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歴
史
的
豊
作
に
感
謝
し 

秋
の
例
祭=

新
嘗
祭
を
齋
行 

 

見
わ
た
す
黄
金
の
田
の
面
を
見
て
、
人
の
立
場

を
こ
え
て
心
を
和
ま
せ
た
。
農
政
の
境
い
目
で
、

米
の
価
格
や
、
流
通
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
複

雑
な
思
い
も
あ
る
が
、
一
億
の
お
腹
を
満
た
す

お
米
の
豊
作
は
、
何
に
も
替
え
難
い
祝
福
に
値

す
る
。
去
年
の
冷
害
を
、
わ
れ
わ
れ
は
如
何
に

虚
し
い
思
い
で
過
ご
し
た
か
、
記
憶
に
新
し
い
。

そ
れ
を
見
事
乗
り
越
え
た
。 

日
本
人
は
昔
か
ら
、
一
年
を
稲
の
生
育
と
供

に
過
ご
し
て
き
た
。
種
籾
に
拝
ん
松
を
立
て
て

年
迎
え
、
春
の
祭
、
夏
の
祭
、
盆
踊
り
、
夫
々

の
月
の
節
句
：
：
年
中
行
事
の
ほ
と
ん
ど
が
稲

と
の
関
わ
り
で
あ
る
。｢

和｣

は
日
本
の
古
称
。

｢

禾｣

（
み
の
り
）
を｢

口｣

に
す
る
と
人
は
「
な

ご
む
」
。
日
本
は
元
々
、
実
り
を
口
に
し
て
和
や

か
な
国
な
の
で
あ
る
。 

十
一
月
二
十
三
日
は
全
国
一
斉
、
当
社
の
新

嘗
祭
。
こ
れ
と
似
て
全
国
一
斉
に
、
家
々
で
新

穀
に
感
謝
す
る
の
が
九
月
節
句
。
各
家
で
取
り

入
れ
を
祝
う
の
が｢

刈
上
げ｣

「
か
っ
き
り
」
な

ど
。
家
々
か
ら
国
の
単
位
ま
で
、
祝
う
秋
。
そ

し
て
今
年
は
祝
う
に
値
す
る
秋
を
迎
え
た
。 

元
来｢

祝
う｣

は
「
い
は
ふ
」
＝｢

い
這
ふ｣

で

あ
っ
た
。｢

い
這
ひ
お
ろ
が
む｣

、
つ
ま
り
ひ
れ

伏
し
て
祭
り
を
す
る
、
或
は
感
謝
す
る
意
味
で

あ
る
。
農
家
の
方
々
、
そ
れ
を
導
い
た
神
様
に

心
か
ら
祝
い
た
い
。 
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特
別
寄
稿 

「
祭
ら
し
い
祭 

い
つ
ま
で
も
」 

白
石
市
益
岡
鎮
座 

神
明
社 

禰
宜 
佐
藤
文
比
古
氏 

一
昨
年
と
今
年
の
春
祭
、
神
輿
渡
御
に
付
き
添
っ

て
写
真
と
ビ
デ
オ
を

撮
っ
て
い
た
バ
イ
ク

の
青
年
。
実
は
白
石

の
神
主
さ
ん
で
し
た
。

感
想
を
お
願
い
し
た

と
こ
ろ
、
快
く
ご
寄

稿
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

 

私
は
熱
日
高
彦
神
社
の
御
例
祭
の
日
に
、
御

神
輿
の
行
く
と
こ
ろ
を
バ
イ
ク
で
走
り
回
っ
て

ビ
デ
オ
撮
影
を
し
て
い
た
者
で
す
。
氏
子
の
方

の
中
に
は
「
ど
こ
の
取
材
の
人
な
ん
だ
ろ
う
？
」

と
思
わ
れ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
こ
こ
で
自
己
紹
介
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
私
は
白
石
市
の
益
岡
（
お
城
山
）

に
鎮
座
い
た
し
ま
す
神
明
社
の
禰
宜
の
佐
藤
文

比
古
と
申
し
ま
す
。
数
年
前
、
県
内
若
手
神
主

主
催
の
宮
城
刑
務
所
の
慰
霊
祭
で
は
こ
ち
ら
の

神
楽
会
の
皆
様
に
も
お
世
話
に
な
っ
て
お
り
ま

す
。 

熱
日
高
彦
神
社
の
春
祭
り
は
お
と
な
り
の
香

取
神
社
の
御
神
輿
と
二
つ
一
緒
に
ま
わ
ら
れ
る

と
う
か
が
っ
て
お
り
ま
し
て
、
ど
の
よ
う
な
お

祭
り
な
の
か
見
て
み
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
し

た
。
一
昨
年
も
お
邪
魔
し
た
の
で
す
が
、
ち
ょ

う
ど
バ
イ
ク
に
乗
る
に
は
良
い
季
節
で
す
し
、

「
黒
須
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
ち
ょ
っ
と
お
手
伝
い

に
」
と
理
由
付
け
を
し
て
、
実
は
半
分
ツ
ー
リ

ン
グ
の
気
分
で
出
か
け
て
き
ま
し
た
。 

今
年
の
四
月
六
日
も
良
い
お
天
気
で
、
私
は
十

一
時
ご
ろ
神
社
に
着
き
、
ま
ず
お
参
り
を
さ
せ

て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
神

社
に
上
っ
て

い
く
と
屋
台

が
出
て
お
り
、

御
神
輿
が
出

て
い
る
時
間

な
の
に
お
参

り
さ
れ
て
い

る
方
も
多
く

い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
し
た
。

当
社
の
場
合

で
す
と
、
神

輿
が
出
て
い
る
時
間
は
参
拝
す

る
方
も
少
な
く
寂
し
い
感
じ
な

の
で
す
が
、
神
社
と
お
祭
り
が

氏
子
の
み
な
さ
ん
に
根
付
い
て

い
る
こ
と
が
こ
の
姿
に
あ
ら
わ

れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
な
と
思
い

ま
し
た
。 

続
い
て
御
神
輿
を
探
し
て
ビ
デ
オ
を
撮
っ
て

お
り
ま
し
た
。
今
年
は
お
祭
り
の
前
に
河
北
新

報
に
「
二
社
の
御
神
輿
が
一
緒
に
地
域
を
ま
わ

る
お
祭
り
」
と
記
事
が
載
っ
た
こ
と
も
あ
り
、

市
外
か
ら
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
方
も
多
く
見
ら
れ

ま
し
た
。 

高
校
生
か
ら
そ
の
お
父
さ
ん
く
ら
い
の
方
ま

で
御
神
輿
を
担
い
で
お
ら
れ
、
継
承
し
よ
う
と

す
る
良
い
姿
を
見
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
親

子
で
、
家
族
で
、
そ
し
て
地
域
で
盛
り
上
げ
る

昔
な
が
ら
の
、
本
来
の
あ
る
べ
き
祭
り
の
か
た

ち
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
最
近
は
イ

ベ
ン
ト
化
さ
れ
、
祭
り
の
意
味
を
履
き
違
え
一

部
だ
け
が
盛
り
上
が
っ
て
い
る
祭
り
が
多
く
な

っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
よ

う
な
中
、
氏
神
と
氏
子
の
関
係
を
深
く
保
ち
次

世
代
に
も
伝
え
よ
う
と
さ

れ
て
い
る
姿
は
、
と
て
も
勉

強
に
な
る
お
祭
り
で
あ
り

ま
す
。 

ま
た
来
年
も
う
か
が
い

た
い
と
思
い
ま
す
。
い
つ
ま

で
も
こ
の
お
祭
り
が
継
承

さ
れ
、
あ
た
た
か
い
郷
で
あ

り
ま
す
よ
う
ご
祈
念
し

て
・
・
・
。 

写
真
中
央
＝
愛
用
の
バ
イ
ク 

左
下
＝
枝
野
小
学
校
を
出
発
す

る
子
供
み
こ
し
と
本
神
輿 

（
共
に
佐
藤
氏
撮
影
） 

第５１号        さ  く  ら  ゐ  川      平成１６年１０月１５日 （２） 



お
知
ら
せ 

七
五
三
詣 

 

例
年
の
七
五
三
詣
で
は
、
十
月
末
か
ら
十
一
月
前

半
で
行
い
ま
す
が
、
早
め
に
申
し
込
み
さ
れ
る
よ
う

お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

お
節
句
（
十
月
二
十
二
日
） 

 

九
月
節
句(

旧
九
月
九
日)

は
、
十
月
二
十
二
日

（
金
）
に
当
っ
て
い
ま
す
。
節
句
等
は
植
物
や
天
体

と
か
か
わ
り
が
深
く
、
そ
の
結
び
つ
き
が
古
い
時
代

で
あ
る
た
め
に
、
旧
暦
が
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
が
多
い

よ
う
で
す
。 

 

三
月
桃
の
節
句
、
五
月
菖
蒲
の
節
句
、
七
月
七
夕
、

九
月
菊
の
節
句
と
ほ
と
ん
ど
が
植
物
で
、
七
夕
は
天

体
。
自
然
の
豊
な
日
本
な
ら
で
は
の
、
赴
き
深
い
行

事
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
。 

さ
て
、
今
年
は
閏
が
あ
っ
た
た
め
に
、
現
在
の
太

陽
暦
と
は
ひ
と
月
以
上
の
ず
れ
が
生
じ
ま
す
が
、
心

ゆ
た
か
に
季
節
の
行
事
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。 

こ
と
に
九
月
節
句
は
実
り
の
感
謝
の
行
事
で
も
あ

り
ま
す
。
豊
作
の
上
に
、
刈
り
入
れ
か
ら
た
っ
ぷ
り

の
期
間
が
あ
り
ま
す
。
新
し
い
稲
苞
に
お
赤
飯
を
入

れ
て
お
供
え
す
る
、
昔
な
が
ら
の
仕
来
た
り
を
、
子

や
孫
に
し
っ
か
り
と
伝
え
た
い
も
の
で
す
。
竹
筒
を

二
つ
折
り
に
結
わ
え
て
甘
酒
を
入
れ
る
お
供
え
は
あ

る
で
し
ょ
う
か
。 

一
日
を
今
は
、
真
夜
中
の
〇
時
を
境
と
し
て
暮
ら

し
て
い
ま
す
が
、
前
夜
か
ら
そ
の
日
の
夕
方
ま
で
と

い
う
考
え
方
が
古
く
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
考
え
る
と

七
夕
は
七
月
の
六
日
の
夜
で
す
し
、
十
五
夜
は
十
四

日
の
晩
と
な
り
ま
す
。
実
際
そ
う
い
う
仕
来
た
り
も

あ
っ
た
よ
う
で
す
。
皆
さ
ん
の
お
宅
で
は
い
か
が
で

す
か
。 

九
月
節
句
の
お
供
え
を
、
前
日
の
夕
ご
飯
時
に
上

げ
る
家
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
家
々
の
特
徴
も
面
白
い

で
す
ね
。 

 新
し
い
神
様
を
お
迎
え
し 

新
し
い
良
き
年
を 

今
年
も
あ
と
二
月
あ
ま
り
と
な
り
ま
し
た
。
神
社

で
は
す
で
に
年
末
・
年
始
の
準
備
が
始
ま
っ
て
お
り

ま
す
。
中
で
も
師
走
に
入
り
ま
し
た
ら
お
配
り
す
る
、

新
年
を
迎
え
る
た
め
の
お
札
の
あ
つ
か
い
は
厳
重
で

す
。 伊

勢
の
神
宮
か
ら
い
た
だ
く
神
宮
大
麻
「
天
照
皇

太
神
宮
」
は
、
十
月
に
神
宮
で
の
頒
布
始
祭
を
も
っ

て
全
国
に
頒
布
さ
れ
た
後
、
宮
城
県
神
社
庁
、
角
田

市
伊
具
郡
支
部
、
当
神
社
と
、
あ
わ
せ
て
四
回
も
の

お
祭
を
経
て
皆
様
の
お
宅
へ
分
か
た
れ
ま
す
。 

「
お
歳
徳
神
さ
ま
」
と
い
わ
れ
る
五
体
組
の
お
札

は
、
一
体
ご
と
に

神
璽
、
神
社
庁
印
、

宮
司
印
を
奉
印

し
、
や
は
り
お
祭
、

お
祓
い
を
し
て

お
分
か
ち
し
ま

す
。
神
社
の
神
札

も
同
じ
で
す
。 

な
ぜ
そ
こ
ま

で
厳
粛
に
す
る

の
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
こ
れ
ら

の
お
札
が
「
新
し

い
年
」
そ
の
も
の

だ

か

ら

で

す

。

「
年
＝
稲
な
ど
の
穀
霊
＝
神
霊
」
で
あ
る
こ
と
は
以

前
に
何
度
か
ご
説
明
い
た
し
ま
し
た
。
新
し
い
年
を

迎
え
る
と
い
う
こ
と
は
新
し
い
神
様
を
家
の
神
棚
に

お
迎
え
す
る
こ
と
で
す
。
歳
＝
年
を
と
る
と
い
う
こ

と
は
、
自
分
の
中
に
新
し
い
霊
魂
を
迎
え
入
れ
る
と

い
う
こ
と
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
新
し
い
年
が
皆

様
に
と
っ
て
よ
り
良
い
年
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
と
、

新
年
の
お
札
は
丁
寧
に
、
厳
粛
に
、
何
度
も
何
度
も

枝野幼稚園のげんきなおともだち 
お参りのあとは落ち葉とドングリひろい？ 
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繰
り
返
し
お
祭
す
る
の
で
す
。
こ
れ
ほ
ど
ご
神
威
を

込
め
る
お
札
は
ほ
か
に
は
無
い
と
い
っ
て
い
い
で
し

ょ
う
。 お

札
を
納
め
れ
ば
そ
こ
が
神
棚 

と
こ
ろ
で
最
近
、
若
い
方
か
ら
電
子
メ
ー
ル
で
「
ア

パ
ー
ト
で
神
棚
が
無
い
の
だ
け
れ
ど
、
お
札
を
お
祀

り
し
て
も
い
い
も
の
か
」
と
い
っ
た
問
い
合
わ
せ
を

い
た
だ
き
ま
す
。
お
そ
ら
く
ア
パ
ー
ト
や
マ
ン
シ
ョ

ン
、
建
売
住
宅
な
ど
に
は
神
棚
が
無
い
と
こ
ろ
が
多

い
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
っ
た
問
い
に
対
し
て
は
「
神

棚
を
設
け
る
に
越
し
た
こ
と
は
無
い
が
、
た
と
え
ば

タ
ン
ス
や
ボ
ー
ド
の
上
、
本
棚
の
上
段
の
一
角
な
ど
、

粗
末
に
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
、
自
分
が
納
得
で
き
る

と
こ
ろ
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
を
神
棚
に
決
め
て
い
い
で

す
よ
。
そ
れ
に
お
宮
が
無
く
て
も
、
当
面
は
お
札
を

立
て
か
け
る
こ
と
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
イ
ン
テ
リ

ア
に
あ
わ
せ
た
祀
り
方
を
工
夫
し
て
は
ど
う
で
す
か
。

神
様
を
お
迎
え
す
る
こ
と
が
先
ず
大
切
な
の
で
す
か

ら
。
」
と
い
っ
た
返
答
を
し
て
い
ま
す
。
お
子
様
や
お

孫
さ
ん
で
そ
ん
な
環
境
に
お
住
ま
い
の
方
が
い
ら
っ

し
ゃ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

ち
な
み
に
神
棚
は
新
築
や
引
越
し
の
と
き
、
そ
し

て
年
が
改
ま
る
と
き
に
お
祭
り
す
る
の
が
吉
と
さ
れ

ま
す
。 

今
の
時
期
に
な
る
と
「
一
年
は
あ
っ
と
い
う

間
だ
な
あ
」
と
思
い
ま
す
。
ど
な
た
に
も
良
い

年
を
と
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
誠
意
を
込
め
て

お
札
を
奉
製
す
る
毎
日
で
す
。 

神
様
に
見
守
ら
れ
て
、
豊
か
な
気
持
ち
で
生
き
た

い
で
す
ね
。 

社 

頭 

あ 

れ 

こ 

れ 

夏
祭 

各
位
の
ご
協
力
で 

 

年
々
賑
や
か
に 

夏
季
例
祭
は
、
有
志
青
年
た
ち
の
協
力
で
、
大
変
な

賑
わ
い
を
見
せ
た
。
今
年
の
祭
も
灯
篭
や
神
楽
、
巫
女

舞
（
み
か
ぐ
ら
）
、
そ
れ
に
き
っ
て
も
切
れ
な
い
存
在
に

な
っ
て
い
る
若
者
有
志
に
よ
る
振
る
舞
い
、
さ
ら
に
花

火
も
と
う
と
う
三
〇
発
を
超
え
、
い
よ
い
よ
あ
つ
い
夏

祭
と
な
っ
た
。
ご
協
力
、
ご
奉
献
、
ご
奉
納
い
た
だ
い

た
皆
様
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
。 

    
五
十
九
年
目

の
八
月
十
五

日 

忠

霊
塔･

忠
魂
碑
慰
霊
祭  

 

八
月
十
五
日
の
終
戦
記
念
日
は｢

戦
没
者
を
追
悼
し

平
和
を
記
念
す
る
日｣

と
し
て
国
民
の
祭
日
に
さ
れ
て

い
ま
す
。
今
年
は
終
戦
か
ら
五
九
年
目
。
あ
と
一
年
で

還
暦
で
す
。
例
年
の
通
り
角
田
市
の
忠
霊
塔
前
で
、
遺

族
会
主
催
の
慰
霊
祭
が
、
伊
具
地
区
内
の
若
い
神
職
の

奉
仕
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
先
立
ち
、
当
神
社
境

内
に
在
る
、
旧
枝
野
村
の
忠
魂
碑
前
で
、
朝
八
時
か
ら

慰
霊
祭
を
行
い
ま
し
た
。
年
々
参
列
者
が
さ
び
し
く
な

っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
今
年
は
三
品
区
長
さ
ん
が
見
え

て
、
枝
野
島
田
住
民
を
代
表
し
て
玉
串
を
捧
げ
ら
れ
ま

し
た
。
国
の
命
令
で
戦
場
に
向
か
い
、
か
ら
だ
を
張
っ

て
国
の
、
国
民
の
安
全
を
守
る
た
め
に
戦
っ
た
勇
士
の

御
霊
に
対
す
る
枝
野
地
区
民
の
思
い
を
、
こ
ん
な
と
こ

ろ
で
表
し
て
み
た
い
で
す
ね
。 

神
社
と
地
域
の
未
来
を
見
据
え
て 
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一
九
〇
〇
年
記
念
事
業
検
討
委
員
会 

平
成
二
十
三
年
に
迎
え
る
当
社
御
鎮
座
一
九
〇
〇
年

に
向
け
記
念
事
業
を
起
こ
す
べ
く
、
神
社
役
員
・
総
代

に
よ
り
検
討
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
大

き
な
節
目
を
好
機
と
捉
え
、
目
先
で
は
な
い
、
こ
れ
か

ら
の
神
社
の
あ
る
べ
き
姿
を
模
索
す
る
作
業
と
な
っ
て

い
る
。 

ま
ず
人
が
集
ま

る
神
社
づ
く
り
が

大
切
と
の
考
え
に

立
っ
て
い
る
。
信

仰
が
広
ま
る
こ
と

に
よ
り
御
神
威
が

増
す
。
そ
れ
は
経

営
の
安
定
化
、
ひ

い
て
は
氏
子
へ
の

負
担
減
と
も
な
る
。

地
域
と
結
び
つ
け

ば
活
性
化
に
つ
な

が
る
。 

ま
た
都
市
化
、

高
齢
化
が
進
み
、

誰
も
が
心
の
安
ら
ぎ
を
求
め
る
な
か
、
「
い
や
し
」
「
再

生
」
の
場
と
し
て
神
社
が
認
識
さ
れ
て
お
り
、
参
拝
者

も
徐
々
に
増
え
る
に
つ
れ
、
そ
れ
に
適
う
環
境
整
備
が

い
っ
そ
う
求
め
ら
れ
る
。 

 

一
方
、
長
年
の
風
雪
や
湿
気
に
よ
り
社
殿
の
腐
食
、

破
損
が
著
し
い
。
防
災
へ
の
備
え
も
心
も
と
な
い
。
ま

た
歴
史
的
建
造
物
ゆ
え
に
今
日
的
な
祈
り
の
施
設
と
し

て
は
十
分
と
は
い
え
な
い
。
修
繕
や
施
設
整
備
が
必
要

で
あ
る
。 

施
設
、
境
内
、
鎮
守
の
森
に
ま
で
及
ぶ
事
業
で
あ
り 

検
討
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
来
年
三
月
に
は
概
略
を
示

し
た
い
と
考
え
て
い
る
。 

 §
§

§
§

§
§

§
§

§
§

§
§

§
§

§
§

§
§

§
§

§
 

お
日
髙
さ
ん
の
自
然 

⑪ 
 

 

「
マ
ン
ジ
ュ
シ
ャ
ゲ
」 

神
社
の
車
参
道
に
マ
ン
ジ
ュ
シ
ャ
ゲ
が
咲
く
。 

マ
ン
ジ
ュ
シ
ャ
ゲ
の
正
式
名
は
ヒ
ガ
ン
バ
ナ

（
ユ
リ
科 

ヒ
ガ
ン
バ
ナ
属
）
で
あ
る
。
人
家
に

近
い
田
畑
の
縁
、
堤
防
、
墓
地
な
ど
に
群
生
し

て
秋
の
彼
岸
の
頃
、
あ
た
か
も
篝
火
を
燃
や
し

た
よ
う
に
、
い
く
つ
も
の
真
紅
の
花
を
開
く
。

マ
ン
ジ
ュ
シ
ャ
ゲ
の
命
名
の
一
説
は
「
法
華
経
」

に
、
摩
訶
曼
陀
羅
華
と
摩
訶 

曼
珠
沙
華
が
、
会

い
難
い
仏
縁
に
会
っ
た
こ
と
を
喜
び
、
天
か
ら

降
り
注
い
だ
と
あ
る
、
に
よ
る
と
い
わ
れ
る
。

摩
訶
は
梵
語
で
大
き
い
こ
と
曼
珠
沙
華
は
赤
い

花
の
意
味
で
、
こ
の
花
の
大
き
く
て
美
し
い
有

様
を
言
い
表
し
た
も
の
だ
と
い
う
。
（
注
１
） 

 

又
、
あ
る
説
で
は
、
曼
珠
沙
華
は
仏
典
の
中

の
天
界
（
空
想
）
の
花
で
あ
り
、
イ
ン
ド
の
あ

る
地
方
の
言
葉
で
〝
マ
ン
ジ
ュ
ー
シ
ャ
カ
〟
と

い
い
、
曼
珠
沙
華
と
音
訳
し
て
ヒ
ガ
ン
パ
ナ
の

別
名
に
し
た
の
で
あ
る
。
じ
つ
は
、
天
界
に
咲

く
曼
珠
沙
華
は
白
い
花
で
、
そ
の
純
白
の
花
を

見
る
者
は
悪
業
を
離
脱
で
き
る
―
と
い
っ
た
よ

う
に
仏
典
に
書
か
れ
て
あ
る
と
い
う
。
（
注
２
） 

マ
ン
ジ
ュ
シ
ャ
ゲ
が
、
寺
院
の
境
内
や
墓
地

に
よ
く
咲
い
て
い
る
の
は
人
間
が
わ
ざ
わ
ざ
植

え
た
か
ら
で
、
日
本
で
は
〝
死
人
花
〟
な
ど
と

縁
起
の
よ
く
な
い
名
で
呼
ば
れ
不
吉
な
花
と
さ

れ
て
い
る
が
、
欧
米
で
は
園
芸
植
物
と
し
て
愛

好
者
が
多
い
そ
う
で
あ
る
。 

 

一
見
無
造
作
に
開
い
た
か
に
み
え
る
こ
の
花

の
姿
も
、
実
は
数
個
の
小
さ
な
花
の
整
然
と
し

た
集
ま
り
で
、
そ
れ
ぞ
れ
６
枚
の
花
び
ら
の
ほ

か
に
６
本
の
雄
ズ
イ
、
そ
れ
に
雌
ズ
イ
も
長
く
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突
き
出
て
お
り
、
し
か
も
こ
れ
ら
が
美
し
い
弧

を
描
き
な
が
ら
反
り
返
っ
て
い
る
様
は
、
い
か

に
も
見
事
な
造
形
の
妙
で
あ
る
。
も
っ
と
生
け

花
な
ど
に
利
用
し
て
欲
し
い
と
思
う
。 

花
が
終
わ
る
と
、
葉
が
晩
秋
の
頃
に
現
れ
て

束
生
し
翌
年
３
～
４
月
頃
枯
れ
、
開
花
す
る
ま

で
鱗
茎
で
過
ご
す
。
果
実
は
不
稔
で
種
子
は
で

き
な
い
。
ま
れ
に
で
き
て
も
発
芽
し
な
い
。
日

本
全
国
に
分
布
す
る
が
、
も
と
よ
り
の
自
生
で

な
く
、
昔
中
国
か
ら
渡
来
し
た
も
の
が
広
が
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

神
社
の
参
道
に
あ
る
の
は
ど
う
し
て
な
の
か
。

鱗
茎
は
い
ろ
い
ろ
の
ア
ル
カ
ロ
イ
ド
を
含
む
有

毒
植
物
で
あ
る
が
、
昔
は
救
荒
食
料
と
し
て
飢

饅
の
時
す
り
つ
ぶ
し
数
回
水
洗
い
し
て
有
毒
成

分
を
取
り
除
き
、
澱
粉
を
と
っ
て
食
用
に
し
た

と
い
わ
れ
て
い
る
。 

 

な
お
、
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
に
似
て
い
る
シ
ロ
バ
ナ

マ
ン
ジ
ュ
シ
ャ
ゲ
は
、
花
の
色
が
白
色
又
は
黄

色
み
が
か
っ
て
い
る
が
シ
ョ
ウ
キ
ズ
イ
セ
ン
と

ヒ
ガ
ン
バ
ナ
（
中
国
に
は
種
子
で
発
芽
す
る
も

の
も
あ
る
）
の
雑
種
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

注
１ 

深
津
正
著
「
植
物
和
名
の
語
源
」
よ
り 

注
２ 

ひ
ろ
さ
ち
や
著
「
こ
こ
ろ
の
歳
時
記
」

よ
り 

（
文
／
小
島
和
夫
氏
） 

 

ご
紹
介 

『
宮
城
県
神
社
祭
事
暦
』平
成
十
七
年
乙
酉
歳  

平
成
十
七
年
度
版
『
宮
城
県
神
社
祭
事
暦
』
が
で
き
あ

が
り
ま
し
た
。
祭
事
暦
と
あ
る
の
で
普
通
の
暦
と
思
わ
れ
が

ち
で
す
が
、
内
容
は
神
社
や
生
活
習
慣
、
県
内
の
情
報
が

盛
り
だ
く
さ
ん
。
皆
様
の
ご
意
見
な
ど
を
取
り
入
れ
、
よ

り
使
い
や
す
く
見
や
す
く
な
り
、
お
役
に
立
つ
こ
と
間
違
い

な
し
。
当
社
祢
宜
が
編
集
を
担
当
し
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

要
望
な
ど
も
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
総
代
、
ま
た
は
神
社
に
ご

注
文
く
だ
さ
い
。  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

頒
価
四
〇
〇
円 

 

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～ 

＝
ご
奉
納
・
ご
奉
仕
＝ 

一
区 

斉
藤
管
工
㈱
さ
ん 

 
排
水
管
一
式 

一
区 

只
野 

安
博
さ
ん 

 

洗
い
鉢 

一
区  

左
藤  

庄
一
さ
ん   

新
穀 

三
区 

小
野 

 

勝
さ
ん 

 

新
穀 

野
菜 

三
区 

戸
村 

 

巧
さ
ん 

 

野
菜 

三
区  

佐
藤 

 

善
一
さ
ん 

 

野
菜 

二
区  

目
黒  

暢
子
さ
ん 

 

梨  

各
区  

神
社
総
代
各
位  

 

夏
祭
典
神
饌
用
野
菜
等 

一
区 

 

黒
須
嘉
次
男
さ
ん 

 

野
菜 

横
倉 

 

塚
目 

 

克
子
さ
ん 

 

月
次
祭
神
饌
用
野
菜 

 (

祭
典
当
事
者
の
献
饌
・
幣
帛
等
は
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た) 

 
 社 

頭 

暦 

十
月 

一
日 

 

月
次
祭 

 
 

 

六
日 

 

御
縁
日 

二
二
日 

 

九
月
節
句(

旧
九
月
九
日)

 

十
一
月
一
日 

 

月
次
祭 

六
日 

 
 

御
縁
日 

一
五
日 

 

七
五
三
詣 

二
三
日 

 

新
嘗
祭
（
秋
季
例
祭
） 

十
二
月
一
日 

 

月
次
祭 

 
 

 

六
日 

 

御
縁
日 

二
三
日 

 

天
皇
誕
生
日 

三
一
日 

 

大
晦
日 

大
祓
式 

越
年
祭 

 

編
集
後
記 

 

記
録
的
な
台
風
ラ
ッ
シ
ュ
、
被
害
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
か
。
昨
年
の
冷
夏
か
ら
一
転
、
想
像
も
で
き
な
か

っ
た
今
年
の
猛
暑
。
豊
作
と
思
え
ば
秋
の
長
雨
で
野
菜

が
打
撃
。
自
然
は
容
赦
な
く
す
さ
ま
じ
い
。
古
人
は
そ

ん
な
と
こ
ろ
に
神
を
見
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
▼
そ

れ
に
中
越
地
震
。
心
か
ら
お
見
舞
致
し
ま
す
。
当
地
に

予
知
さ
れ
て
い
る
地
震
対
策
は
お
済
み
で
す
か
。
他
山

の
石
と
し
た
い
で
す
ね
。
▼
本
紙
、
少
々
遅
れ
て
お
届

け
致
し
ま
す
。
機
械
の
故
障
と
は
い
え
、
時
期
を
閲
し

た
記
事
も
あ
り
、
お
詫
び
い
た
し
ま
す
。
（
編
集
子
）  
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