ
る
軍
事
的
脅
威
を
は
じ
め
、
わ

が
国
を
と
り
ま
く
安
全
保
障
環
境
は
大
き

く
変
化
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
未
だ
終
息

に
至
ら
な
い
コ
ロ
ナ
禍
や
大
規
模
自
然
災

害
、
地
球
規
模
で
の
環
境
破
壊
な
ど
、
憲

法
制
定
時
に
は
想
定
も
し
て
い
な
か
っ
た

事
態
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
わ
が
国
の
憲
法
は
占

領
時
代
、
終
戦
直
後
の
混
乱
の
中
に
制
定

さ
れ
て
以
来
、
一
度
も
改
正
さ
れ
た
こ
と

が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

憲
法
の
前
文
に
は
「
平
和
を
愛
す
る
諸

国
民
の
公
正
と
信
義
に
信
頼
し
て
、
わ
れ

ら
の
安
全
と
生
存
を
保
持
し
よ
う
と
決
意

し
た
…
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
非
現

実
的
で
あ
る
こ
と
は
誰
が
見
て
も
一
目
瞭

然
で
す
。

　

世
界
の
平
和
と
安
全
を
維
持
す
る
こ
と

が
、
い
か
に
複
雑
で
か
つ
困
難
で
あ
る
か

を
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
に
切
実
な
問
い

か
け
と
し
て
、突
き
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
自
然
災
害
の
頻
発
、
激
甚
化
し

て
い
る
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
憲
法
に
緊

急
事
態
条
項
を
盛
り
込
む
必
要
が
あ
る
と

考
え
ま
す
。

　

私
が
第
二
次
安
倍
改
造
内
閣
で
防
災
大

臣
だ
っ
た
当
時
、「
憲
法
の
壁
」
に
阻
ま

れ
た
苦
い
経
験
が
あ
り
ま
し
た
。

　

災
害
対
策
基
本
法
は
あ
っ
て
も
、
憲
法

が
保
障
す
る
財
産
権
が
壁
と
な
り
、
地

方
自
治
体
が
緊
急
対
応
で
き
な
い
と
い
う

問
題
に
し
ば
し
ば
直
面
し
た
の
で
す
。
例

え
ば
、
平
成
二
十
六
年
八
月
に
広
島
で
起

こ
っ
た
土
砂
災
害
の
際
、
高
級
車
が
現
場

に
放
置
さ
れ
て
い
て
、
所
有
者
を
探
し
移

動
の
許
可
を
と
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
れ
ま
で
の
災
害
で
も
実
際
に
撤
去

し
て
他
の
車
両
が
通
行
で
き
る
よ
う
に
な

る
ま
で
に
相
当
な
労
力
と
時
間
が
か
か
り

ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
私
の
在
任
中
に
所
有
者
の
確

認
が
な
く
て
も
必
要
な
場
合
に
は
移
動
が

出
来
る
よ
う
法
改
正
し
ま
し
た
が
、
大
規

模
災
害
に
備
え
て
、
私
権
制
限
に
つ
い
て

の
考
え
方
、
国
会
機
能
の
維
持
を
ど
う
図

る
か
、
内
閣
の
権
限
行
使
の
範
囲
、
国
会

議
員
の
任
期
に
つ
い
て
な
ど
し
っ
か
り
議

論
し
、
緊
急
事
態
条
項
を
憲
法
に
書
き
込

む
こ
と
が
急
が
れ
ま
す
。

　

私
は
、
全
国
各
地
を
ま
わ
り
な
が
ら
ミ

ニ
集
会
を
重
ね
、“
な
ぜ
憲
法
改
正
が
必

要
な
の
か
”
を
皆
様
に
お
話
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
。

「
時
代
に
合
っ
た
改
正
は
必
要
だ
」
と
い

う
意
識
が
徐
々
に
高
ま
り
つ
つ
あ
る
中
、

特
に
若
い
世
代
の
皆
さ
ん
は
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
な
ど
を
通
じ
、
日
本
の
周
囲
に
は

国
際
秩
序
を
平
気
で
壊
す
国
が
存
在
す
る

と
い
う
こ
と
が
肌
で
分
か
っ
て
き
て
、
自

国
を
守
る
た
め
に
も
憲
法
改
正
は
必
要
で

は
な
い
か
、
と
い
う
感
覚
を
持
た
れ
る
方

が
多
い
と
も
聞
き
ま
す
。

　

あ
た
り
前
の
日
常
が
い
か
に
脆
く
、
儚

い
も
の
で
あ
る
か
は
、
長
引
く
コ
ロ
ナ
禍

で
も
多
く
の
皆
さ
ん
が
痛
感
さ
れ
た
こ
と

で
し
ょ
う
。

　

学
生
時
代
に
、「
良
き
妻
、
良
き
母
に

な
り
な
さ
い
。
お
ナ
ベ
は
裏
返
し
て
底
ま

で
き
ち
ん
と
磨
き
な
さ
い
。
そ
し
て
台
所

の
窓
は
開
け
て
お
い
て
。
窓
か
ら
あ
な
た

を
必
要
し
て
い
る
人
、
場
所
が
あ
っ
た
ら

世
界
の
果
て
ま
で
駆
け
て
い
き
持
て
る
力

を
発
揮
し
な
さ
い
。
与
え
て
、
与
え
て
、

与
え
な
さ
い
。
心
が
涙
で
水
浸
し
に
な
っ

て
も
、
体
が
傷
つ
い
て
も
与
え
な
さ
い
。

日
本
人
の
素
晴
ら
し
さ
を
誇
り
と
し
、
灯

を
か
か
げ
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
あ
な
た

の
か
か
げ
た
灯
を
皆
が
喜
び
、
周
囲
が
明

る
く
な
り
ま
す
か
ら
」
と
い
う
教
育
を
受

け
た
私
は
、
常
に
「
自
分
に
何
が
で
き
る

か
」
と
自
問
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
人

生
を
歩
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。

明
治
天
皇
の
御
製

 

『
お
の
が
身
は　

か
へ
り
み
ず
し
て　

人

の
た
め　

つ
く
す
や
ひ
と
の　

つ
と
め
な

る
ら
む
』

　

私
は
、“
日
本
を
守
る
―
「
家
族
、
教

育
、
国
な
お
し
」”
を
政
策
の
柱
と
し
て
、

活
動
し
て
お
り
ま
す
。
国
を
守
る
と
い
う

こ
と
は
、
戦
争
や
テ
ロ
等
か
ら
「
守
る
」

と
い
っ
た
大
き
な
こ
と
と
捉
え
ら
れ
が
ち

で
す
が
、
日
々
の
生
活
の
中
で
の
仕
事
や

家
庭
、
地
域
な
ど
の
日
常
そ
の
も
の
で
あ

り
、
農
家
の
方
が
田
畑
を
、
経
営
者
の
方

が
会
社
を
、
子
育
て
中
の
方
が
子
供
を
、

お
年
寄
り
が
ご
自
身
の
健
康
を
守
る
こ
と

も
、
ま
さ
に
「
日
本
を
守
る
」
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
。

　

一
人
一
人
が
、
そ
の
お
役
目
を
喜
び

も
っ
て
務
め
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
私
も

率
先
し
て
働
い
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま

す
。

参
議
院
議
員

山
谷
え
り
子

特
別
寄
稿
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が
、
江
戸
山
車
の
形
は
、
現
在
関
東
地
方

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
三
層
構
造
の
型
式

だ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ご
く
初

期
の
型
式
か
ら
江
戸
二
百
五
十
年
余
の
時

を
経
て
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

山
車
と
は

　

山
の
車
と
書
い
て
、“
だ
し
”
と
読
ん

で
い
ま
す
。
普
通
に
読
め
ば
“
や
ま
ぐ
る

ま
”
と
か
“
さ
ん
し
ゃ
”
と
し
か
読
め
ま

せ
ん
。『
花
車
』『
楽
車
』
と
書
い
て
も
“
だ

し
”
と
読
み
、『
車
楽
』
と
書
け
ば
“
だ

ん
じ
り
”
と
読
み
ま
す
。

本
来
の
表
記
は
『
山
車
』
で
は
な
く
、『
出

し
』
と
書
き
ま
す
。
山
車
・
花
車
等
の
表

記
は
、
こ
の
『
出
し
』
に
対
し
て
の
当
て

字
な
の
で
す
。
そ
れ
で
は
『
出
し
』
と
は

何
な
の
で
し
ょ
う
。

　

祭
禮
と
は
、
神
祭
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

神
様
を
お
迎
え
す
る
所
に
、
土
或
い
は
砂

を
山
の
形
に
盛
っ
て
神
事
の
場
所
を
設
え

ま
す
。
こ
の
場
所
を
『
山
』
と
称
し
ま
す
。

さ
ら
に
天
界
の
神
様
が
神
事
の
場
所
に

伝
っ
て
降
り
や
す
い
よ
う
に
『
山
』
に
一

本
の
柱
を
立
て
ま
す
。
こ
れ
を
『
鉾
』
と

言
い
ま
す
。
加
え
て
『
鉾
』
の
入
口
が
わ

か
る
よ
う
に
、
鉾
の
先
端
に
目
印
の
飾
り

を
出
し
ま
す
。
目
印
を
出
す
こ
と
か
ら
、

こ
れ
を
『
出
し
』
と
言
う
の
で
す
。
出
さ

れ
た
飾
り
（
依
代
）
は
、
正
確
に
は
『
出

し
印
』
と
記
し
、出
し
印
は
“
花
”“
道
具
”

“
神
事
”“
能
の
演
目
”“
神
話
”“
武
将
”“
動

物
”
な
ど
様
々
な
形
が
あ
り
ま
す
。
江
戸

の
町
々
は
縁
起
を
担
い
で
出
し
印
を
選
び

ま
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
出
し
印
を
表
す

時
に
は
『
出
し
』
で
あ
り
、
車
全
体
を
表

記
す
る
時
は
『
山
車
』
と
記
す
べ
き
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
山
車
を
数
え
る
単

位
は
、鉾
の
数
を
数
え
る
こ
と
か
ら
『
台
』

で
は
な
く
『
本
』
と
な
り
ま
す
。

※
図
①
参
照

江
戸
の
山
車

特
徴
と
移
り
変
わ
り

　　

江
戸
天
下
祭
の
『
山
王
祭
』『
神
田
祭
』

は
、
将
軍
家
の
御
上
覧
を
賜
る
の
で
、
そ

の
行
列
が
江
戸
城
に
入
城
し
て
行
き
ま
し

た
。
そ
の
た
め
城
門
を
潜
る
こ
と
か
ら
、

山
車
の
高
さ
に
制
限
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

制
限
を
取
り
払
う
た
め
に
高
さ
調
節
の

『
か
ら
く
り
』
が
施
さ
れ
て
い
た
の
が
江

　

誠
に
残
念
乍
ら
令
和
四
年
の
山
王
祭
に

お
け
る
神
幸
祭
は
コ
ロ
ナ
禍
の
為
中
止
と

な
り
ま
し
た
。
山
王
祭
の
素
晴
ら
し
さ
を

感
じ
る
に
は
体
験
し
て
頂
く
事
が
一
番
で

す
が
、山
王
祭
の
花
形
で
あ
っ
た
「
山
車
」

に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
事
で
天
下
祭
と

呼
ば
れ
る
祭
禮
を
身
近
に
感
じ
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
以
前
の
記

事
を
改
め
て
掲
載
致
し
ま
す
。

江
戸
祭
禮
山
車

　

山
王
祭
は
、
慶
長
八
年
（
一
六
三
〇
）

に
徳
川
幕
府
が
開
か
れ
、
江
戸
城
築
城
の

天
下
普
請
が
ま
だ
初
期
段
階
で
あ
っ
た
元

和
元
年
（
一
六
一
五
）
に
、
山
王
祭
の
山

車
練
物
の
行
列
が
江
戸
城
に
入
っ
た
時
か

ら
始
ま
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

後
、
江
戸
古
町
か
ら
厳
選
さ
れ
た
町
々

（
山
王
権
現
氏
子
地
外
も
含
ま
れ
る
）
が
、

山
王
祭
に
参
加
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
大

祭
禮
と
な
り
、
そ
の
行
列
は
四
十
五
番

組
、
山
車
の
総
数
は
五
十
五
本
を
数
え
ま

し
た
。
祭
禮
行
列
に
は
さ
ら
に
、
芸
能

を
披
露
す
る<
屋
台><

学
び><

見
立>

と
い
う
現
在
の
仮
装
行
列
等
が
加
わ
り
、

祭
禮
当
日
は
江
戸
城
下
町
が
祭
り
一
色
と

な
り
ま
し
た
。
山
王
祭
の
七
十
数
年
後
に

始
ま
っ
た
神
田
祭
も
同
様
に
大
祭
禮
と
な

り
、
後
年
、
山
王
祭
・
神
田
祭
は
天
下
の

徳
川
将
軍
を
寿
ぐ
『
天
下
祭
』
と
称
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
番
組
数
、
山
車
の
総
数
を

誇
っ
た
天
下
祭
で
は
あ
り
ま
す
が
、
江
戸

の
庶
民
に
は
、
毎
回
変
わ
ら
ぬ
“
山
車
”

よ
り
も
、毎
年
出
し
物
が
変
わ
る
“
屋
台
”

や
“
学
び
”
等
の
人
気
が
高
か
っ
た
よ
う

で
す
。
と
は
い
え
江
戸
の
山
車
は
、
天
下

祭
の
華
や
か
さ
の
一
翼
を
担
い
、
現
在
も

関
東
圏
に
影
響
を
及
ぼ
し
続
け
て
い
ま
す

図 1

江
戸
祭
禮
研
究
　
　
　
　
　
　

山

瀨

一

男

―
日
本
三
大
祭
―

異 

聞

山
王
祭
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戸
山
車
最
大
の
特
徴
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　

明
暦
（
一
六
五
五
）
頃
の
山
車
は
、
鉾

と
出
し
印
の
み
で
、
そ
れ
を
手
に
持
つ
か

囲
桁
に
組
ん
だ
枠
に
鉾
を
立
て
担
ぐ
型
式

で
、
非
常
に
簡
素
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。
❶

　

現
在
、
祭
禮
の
時

に
四
神
鉾
が
飾
ら
れ

ま
す
が
、
江
戸
初
期

の
江
戸
山
車
様
式
が

四
神
鉾
と
し
て
受
け
継

が
れ
て
い
ま
す
。
❷

　

元
禄
か
ら
正
徳
の

頃
（
一
六
八
八
～

一
七
一
五
）
は
、
各

町
は
山
車
と
屋
台
を

出
し
、
天
下
祭
は
隆

盛
期
と
な
り
ま
す

が
、
祭
禮
の
主
役
は

屋
台
で
あ
り
ま
し

た
。
山
車
は
少
し
ば

か
り
立
派
に
な
り
ま

し
た
が
、
囲
桁
枠
を

担
ぐ
形
に
大
し
た
変

化
は
な
か
っ
た
よ
う

で
す
。
ま
た
、
出
し

印
の
後
方
に
吹
流
し

に
似
た
『
吹
貫
』
が

飾
ら
れ
た
型
が
全
盛

と
な
り
ま
し
た
。
❸

　

八
代
将
軍
徳
川
吉

宗
の
享
保
の
改
革

の
倹
約
令
に
よ
り
、

年
々
豪
華
に
な
っ
た

屋
台
を
出
す
こ
と
が
禁
止
さ
れ
、
山
車
の

み
の
祭
禮
と
な
り
ま
し
た
。
主
役
で
あ
っ

た
豪
華
な
屋
台
は
、
芸
能
を
見
せ
る
『
踊

り
屋
台
』
と
『
底
ぬ
け
屋
台
』
と
に
分
割

さ
れ
、
禁
止
令
を
す
り
抜
け
る
よ
う
な
か

た
ち
に
変
わ
り
ま
し
た
。

　

天
下
祭
の
行
列
に
は
、
山
車
・
屋
台

の
ほ
か
に
花
万
度
が
出
て
い
た
の
で
す

が
、
こ
の
花
万
度
は
か
な
り
大
き
な
造
り

物
で
、
力
自
慢
の
男
達
が
振
り
回
し
た
よ

う
で
す
。
行
列
途
中
の
道
中
で
町
境
の

木
戸
を
壊
す
な
ど
が
度
々

あ
っ
た
た
め
、
安
永
年
間

（
一
七
八
〇
）
頃
に
、
花

万
度
を
担
ぎ
出
す
こ
と
が

禁
止
さ
れ
ま
し
た
。
す
る

と
、
江
戸
っ
子
達
は
、「
振

り
回
さ
な
け
れ
ば
よ
か
ろ

う
」
と
、
山
車
に
万
度
を

付
け
て
曳
万
度
と
し
ま
し

た
。
こ
れ
が
一
本
柱
万
度

型
の
出
現
で
す
。

　

そ
れ
以
前
の
江
戸
山
車

の
大
き
さ
は
、城
門
を
『
か

ら
く
り
』
無
し
で
潜
れ
る

規
模
で
し
た
が
、
一
本
柱

万
度
型
は
中
心
に
な
る
鉾

（
柱
）
を
後
方
に
倒
す
こ
と

に
よ
り
、
高
さ
を
調
整
し

て
城
門
を
潜
る
よ
う
な
仕

掛
け
で
、
山
車
の
大
き
さ

の
規
模
も
大
振
り
に
な
り
ま
し
た
。
❹
❺

❻
　

文
化
文
政
期
に
は
、
天
下
祭
は
隆
盛
と

な
り
天
保
の
頃
（
一
八
三
〇
～
）
に
、
山

車
の
多
く
は
一
本
柱
型
万
度
型
に
替
わ

り
、
さ
ら
に
高
欄
と
四
方
幕
が
付
い
た
一

本
柱
高
欄
型
が
現
れ
ま
し
た
。
❼　

　

安
政
四
年
頃
（
一
八
五
八
）
に
な
る
と
、

鉾
を
倒
す
型
式
か
ら
、
三
層
せ
り
出
し
型

と
呼
ば
れ
る
新
た
な
高
さ
調
節
の
か
ら
く

り
を
備
え
た
江
戸
山
車
が
現
れ
る
よ
う
に❷日本橋小舟町天王祭四神鉾

❶山王祭図屏風
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な
り
ま
し
た
。
出
し
印
（
三
層
目
）
と
四

方
幕
で
飾
ら
れ
た
二
層
目
の
枠
を
一
層
目

の
枠
内
に
上
下
に
出
し
入
れ
が
出
来
る
仕

組
み
で
、
二
層
目
・
三
層
目
を
可
動
さ
せ

る
た
め
の
緒
環
（
お
だ
ま
き
）
と
い
う
装

置
が
取
り
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
❽
❾

　

別
の
型
式
が
他
に
も
あ
り
ま
す
が
、
要

約
し
て
記
載
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
『
城

門
を
潜
れ
る
』
或
い
は
『
潜
る
』
よ
う
に
工

夫
さ
れ
た
山
車
が
江
戸
型
山
車
な
の
で
す
。

江
戸
の
山
車
は
活
き
続
け
る

　

時
代
は
明
治
に
、江
戸
は
東
京
と
な
り
、

祭
禮
で
は
、
江
戸
山
車
は
一
本
柱
型
と
三

層
せ
り
出
し
型
が
混
在
し
て
使
わ
れ
て
い

ま
し
た
。
江
戸
名
物
と
言
わ
れ
た
江
戸
山

車
の
多
く
は
、大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）

の
関
東
大
震
災
に
よ
っ
て
消
失
し
て
し

ま
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
江
戸

山
車
は
現
在
も
息
づ
い
て
い
ま
す
。
東
京

都
心
部
が
神
輿
祭
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た

今
で
も
、
祭
禮
で
子
供
た
ち
が
曳
く
太
鼓

山
車
は
、
江
戸
山
車
を
子
供
仕
様
に
し
て

活
躍
さ
せ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
か
ら
も

姿
を
変
え
た
江
戸
山
車
は
活
き
続
け
る
こ

と
で
し
ょ
う
。

今
後
に
向
け
て

　

平
成
二
十
八
年
に
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化

財
遺
産
と
し
て 

山 

鉾 

屋
台
行
事
が
登
録

さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
内
の
約
半

数
が
そ
の
基
を
正
せ
ば
江
戸
の

祭
禮
天
下
祭
・
山
王
祭
だ
っ
た

の
で
す
。

　

将
来
何
ら
か
の
機
会
を
捉
え

て
、
江
戸
祭
禮
の
伝
統
文
化
を

世
界
中
に
評
価
さ
れ
る
よ
う
な

行
事
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
を
希

望
し
て
止
み
ま
せ
ん
。

　

以
上
拙
文
で
す
が
締
め
く
く

り
と
致
し
ま
す
。
社
報
「
山
王
」

一
三
八
・
一
三
九
号
の
記
事
も

参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

 

日
本
橋
住
人
記
す

❸山王祭絵巻

❺鉾を倒し高さ調整する一本柱万度型 ❹掛川市横須賀に伝わる一本柱万度型花飾付山車
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❻伊勢原比々多神社
　一本柱万度型水垂付山車

❽三層せり出し型破風屋根付山車　
　加須市本町出し「羅陵王」旧所有町は通油町他二町

❼一本柱高欄型の雛形
　所有町は元四日市（現日本橋一丁目）出し「鳳凰」

❾三層せり出し山車
　佐倉市上町出し「日本武尊」
　旧所有町は元四日市他三町（現日本橋一丁目）
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順不同敬称略順不同敬称略
奉 祝 山 王 祭 奉 祝 山 王 祭奉 祝 山 王 祭 奉 祝 山 王 祭

㈱
大
槻
装
束
店

代
表
取
締
役

大
槻
奈
津
子

き
ね
や
足
袋
㈱

代
表
取
締
役

中
澤
貴
之

代
表
取
締
役

コ
ト
ー
商
事
㈱野

玉
善
一

㈱
糟
谷

相

談

役

糟
谷
孝
男

㈱
井
筒
装
束
店

代
表
取
締
役

佐
織
鉄
郎

㈱
フ
ェ
ム

代
表
取
締
役

藤
田
　
誠

㈱
錦
屋
マ
リ
エ
マ
リ
エ

取
締
役
社
長

勝
田
久
美
子

㈱
泉
屋
東
京
店

代
表
取
締
役

泉
由
紀
子

㈱
ミ
ロ
ク
情
報
サ
ー
ビ
ス

代
表
取
締
役

社

長

是
枝
周
樹

鈴
木
徽
章
工
芸
㈱

取
締
役
会
長

鈴
木
健
之

㈱
髙
田
装
束
店 

東
京
店

代
表
取
締
役

加
藤
充
則

㈱
ア
ー
バ
ネ
ッ
ト
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

代
表
取
締
役

社

長

服
部
信
治

京
橋
大
根
河
岸
会

会

長

鈴
木
敏
行

令
和
四
年
正
月
献
酒
醸
造
元
芳
名
（
順
不
同
・
敬
称
略
）

酒
は
、
こ
れ
を
神
々
に
献
り
、
そ
の
撤
下
を
い
た
だ
く
事
に
よ
っ
て
、
う
つ
う

つ
と
し
た
気
持
ち
が
晴
れ
や
か
に
な
る
百
薬
の
長
で
す
。

当
日
枝
神
社
の
御
祭
神
大
山
咋
神
は
、
古
来
、
酒
を
司
ら
せ
給
う
東
都
の
酒
神

と
厚
く
信
仰
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

お
さ
が
り

キ
リ
ン
ビ
ー
ル
㈱

薩

摩

酒

造

㈱

霧

島

酒

造

㈱

濵

田

酒

造

㈱

ヤ
マ
サ
醤
油
㈱

ヒ
ガ
シ
マ
ル
醤
油
㈱

吉
乃
川
㈱
　
東
京
支
店

秋

田

銘

醸

㈱

菊

水

酒

造

㈱

天

鷹

酒

造

㈱

月

桂

冠

㈱

キ
ン
シ
正
宗
㈱

㈱

山

本

本

家

岩

村

醸

造

㈱

日
本
盛
㈱
　
東
京
支
店

大
信
州
酒
造
㈱

豊
島
屋
酒
造
㈱

賀
茂
鶴
酒
造
㈱

㈱
家
久
長
本
店

㈱
矢
尾
本
店
酒
づ
く
り
の
森

㈱
丸
山
酒
造
場

田

村

酒

造

場

山

梨

銘

醸

㈱

木
戸
泉
酒
造
㈱

黄

桜

㈱

菊
正
宗
酒
造
㈱

土
佐
鶴
酒
造
㈱

辰
馬
本
家
酒
造
㈱

和

田

酒

造

㈾

司
牡
丹
酒
造
㈱

奥
の
松
酒
造
㈱

土

田

酒

造

㈱

近

藤

酒

造

㈱

㈱

福

光

屋

雲
海
酒
造
㈱
　
東
京
支
店

石

川

酒

造

㈱

谷

櫻

酒

造

㈲

㈱
土
井
酒
造
場

小
西
酒
造
㈱
　
東
京
支
店

宝

酒

造

㈱

㈱
小
山
本
家
酒
造

千
代
の
園
酒
造
㈱

沢
の
鶴
㈱
　
東
京
支
店

㈱

本

田

商

店

鍋

店

㈱

太

田

酒

造

㈱

㈱
桝
田
酒
造
店

酔

仙

酒

造

㈱

七

笑

酒

造

㈱

盛

田

㈱

福
徳
長
酒
類
㈱

都

錦

酒

造

㈱

大
関
㈱
　
首
都
圏
支
社

酔

鯨

酒

造

㈱

㈱

北

雪

酒

造

㈱

佐

浦

櫻
正
宗
㈱
　
東
京
支
店

㈱

六

歌

仙

白
鶴
酒
造
㈱
　
東
京
支
社

江
井
ヶ
嶋
酒
造
㈱

新

政

酒

造

㈱

㈱
ち
く
ま
食
品

㈱
な
だ
万

代
表
取
締
役

社

長

巻
木
通
浩

裏
千
家
　
今
日
庵

千 

玄
室 

宗
室

㈱
フ
ォ
ー
シ
ー
ズ

代
表
取
締
役

会
長
兼
Ｃ
Ｅ
Ｏ

淺
野
秀
則

安
全
自
動
車
㈱

代
表
取
締
役

中
谷
宗
平

佐
藤
産
業
㈱

会

長

佐
藤
太
美
雄

朝
日
総
業
㈱

代
表
取
締
役

池
本
な
ぎ
さ

有
楽
商
事
㈱

代
表
取
締
役

平
沼
顕
司

㈱
信
英
堂

代
表
取
締
役

桜
井
俊
一

㈱
丸
井
ス
ズ
キ

代
表
取
締
役

鈴
木
貴
博

廣
田
特
許
事
務
所

廣
田
雅
紀

代

表

佐

竹

昭

二

㈱
ア
ル
フ
ァ
ビ
デ
オ

代
表
取
締
役

青
山
朋
孝

山
王
む
ら
さ
き
会

会

長

藤
田
　
誠

2口 3口3口3口

㈱
ぬ
利
彦

代
表
取
締
役

社

長

中
澤
彦
七

八
重
洲
ゴ
ル
フ
ラ
イ
フ

八
重
洲
ラ
イ
フ
㈱

代
表
取
締
役

社

長

松
本
信
義

山
の
茶
屋

遠

藤

恒

夫

㈱
ザ
・
キ
ャ
ピ
ト
ル
ホ
テ
ル 

東
急

総

支

配

人

志
村
恒
治

日
枝
神
社
四
葉
会

山
王
熱
供
給
㈱

代
表
取
締
役

社

長

津
曲
荒
太

2口

日
枝
神
社
崇
敬
者

小
川
公
平

三
番
町

田

中

康

博

麹
町
・
紀
尾
井
町

㈱
ジ
ャ
パ
ン
グ
レ
ー
ラ
イ
ン

代
表
取
締
役

代
表
取
締
役

眞
下
慶
一
郎

弁
護
士
法
人 

一
番
町
綜
合
法
律
事
務
所

代

表

社

員

神
﨑
浩
昭

㈱
ニ
ュ
ー
・
オ
ー
タ
ニ

代
表
取
締
役

社

長

大
谷
和
彦

㈱
ジ
ョ
ー
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

代
表
取
締
役

堀
切
健
司

㈲
ナ
リ
タ
美
容
室

代
表
取
締
役

成
田
弘
子

番
町
・
九
段
・
四
谷

㈱
伊
勢
半
本
店

代
表
取
締
役

社

長

澤
田
晴
子

麹
町
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
㈱

勝

山

　

勝

㈱
永
田
町 

天
竹

2口

表
千
家  

不
審
菴

家

元

千
　
宗
左

㈱
千
修

代
表
取
締
役

社

長

下
谷
友
康

大
手
町
・
丸
の
内

内
幸
町
・
有
楽
町

東
宝
㈱

名

誉

会

長

松
岡
　
功

㈾
清
水
隆
商
店

代
表
社
員

清
水

昭

治

㈱
帝
国
ホ
テ
ル

取
締
役
社
長

定
保
英
弥

東
京
技
工
㈱

代
表
取
締
役

社

長

林
　
光
男

代
表
取
締
役

社

長

Ｔ
Ａ
Ｎ
Ａ
Ｋ
Ａ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
㈱

田
中
浩
一
朗

㈱
キ
ョ
ウ
エ
イ
ア
ド
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル

代
表
取
締
役

社

長

廣
瀬
勝
巳

㈱
東
京
會
舘

取
締
役
社
長

渡
辺
訓
章

泉
吉
㈱

代
表
取
締
役

岸
本
昌
子

八

丁

堀

茅
場
町
・
兜
町

代
表
取
締
役
会
長

北
見
不
動
産
㈲北

見
芳
夫

代
表
取
締
役
社
長

北
見
千
穂

八
重
洲
・
日
本
橋

㈱
榮
太
樓
總
本
鋪

代
表
取
締
役

社

長

細
田
　
眞

㈱
髙
島
屋

専
務
取
締
役

亀
岡
恒
方

日
本
橋
ゆ
か
り野

永
喜
一
郎

東
京
建
物
㈱

代
表
取
締
役

社
長
執
行
役
員

野
村
　
均

木
村
實
業
㈱

代
表
取
締
役

木
村
平
右
衛
門

中
西
瀝
青
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
㈱

代
表
取
締
役

森
口
友
美
子

日
本
橋
𠮷
野
鮨
本
店

𠮷

野

正

敏

川
崎
定
徳
㈱川

﨑
眞
次
郎

代
表
取
締
役

代
表
取
締
役

金
子
架
設
工
業
㈱

青
木
　
茂

代
表
取
締
役

社

長

小
宮
山
印
刷
㈱小

宮
山
貴
史

㈱
C
M
C

代
表
取
締
役

髙
橋
悦
郎

㈱
木
村
屋
總
本
店

代
表
取
締
役

社

長

木
村
光
伯

㈱
ホ
ッ
タ

取
締
役
社
長

堀
田
峰
明

銀
座
や
す
幸石

原
　
壽

㈱
小
林
傳
次
郎
中
央
地
所
部

代
表
執
行
役

社

長

い
ち
よ
し
証
券
㈱

玉
田
弘
文

㈱
プ
レ
ナ
ス塩

井
辰
男

代
表
取
締
役

社

長
京

橋

㈱
大
澤
ロ
ー
ヤ
ル

代
表
取
締
役

大
澤
忠
政

㈱
ト
ミ
タ

会

長

富
田
正
一

清
水
建
設
㈱

取
締
役
社
長

井
上
和
幸

㈾
北
見
商
店北

見
ま
さ
ゑ

代

表

社

員

㈱
小
松
ス
ト
ア
ー

代
表
取
締
役

小
坂
　
敬

㈱
ギ
ン
ザ
の
サ
ヱ
グ
サ

代
表
取
締
役

社

長

三
枝
　
亮

㈱
木
村
商
店

代
表
取
締
役

木
村
暖
子

銀

座

新

橋

㈱
新
橋
玉
木
屋

代
表
取
締
役

田
巻
恭
子

㈱
銀
座
ナ
イ
ン

代
表
取
締
役

会

長

柴
田
孝
則

㈱
銀
座
木
村
家

代
表
取
締
役

木
村
美
貴
子

正
金
商
事
㈱

代
表
取
締
役

蛯
原
宗
久

銀
座
吉
田
㈱

代
表
取
締
役

吉
田
民
雄

崇
敬
者（
氏
子
外
）

富
士
産
業
㈱

代
表
取
締
役

中
村
勝
彦

銀
座
越
後
屋

八

代

目

永
井
甚
右
衛
門

執

行

役

員

三
越
銀
座
店
長

㈱
三
越
伊
勢
丹榎

本
　
亮

中
島
金
属
箔
粉
工
業
㈱

代
表
取
締
役

会

長

中

島

　

武

永
田
町
・
霞
ヶ
関

平

河

町

マ
ネ
ッ
ク
ス
証
券
㈱

会

長

松
本
　
大
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㈱
大
槻
装
束
店

代
表
取
締
役

大
槻
奈
津
子

き
ね
や
足
袋
㈱

代
表
取
締
役

中
澤
貴
之

代
表
取
締
役

コ
ト
ー
商
事
㈱野

玉
善
一

㈱
糟
谷

相

談

役

糟
谷
孝
男

㈱
井
筒
装
束
店

代
表
取
締
役

佐
織
鉄
郎

㈱
フ
ェ
ム

代
表
取
締
役

藤
田
　
誠

㈱
錦
屋
マ
リ
エ
マ
リ
エ

取
締
役
社
長

勝
田
久
美
子

㈱
泉
屋
東
京
店

代
表
取
締
役

泉
由
紀
子

㈱
ミ
ロ
ク
情
報
サ
ー
ビ
ス

代
表
取
締
役

社

長

是
枝
周
樹

鈴
木
徽
章
工
芸
㈱

取
締
役
会
長

鈴
木
健
之

㈱
髙
田
装
束
店 

東
京
店

代
表
取
締
役

加
藤
充
則

㈱
ア
ー
バ
ネ
ッ
ト
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

代
表
取
締
役

社

長

服
部
信
治

京
橋
大
根
河
岸
会

会

長

鈴
木
敏
行

令
和
四
年
正
月
献
酒
醸
造
元
芳
名
（
順
不
同
・
敬
称
略
）

酒
は
、
こ
れ
を
神
々
に
献
り
、
そ
の
撤
下
を
い
た
だ
く
事
に
よ
っ
て
、
う
つ
う

つ
と
し
た
気
持
ち
が
晴
れ
や
か
に
な
る
百
薬
の
長
で
す
。

当
日
枝
神
社
の
御
祭
神
大
山
咋
神
は
、
古
来
、
酒
を
司
ら
せ
給
う
東
都
の
酒
神

と
厚
く
信
仰
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

お
さ
が
り

キ
リ
ン
ビ
ー
ル
㈱

薩

摩

酒

造

㈱

霧

島

酒

造

㈱

濵

田

酒

造

㈱

ヤ
マ
サ
醤
油
㈱

ヒ
ガ
シ
マ
ル
醤
油
㈱

吉
乃
川
㈱
　
東
京
支
店

秋

田

銘

醸

㈱

菊

水

酒

造

㈱

天

鷹

酒

造

㈱

月

桂

冠

㈱

キ
ン
シ
正
宗
㈱

㈱

山

本

本

家

岩

村

醸

造

㈱

日
本
盛
㈱
　
東
京
支
店

大
信
州
酒
造
㈱

豊
島
屋
酒
造
㈱

賀
茂
鶴
酒
造
㈱

㈱
家
久
長
本
店

㈱
矢
尾
本
店
酒
づ
く
り
の
森

㈱
丸
山
酒
造
場

田

村

酒

造

場

山

梨

銘

醸

㈱

木
戸
泉
酒
造
㈱

黄

桜

㈱

菊
正
宗
酒
造
㈱

土
佐
鶴
酒
造
㈱

辰
馬
本
家
酒
造
㈱

和

田

酒

造

㈾

司
牡
丹
酒
造
㈱

奥
の
松
酒
造
㈱

土

田

酒

造

㈱

近

藤

酒

造

㈱

㈱

福

光

屋

雲
海
酒
造
㈱
　
東
京
支
店

石

川

酒

造

㈱

谷

櫻

酒

造

㈲

㈱
土
井
酒
造
場

小
西
酒
造
㈱
　
東
京
支
店

宝

酒

造

㈱

㈱
小
山
本
家
酒
造

千
代
の
園
酒
造
㈱

沢
の
鶴
㈱
　
東
京
支
店

㈱

本

田

商

店

鍋

店

㈱

太

田

酒

造

㈱

㈱
桝
田
酒
造
店

酔

仙

酒

造

㈱

七

笑

酒

造

㈱

盛

田

㈱

福
徳
長
酒
類
㈱

都

錦

酒

造

㈱

大
関
㈱
　
首
都
圏
支
社

酔

鯨

酒

造

㈱

㈱

北

雪

酒

造

㈱

佐

浦

櫻
正
宗
㈱
　
東
京
支
店

㈱

六

歌

仙

白
鶴
酒
造
㈱
　
東
京
支
社

江
井
ヶ
嶋
酒
造
㈱

新

政

酒

造

㈱

㈱
ち
く
ま
食
品

㈱
な
だ
万

代
表
取
締
役

社

長

巻
木
通
浩

裏
千
家
　
今
日
庵

千 

玄
室 

宗
室

㈱
フ
ォ
ー
シ
ー
ズ

代
表
取
締
役

会
長
兼
Ｃ
Ｅ
Ｏ

淺
野
秀
則

安
全
自
動
車
㈱

代
表
取
締
役

中
谷
宗
平

佐
藤
産
業
㈱

会

長

佐
藤
太
美
雄

朝
日
総
業
㈱

代
表
取
締
役

池
本
な
ぎ
さ

有
楽
商
事
㈱

代
表
取
締
役

平
沼
顕
司

㈱
信
英
堂

代
表
取
締
役

桜
井
俊
一

㈱
丸
井
ス
ズ
キ

代
表
取
締
役

鈴
木
貴
博

廣
田
特
許
事
務
所

廣
田
雅
紀

代

表

佐

竹

昭

二

㈱
ア
ル
フ
ァ
ビ
デ
オ

代
表
取
締
役

青
山
朋
孝

山
王
む
ら
さ
き
会

会

長

藤
田
　
誠

2口 3口3口3口

㈱
ぬ
利
彦

代
表
取
締
役

社

長

中
澤
彦
七

八
重
洲
ゴ
ル
フ
ラ
イ
フ

八
重
洲
ラ
イ
フ
㈱

代
表
取
締
役

社

長

松
本
信
義

山
の
茶
屋

遠

藤

恒

夫

㈱
ザ
・
キ
ャ
ピ
ト
ル
ホ
テ
ル 

東
急

総

支

配

人

志
村
恒
治

日
枝
神
社
四
葉
会

山
王
熱
供
給
㈱

代
表
取
締
役

社

長

津
曲
荒
太

2口

日
枝
神
社
崇
敬
者

小
川
公
平

三
番
町

田

中

康

博

麹
町
・
紀
尾
井
町

㈱
ジ
ャ
パ
ン
グ
レ
ー
ラ
イ
ン

代
表
取
締
役

代
表
取
締
役

眞
下
慶
一
郎

弁
護
士
法
人 

一
番
町
綜
合
法
律
事
務
所

代

表

社

員

神
﨑
浩
昭

㈱
ニ
ュ
ー
・
オ
ー
タ
ニ

代
表
取
締
役

社

長

大
谷
和
彦

㈱
ジ
ョ
ー
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

代
表
取
締
役

堀
切
健
司

㈲
ナ
リ
タ
美
容
室

代
表
取
締
役

成
田
弘
子

番
町
・
九
段
・
四
谷

㈱
伊
勢
半
本
店

代
表
取
締
役

社

長

澤
田
晴
子

麹
町
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
㈱

勝

山

　

勝

㈱
永
田
町 

天
竹

2口

表
千
家  

不
審
菴

家

元

千
　
宗
左

㈱
千
修

代
表
取
締
役

社

長

下
谷
友
康

大
手
町
・
丸
の
内

内
幸
町
・
有
楽
町

東
宝
㈱

名

誉

会

長

松
岡
　
功

㈾
清
水
隆
商
店

代
表
社
員

清
水

昭

治

㈱
帝
国
ホ
テ
ル

取
締
役
社
長

定
保
英
弥

東
京
技
工
㈱

代
表
取
締
役

社

長

林
　
光
男

代
表
取
締
役

社

長

Ｔ
Ａ
Ｎ
Ａ
Ｋ
Ａ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
㈱

田
中
浩
一
朗

㈱
キ
ョ
ウ
エ
イ
ア
ド
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル

代
表
取
締
役

社

長

廣
瀬
勝
巳

㈱
東
京
會
舘

取
締
役
社
長

渡
辺
訓
章

泉
吉
㈱

代
表
取
締
役

岸
本
昌
子

八

丁

堀

茅
場
町
・
兜
町

代
表
取
締
役
会
長

北
見
不
動
産
㈲北

見
芳
夫

代
表
取
締
役
社
長

北
見
千
穂

八
重
洲
・
日
本
橋

㈱
榮
太
樓
總
本
鋪

代
表
取
締
役

社

長

細
田
　
眞

㈱
髙
島
屋

専
務
取
締
役

亀
岡
恒
方

日
本
橋
ゆ
か
り野

永
喜
一
郎

東
京
建
物
㈱

代
表
取
締
役

社
長
執
行
役
員

野
村
　
均

木
村
實
業
㈱

代
表
取
締
役

木
村
平
右
衛
門

中
西
瀝
青
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
㈱

代
表
取
締
役

森
口
友
美
子

日
本
橋
𠮷
野
鮨
本
店

𠮷

野

正

敏

川
崎
定
徳
㈱川

﨑
眞
次
郎

代
表
取
締
役

代
表
取
締
役

金
子
架
設
工
業
㈱

青
木
　
茂

代
表
取
締
役

社

長

小
宮
山
印
刷
㈱小

宮
山
貴
史

㈱
C
M
C

代
表
取
締
役

髙
橋
悦
郎

㈱
木
村
屋
總
本
店

代
表
取
締
役

社

長

木
村
光
伯

㈱
ホ
ッ
タ

取
締
役
社
長

堀
田
峰
明

銀
座
や
す
幸石

原
　
壽

㈱
小
林
傳
次
郎
中
央
地
所
部

代
表
執
行
役

社

長

い
ち
よ
し
証
券
㈱

玉
田
弘
文

㈱
プ
レ
ナ
ス塩

井
辰
男

代
表
取
締
役

社

長
京

橋

㈱
大
澤
ロ
ー
ヤ
ル

代
表
取
締
役

大
澤
忠
政

㈱
ト
ミ
タ

会

長

富
田
正
一

清
水
建
設
㈱

取
締
役
社
長

井
上
和
幸

㈾
北
見
商
店北

見
ま
さ
ゑ

代

表

社

員

㈱
小
松
ス
ト
ア
ー

代
表
取
締
役

小
坂
　
敬

㈱
ギ
ン
ザ
の
サ
ヱ
グ
サ

代
表
取
締
役

社

長

三
枝
　
亮

㈱
木
村
商
店

代
表
取
締
役

木
村
暖
子

銀

座

新

橋

㈱
新
橋
玉
木
屋

代
表
取
締
役

田
巻
恭
子

㈱
銀
座
ナ
イ
ン

代
表
取
締
役

会

長

柴
田
孝
則

㈱
銀
座
木
村
家

代
表
取
締
役

木
村
美
貴
子

正
金
商
事
㈱

代
表
取
締
役

蛯
原
宗
久

銀
座
吉
田
㈱

代
表
取
締
役

吉
田
民
雄

崇
敬
者（
氏
子
外
）

富
士
産
業
㈱

代
表
取
締
役

中
村
勝
彦

銀
座
越
後
屋

八

代

目

永
井
甚
右
衛
門

執

行

役

員

三
越
銀
座
店
長

㈱
三
越
伊
勢
丹榎

本
　
亮

中
島
金
属
箔
粉
工
業
㈱

代
表
取
締
役

会

長

中

島

　

武

永
田
町
・
霞
ヶ
関

平

河

町

マ
ネ
ッ
ク
ス
証
券
㈱

会

長

松
本
　
大
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令
和
四
年
一
月
六
日（
木
）午
後

二
時
よ
り
奉
納
書
初
展
感
謝
奉
告

祭
を
執
り
行
い
、
書
初
展
奉
納
作

品
を
一
月
十
五
日（
土
）迄
境
内
に

展
示
し
ま
し
た
。

　
今
年
の
宮
司
賞
は
九
段
中
等
教

育
学
校
山
田
麻
央
さ
ん
、
氏
子
崇

敬
会
長
賞
は
九
段
中
等
教
育
学
校

五
十
嵐
奈
桜
さ
ん
が
受
賞
さ
れ
ま

し
た
。

　
今
年
も
感
染
症
対
策
の
た
め
祭

典
は
神
職
の
み
で
執
り
行
い
、
山

王
奉
書
会
は
中
止
致
し
ま
し
た
。

第
五
十
八
回

　　
　
奉
納
書
初
展

第
五
十
八
回
　
山
王
奉
書
会 

 

表
彰
者
芳
名
〈
順
不
同
〉

宮
司
賞

　

九
段
中
等
教
育
学
校
三
年

 

山
田　

麻
央 

殿

氏
子
崇
敬
会
長
賞

　

九
段
中
等
教
育
学
校
二
年

 

五
十
嵐
奈
桜 

殿 

秀
　
作

　

番
町
小
学
校
三
年

 
鈴
木　

紬
華　

殿

　

九
段
中
等
教
育
学
校
二
年

 

植
村　

実
央　

殿

　

大
妻
中
学
校
一
年

 

木
場　

彩
乃　

殿

　

暁
星
中
学
校
一
年

 

宇
田
川
温
人　

殿

　

明
正
小
学
校
六
年

 

田
中　
　

奏　

殿

　

山
脇
学
園
中
学
校
二
年

 

髙
橋　

有
咲　

殿

　

山
脇
学
園
中
学
校
二
年

 

松
尾　
　

瞳　

殿

　

麹
町
中
学
校
三
年

 

鈴
木　

ひ
な　

殿

　

三
輪
田
学
園
中
学
校
一
年

 

水
落
菜
乃
椛　

殿

　

お
茶
の
水
小
学
校
六
年

 

中
川
奈
名
子　

殿

　

こ
の
度
は
、
宮
司
賞
と
い
う
賞
を

頂
き
、
大
変
光
栄
で
嬉
し
い
限
り
で

す
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。
正
直
な
と
こ
ろ
、
自
分
が
こ

の
賞
を
頂
く
と
い
う
こ
と
を
全
く
想

像
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
自
分
の

作
品
に
つ
い
た
宮
司
賞
と
い
う
文
字

を
見
た
時
、
と
て
も
驚
き
ま
し
た
。

　

私
は
小
学
生
の
頃
、
書
道
を
習
い

始
め
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
た
だ
楽
し

く
の
び
の
び
と
字
を
書
い
て
い
て
、

先
生
に
ご
指
導
を
受
け
な
が
ら
、
自

分
が
好
き
な
よ
う
に
書
く
こ
と
を
楽

し
ん
で
い
ま
し
た
。

　

中
学
生
に
な
っ
て
か
ら
は
、
家
で

書
道
を
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
た

た
め
、
書
道
部
に
入
り
ま
し
た
。
部

員
の
皆
さ
ん
の
字
は
本
当
に
き
れ
い

で
圧
倒
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
自
分
が
あ

ま
り
考
え
ず
、
自
由
に
字
を
書
い
て

き
た
こ
と
を
反
省
し
ま
し
た
。
な
か

な
か
上
達
し
な
い
私
で
し
た
が
、
先

生
方
は
丁
寧
に
指
導
し
て
下
さ
い
ま

し
た
。

　

今
回
私
は
、
先
生
の
お
手
本
の
中

か
ら
「
美
し
い
地
球
」
と
い
う
言
葉

を
選
び
ま
し
た
。「
美
」
と
い
う
文
字

に
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
り
、
素
敵
だ
と

思
っ
た
こ
と
と
、
全
体
的
に
バ
ラ
ン

ス
が
良
い
と
思
っ
た
こ
と
が
理
由
で

す
。
実
際
に
書
い
て
み
る
と
、
文
字

の
は
ね
や
は
ら
い
、
バ
ラ
ン
ス
が
予

想
以
上
に
難
し
か
っ
た
の
を
覚
え
て

い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
お
手
本
を
よ

く
見
て
、
先
生
に
頂
い
た
ア
ド
バ
イ

ス
を
思
い
出
し
な
が
ら
、
一
文
字
一

文
字
集
中
し
て
書
く
こ
と
を
意
識
し

ま
し
た
。

　

コ
ロ
ナ
の
影
響
で
部
の
活
動
が

減
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
限

ら
れ
た
時
間
の
中
で
作
品
を
仕
上

げ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

い
つ
も
よ
り
集
中
し
て
書
き
上
げ
る

こ
と
が
で
き
た
と
思
い
ま
す
。
し
か

し
、
こ
れ
に
満
足
せ
ず
、
よ
り
素
敵

な
字
が
書
け
る
よ
う
に
精
進
し
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
熱
心
に
指

導
し
て
下
さ
っ
た
先
生
方
、
コ
ロ
ナ

禍
の
中
で
も
展
示
の
機
会
を
下
さ
っ

た
日
枝
神
社
の
方
々
に
と
て
も
感
謝

し
て
お
り
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

　

こ
の
度
の
奉
納
書
初
展
に
お
い
て
、

氏
子
崇
敬
会
長
賞
に
選
ん
で
い
た
だ

き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ

れ
ま
で
も
日
枝
神
社
の
書
初
展
に
は

何
度
か
出
展
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
が
、
こ
こ
ま
で
の
賞
は
頂
い
た
こ
と

が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
ま
で
の

書
道
活
動
を
こ
の
賞
で
評
価
い
た
だ

け
た
こ
と
に
対
し
て
、
驚
き
と
と
も
に

と
て
も
嬉
し
く
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　

私
は
、
今
回
の
出
展
に
あ
た
っ
て
、

「
広
い
宇
宙
」
と
い
う
語
句
を
選
び

ま
し
た
。
こ
の
語
句
は
、
全
体
の
文
字

数
が
四
文
字
、
そ
れ
ぞ
れ
の
画
数
が

二
画
か
ら
八
画
と
、
少
な
い
字
数
・
画

数
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た

め
、
小
さ
く
縮
ま
っ
て
見
え
な
い
よ
う

に
、
線
や
文
字
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
整

え
る
こ
と
を
意
識
し
ま
し
た
。
ま
た
、

字
の
中
心
を
揃
え
る
た
め
に
空
間
の

と
り
方
を
工
夫
し
た
り
、
綺
麗
に
ま

と
め
て
仕
上
げ
る
た
め
に
筆
の
運
び

方
に
気
を
付
け
た
り
と
、
多
く
の
事

に
気
を
使
い
ま
し
た
。

　

は
じ
め
は
う
ま
く
書
け
な
か
っ
た

字
で
も
、
練
習
を
重
ね
る
こ
と
で
自
分

が
納
得
で
き
る
字
に
仕
上
げ
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
改

め
て
日
々
の
練
習
を
継
続
す
る
こ
と

の
大
切
さ
を
感
じ
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら

も
自
分
が
納
得
で
き
る
字
や
、
見
て

く
だ
さ
る
方
々
の
記
憶
に
残
る
よ
う

な
字
を
目
標
に
し
て
、
書
に
励
み
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
講
師
の
先
生
か
ら
は
、
練

習
に
あ
た
っ
て
た
く
さ
ん
の
ご
指
導
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
コ
ロ
ナ
禍

の
中
で
も
練
習
の
機
会
を
持
つ
こ
と

が
で
き
た
の
は
、
部
活
動
顧
問
の
先
生

な
ど
、
多
く
の
方
々
の
ご
尽
力
が
あ
っ

て
の
こ
と
で
す
。
本
当
に
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
自
分
が
練
習
で
き
る

こ
と
や
、
今
回
の
よ
う
に
賞
を
い
た
だ

け
る
こ
と
は
、
周
囲
の
方
々
の
お
か
げ

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
常
に
忘
れ
ず
、

今
後
の
書
道
活
動
に
励
み
た
い
と
思

い
ま
す
。

宮
司
賞
を
頂
い
て

 

千
代
田
区
立
九
段
中
等
教
育
学
校
三
年　

山
田
　
麻
央
　

氏
子
崇
敬
会
長
賞
を
受
賞
し
て

 

千
代
田
区
立
九
段
中
等
教
育
学
校
二
年　

五
十
嵐
　
奈
桜
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令
和
四
年
（
二
〇
二
二
）
三
月
、
京
都
の
古
書

肆
「
衆
星
堂
古
書
目
録
」
に
載
っ
た
「
徳
川
家い
え
よ
し慶

御
宮
山
王
御
参
詣
行
列
図
」
は
、
日
枝
神
社
に
め

で
た
く
収
ま
っ
た
。

　

本
絵
巻
は
紙
本
著
色
の
乾
坤
二
巻
一
組
で
、
天

地
は
各
二
二
・
七
cm
、
長
さ
は
乾
巻
一
一
・
八
一
m
、

坤
巻
九
・
七
九
m
で
あ
り
、
行
列
背
景
の
景
観
は
一

切
描
か
れ
な
い
。

　

絵
師
は
不
詳
で
、
文
字
情
報
と
し
て
は
、
乾
・

坤
両
巻
の
表
紙
題
賤
「
尾
張
大
納
言
公
行
列
之
絵

巻
」
と
、
坤
巻
末
の
「
文
政
十
二
（
一
八
二
九
）

己
丑
年
九
月
十
八
日　

大
納
言
様
紅
葉
従
御
宮
山

王
江
御
参
詣
」
の
み
で
あ
る
。
題
賤
は
文
字
や
料

紙
よ
り
明
治
以
降
の
筆
で
あ
り
、
な
ぜ
「
尾
張
大

納
言
」
と
さ
れ
た
も
の
か
不
明
で
あ
る
。

　

確
か
に
、尾
張
藩
第
十
一
代
藩
主
、徳
川
斉
温
（
な

り
は
る
、
絵
巻
の
年
十
一
歳
）
は
、
参
詣
当
時
の

第
十
一
代
将
軍
徳
川
家い

え
な
り斉
の
実
子
で
、
将
軍
家
か

ら
の
養
子
と
い
う
関
係
も
あ
り
、
絵
巻
伝
来
の
途

次
、
彼
の
参
詣
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

一
方
上
記
の
古
書
肆
は
、
家
斉
の
次
男
で
将
軍

継
嗣
の
家
慶
（
後
の
十
二
代
将
軍
）
の
参
詣
と
考

え
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
絵
巻
内
容
よ
り
す
る
と
、
家
慶

の
四
男
で
前
年
に
元
服
し
た
六
歳
の
家
定
（
後
の

十
三
代
将
軍
）
一
行
の
参
詣
絵
巻
で
あ
り
、『
続
徳

川
実
紀　

第
二
編
』（
巻
六
十
四
）
に
は
次
の
よ
う

に
記
さ
れ
る
（
以
下
、
意
訳
す
る
）。

　

本
来
、「
大
納
言
（
家
定
）」
の
参
詣
は
前
日
の

九
月
十
七
日
の
予
定
で
あ
っ
た
が
、
雨
天
の
た
め

十
八
日
に
延
期
さ
れ
た
。

　

ま
ず
紅
葉
山
東
照
宮
に
、
松
平
和
泉
守
乗の
り
や
す全

が

警固の武具（図は全て日枝神社蔵「徳川家定の江戸山王社参絵巻」より）

武
蔵
大
学
教
授　

福
原
敏
男

徳
川
家
定
の
江
戸
山
王
社
参
絵
巻

寄  

稿
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代
参
し
て
太
刀
と
黄
金
一
枚
を
進
薦（
奉
納
）し
た
。

　

そ
の
後
、
家
定
一
行
は
山
王
権
現
へ
参
詣
し
、

太
刀
「
肥
前
國
忠
廣
」
と
神
馬
を
奉
納
し
た
。
参

詣
後
に
井
伊
邸
で
休
み
、
同
家
で
は
一
族
が
拝
謁

し
て
様
々
な
進
物
を
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
家

定
よ
り
も
様
々
な
応
答
品
が
贈
ら
れ
た
。
こ
の
後

井
伊
直
亮
父
子
は
、
城
内
御
座
所
ま
で
行
っ
て
謝

し
た
。

　

翌
十
九
日
、
昨
日
の
家
定
宮
参
り
の
祝
儀
の
た

め
、
御
三
家
を
は
じ
め
と
し
群
臣
の
江
戸
城
総
出

仕
が
な
さ
れ
、
日
光
門
跡
、
御
三
家
や
諸
大
名
家

な
ど
は
使
者
を
遣
わ
し
て
進
物
を
し
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
祖
父
や
父
が
幼
い
家
定
を
伴
っ

た
参
詣
で
は
な
い
も
の
の
、
幕
府
に
と
っ
て
大
規

模
な
臨
時
行
事
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
東
照
宮
参
詣
は
松
平
和
泉
守
に
よ
る
代

参
と
あ
り
、
さ
ら
に
奉
納
品
の
質
か
ら
考
え
て
も
、

筆
者
は
本
絵
巻
を
「
徳
川
家
定
の
江
戸
山
王
社
参

絵
巻
」
と
命
名
し
た
。

　

さ
て
、
十
八
日
の
長
蛇
の
社
参
行
列
次
第
に
つ

い
て
は
、『
続
道
聴
塗
説
』
第
一
編
に
詳
し
く
、『
日

枝
神
社
史　

全
』（
日
枝
神
社
編
集
・
御
鎮
座
五
百

年
奉
賛
会
発
行
、
一
九
七
九
年
）
に
載
る
。

　

こ
の
記
述
内
容
は
本
絵
巻
と
同
様
で
あ
り
、
乾

神馬の奉納絵巻乾坤（木箱付き）

駕籠の徳川家定を守る筒守と犬張子
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巻
に
は
家
定
が
描
か
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
続

道
聴
塗
説
』
に
は
畏
れ
多
い
も
の
か
、「
駕
籠
内
の

筒
守
と
犬
張
子
」
の
記
載
で
あ
る
（
他
の
人
び
と

も
幕
府
内
や
本
行
列
で
の
役
職
名
で
あ
る
）。

　

行
列
の
先
頭
に
神
馬
、
家
定
の
駕
籠
に
は
子
供
の

道
中
の
魔
除
け
で
あ
る
筒
守
が
吊
さ
れ
、
犬
張
子
を

御
守
と
す
る
。
婚
礼
や
小
児
の
誕
生
・
宮
参
り
の
祝

儀
の
贈
り
物
と
さ
れ
た
犬
張
子
は
、
夜
間
の
邪
霊
や

魔
を
祓
う
効
能
を
信
じ
て
寝
所
に
置
か
れ
た
。

　

そ
の
後
方
で
は
、
二
頭
の
犬
が
牽ひ

か
れ
、
大
紋

の
大
目
付
や
直
垂
の
老
中
が
続
く
。
蟇
目
と
弓
を

持
つ
与
力
は
呪
的
守
護
の
よ
う
で
あ
り
、
医
師
た

ち
も
駕
籠
や
徒
歩
で
続
く
。
高
家
や
奥
向
面
々
（
簾

中
）
の
後
ろ
に
は
、
直
鑓
・
鍔
鑓
・
十
文
字
・
抛
鞘
・

直
鑓
・
長
刀
が
横
並
び
と
な
り
、
法
螺
貝
と
太
鼓

役
も
続
く
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
幼
い
家
定
の
外
出
を
現
実
的

（
幕
府
の
重
臣
や
武
具
）、
医
学
的
、
呪
的
に
守
護

し
た
の
で
あ
る
。

 

『
続
道
聴
塗
説
』
に
は
続
け
て
「
山
王
御
宮
巡
之
節

御
行
列
」
も
載
る
が
、
前
述
の
長
蛇
の
列
の
う
ち
、

以
下
が
選
ば
れ
て
い
る
。

　

大
目
付
や
老
中
、
蟇
目
・
弓
を
持
つ
与
力
、
若

年
寄
、
医
師
、
高
家
や
奥
向
面
々
な
ど
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
な
ぜ
、
数
え
六
歳
の
家
定
主
役
の
社

参
が
、
幕
府
を
あ
げ
て
大
々
的
に
な
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

　

祖
父
家
斉
同
様
、
父
家
慶
の
多
く
の
子
女
は
早
世

し
、
成
人
ま
で
生
き
残
っ
た
の
は
家
定
く
ら
い
と
さ

れ
る
。

　

そ
の
家
定
も
幼
少
の
頃
か
ら
病
弱
で
、
患
っ
た
痘

瘡
の
た
め
目
の
辺
り
に
痣
が
残
り
、
人
前
に
出
る
こ

と
を
極
端
に
嫌
っ
た
と
い
う
。

　

ま
た
家
定
が
し
ば
し
ば
起
こ
し
た
癇
よ
り
す
る

と
、
脳
性
麻
痺
を
患
っ
て
い
た
と
す
る
説
も
あ
る

（
四
肢
の
不
随
意
運
動
や
筋
緊
張
の
変
動
な
ど
の

症
状
）。

　

両
社
へ
の
参
詣
は
家
定
の
平
癒
祈
願
に
あ
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
幕
府
に
と
っ
て
近
い
将
来

の
将
軍
継
嗣
選
択
を
考
え
る
上
で
も
、
重
要
な
行

事
で
あ
っ
た
（
そ
れ
故
、
参
詣
行
列
を
写
生
さ
せ

た
武
家
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
）。

　

家
定
の
病
状
は
そ
の
甲
斐
も
な
く
進
行
し
、
天

保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
の
家
斉
死
後
、
家
慶
が

将
軍
継
嗣
を
決
め
る
際
、
家
定
の
資
質
を
心
配
し

た
と
も
さ
れ
る
。

　

将
軍
就
任
以
後
は
指
導
力
を
示
せ
ず
、
幕
政
は

老
中
の
阿
部
正
弘
や
堀
田
正
睦
に
よ
っ
て
主
導
さ

れ
て
い
く
。

　

子
の
な
い
家
定
に
は
就
任
直
後
か
ら
後
継
問
題
が

浮
上
し
、
候
補
と
し
て
井
伊
直
弼
ら
南
紀
派
が
推
薦

す
る
紀
州
藩
主
の
徳
川
慶
福
（
後
の
十
四
代
将
軍
家

茂
）
と
、
一
橋
派
が
推
す
一
橋
慶
喜
（
徳
川
慶
喜
）

が
あ
が
っ
た
。

　

こ
の
両
派
が
将
軍
継
嗣
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
て
い
る

最
中
、
家
定
が
表
舞
台
に
出
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な

か
っ
た
が
、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
六
月
二
十
五

日
、
家
定
は
従
弟
の
慶
福
を
継
嗣
に
す
る
と
い
う
意

向
を
諸
大
名
に
伝
え
た
。

　

そ
し
て
同
年
七
月
五
日
に
一
橋
派
諸
大
名
の
処
分

を
発
表
し
た
翌
日
、
家
定
は
享
年
三
十
五
歳
の
若
さ

で
死
去
し
、
養
子
と
な
っ
た
慶
福
改
め
家
茂
が
跡
を

継
い
だ
の
で
あ
る
。

参
考
文
献
：
篠
田
達
明『
徳
川
将
軍
家
十
五
代
の
カ
ル
テ
』

（
新
潮
新
書
、二
〇
〇
五
年
）、久
住
真
也
『
幕
末
の
将
軍
』

（
講
談
社
、
二
〇
〇
九
年
）
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献
灯
祭
六
月
十
三
日
十
七
時

山
王
祭  

祭
事
の
ご
紹
介

　

献
灯
祭
と
は
神
前
に
灯
明
を
奉
納
し
、
ご

加
護
を
お
祈
り
す
る
祭
典
で
す
。

　

例
年
十
三
日
、
十
四
日
、
十
五
日
の
三
日

間
行
わ
れ
、
祭
典
の
後
に
は
奉
納
さ
れ
た
提

灯
の
明
り
の
下
、
納
涼
大
会 

盆
踊
り
が
行
わ

れ
ま
す
。
こ
の
盆
踊
り
は
日
本
一
早
い
と
言

わ
れ
、
夏
の
訪
れ
を
告
げ
る
風
物
詩
と
し
て

親
し
ま
れ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
お
子
様
が
願
い
を
込
め
て
描
い
た
絵

を
灯
籠
と
し
て
境
内
に
掲
げ
る
「
絵
灯
篭
奉

納
」
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　

今
年
は
コ
ロ
ナ
禍
の
為
、
祭
典
は
十
三
日

の
み
と
な
り
納
涼
大
会
も
行
わ
れ
ま
せ
ん
が
、

御
参
拝
の
折
に
は
皆
様
が
願
い
を
籠
め
た
灯

籠
の
灯
り
を
ご
覧
下
さ
い
。
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山 

王 

台 

通 

信

新
入
職
員
紹
介

就
　
　
　
　
任

出
　
仕	

セ
レ
ス
ト 

ハ
ル
ト 

東
京
都
出
身

	
	

國
學
院
大
學
神
道
文
化
学
部 

 
 

 

神
道
文
化
学
科
卒

出
　
仕	
佐
々
木 

英
壽	

埼
玉
県
出
身

	
	

國
學
院
大
學
神
道
文
化
学
部
神
道  

 
 

文
化
学
科
卒

巫
　
女	

平
山　

 
果
穂 

千
葉
県
出
身

	
	

明
海
大
学
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ 

 
 

 

ツ
ー
リ
ズ
ム
学
部
卒

巫
　
女	

飯
島　

 

沙
織	
東
京
都
出
身

 
 

明
海
大
学
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ 

 
 

 

ツ
ー
リ
ズ
ム
学
部
卒

巫
　
女	

石
成　

 

彩
華 

東
京
都
出
身

 
 

東
京
ウ
エ
デ
ィ
ン
グ
＆
ブ
ラ
イ
ダ
ル 

 
 

専
門
学
校
卒

嘱
　
託	

髙
橋　

 

治
彦

嘱
　
託	

髙
橋　

 

政
晴

 

令
和
四
年
四
月
一
日
付

 

責
任
役
員　
　

細
田 　

眞
殿

 

株
式
会
社
榮
太
樓
總
本
鋪

 

令
和
四
年
四
月
一
日
付

 

主　
　

典　
　

杉
本 

磨
彩
気

日
枝
神
社
権
禰
宜
に
任
ず
る 

令
和
四
年
四
月
一
日
付

〈
通 

巻 

百
四
十
号 

〉

　

発 

行 

令
和
四
年
六
月
一
日

　

編 

集 

日  

枝  

神  

社  

社  

務  

所

 

東
京
都
千
代
田
区
永
田
町
二
丁
目
十
番
五
号

 

（
郵
便
番
号　

一
〇
〇—

〇
〇
一
四
）

 

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

〇
三—

三
五
八
一—

二
四
七
一（
代
表
）

 

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
三—

三
五
八
一—

二
〇
七
七

 
http://w

w
w

.hiejinja.net/

山
王
祭
事
暦

山
王
祖
霊
祭

　

九
月
二
十
三
日（
金
）十
一
時

日
枝
神
社
新
嘗
祭

　

十
一
月
二
十
三
日（
水
）十
一
時

各
祭
典
は
感
染
症
の
状
況
に
よ
り
神
職
の
み
で

執
り
行
う
可
能
性
が
ご
ざ
い
ま
す
。

ま
た
、
緑
陰
朝
詣
り
と
ラ
ジ
オ
体
操
の
集
い
、

箸
感
謝
祭
、
日
枝
神
社
中
秋
管
絃
祭
、
敬
老
祭

は
中
止
致
し
ま
す
。

何
卒
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

令
和
四
年
四
月
二
十
九
日（
金
）
に
御
神
米
づ
く
り

御
田
植
祭
を
執
り
行
い
ま
し
た
。

　

今
年
も
感
染
症
対
策
と
し
て
、
神
職
の
み
で
祭
典
を

奉
仕
し
、
田
植
を
行
い
ま
し
た
。

御
神
米
づ
く
り  

田
植
祭

神
社
本
庁
辞
令
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