
 
 
 
 
 

     

◇
宮
司
の
柴
田
で
す
。 

十
月
は
、
別
名
「
神
無
月

（
か
ん
な
づ
き
）」
と
称
（
し
ょ
う
）
さ
れ
ま
す
。 

民
間
伝
承
に
よ
り
ま
す
と
、
日
本
全
国
の
神
様
が
、

出
雲
大
社
に
お
集
ま
り
に
な
り
、「
縁
結
び
」
の
会

議
を
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
呼
び
名
に
な

っ
た
そ
う
で
す
。 

し
た
が
っ
て
、
出
雲
地
方
で
は
、

「
神
在
月
（
か
み
あ
り
づ
き
）」
と
呼
ぶ
そ
う
で
す
。 

「
無
（
な
）」
は
、
六
月
の
別
称
（
べ
っ
し
ょ
う
）

で
あ
る
「
水
無
月
」
の
「
無
」
と
同
じ
く
、
古
語
（
こ

ご
）
の
連
用
形
で
、
現
代
語
で
は
、「
の
」
に
な
り

ま
す
の
で
、「
神
の
月
」
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。 

先
月
の
当
宮
末
社
の
若
宮
神
社
例
祭

を
皮
切
り
に
、
老
町
の
貴
布
禰
神
社
、
今
月
に
入
り
、

宮
司
を
兼
ね
て
い
る
六
連
島
八
幡
宮
、
さ
ら
に
は
、

田
の
首
八
幡
宮
、
そ
し
て
、
本
務
社
の
当
宮
例
祭
と

厳
か
に
執
り
修
め
る
こ
と
が
、
叶
い
ま
し
た
。 

た

く
さ
ん
の
方
々
の
お
支
え
あ
れ
ば
こ
そ
、
御
奉
仕
終

え
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
り
ま
し
て
、
心
か
ら
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

「
あ
あ
す
れ
ば
良
か
っ
た
、

こ
う
す
れ
ば
良
か
っ
た
」、
反
省
す
る
こ
と
し
き
り

で
す
が
、
こ
れ
は
、「
後
の
祭
り
」
で
あ
り
ま
す
。 

松
下
電
器
の
創
業
者
で
あ
る
松
下
幸
之
助
さ
ん
は
、 

 

     

「
う
ま
く
い
っ
た
時
は
、
皆
の
お
か
げ
、
う
ま
く
い

か
な
か
っ
た
時
は
、
す
べ
て
、
自
分
に
原
因
が
あ
る
。」

と
仰
っ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
受
賞

さ
れ
た
山
中
伸
也
さ
ん
も
、「
う
ま
く
い
っ
た
時
は
、

お
か
げ
さ
ま
、
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
時
は
、
身
か

ら
で
た
さ
び
。」
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

肝

に
銘
（
め
い
）
じ
て
、
謙
虚
に
受
け
止
め
、
感
謝
の

心
を
忘
れ
ず
に
お
つ
と
め
し
た
い
も
の
で
す
。 

 

◇
明
治
天
皇
様
は
、
御
製
に
、 

「
と
こ
し
へ
に 

国
ま
も
り
ま
す 

天
地
の 

 
 
 
 
 

神
の
ま
つ
り
を 

お
ろ
そ
か
に
す
な
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

と
、
お
詠
み
な
っ
て
い
ら

っ
し
ゃ
い
ま
す
。 

ま
た
、 

「
わ
が
く
に
は 
神
の
す
ゑ
な
り 

神
ま
つ
る 

 
 
 
 
 

昔
の
て
ぶ
り 

わ
す
る
な
よ
ゆ
め
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

と
も
、
お
詠
み
に
な
ら
れ

て
い
ま
す
。 

古
式
に
の
っ
と
り
、
明
治
天
皇
様
の
大

御
心
（
お
お
み
ご
こ
ろ
）
に
叶
う
こ
と
が
で
き
ま
す
よ

う
に
、
誠
心
誠
意
、
お
つ
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

◇
幕
末
の
歌
人
で
あ
る
橘
曙
覧
（
た
ち
ば
な
の
あ
け
み
）

さ
ん
は
、「
た
の
し
み
は
」
か
ら
始
ま
る
「
独
楽
吟
（
ど

く
ら
く
ぎ
ん
）」
い
う
和
歌
集
を
残
さ
れ
て
い
ま
す
。 

そ
の
な
か
に
、「
た
の
し
み
は 

神
の
御
国
の 

民
と

し
て 

 
 
 
 
 
 

神
の
教
へ
を 

深
く
思
ふ
と
き
」 

と
い
う
の
が

ご
ざ
い
ま
す
。 

日
本
人
に
は
、
悠
久
（
ゆ
う
き
ゅ
う
、

気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
長
い
時
間
の
こ
と
）
の
歴
史
の

な
か
で
、
意
識
し
て
い
な
く
と
も
、
美
質
（
び
し
つ
）

と
い
う
も
の
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。 

そ
の
美
質
と
は
、
一
つ
に
は
、
万
物
万
象
（
ば
ん
ぶ
つ

ば
ん
し
ょ
う
）、
い
た
る
と
こ
ろ
に
神
仏
を
見
い
だ
し

て
、
恐
れ
敬
い
、
感
謝
の
心
で
生
活
し
て
き
ま
し
た
。 

二
つ
目
は
、
小
さ
き
物
や
弱
い
立
場
に
あ
る
人
々
を
思

い
や
る
、
大
切
に
す
る
気
持
ち
を
忘
れ
な
か
っ
た
こ
と

で
す
。 

さ
ら
に
、
正
義
・
正
直
と
い
う
徳
目
を
大
事

に
し
て
、
人
と
し
て
尊
ぶ
べ
き
モ
ラ
ル
で
あ
る
倫
理
道

徳
を
重
ん
じ
た
の
で
す
。 

こ
の
美
質
で
も
っ
て
、

様
々
な
国
難
を
乗
り
越
え
て
き
た
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。 

し
か
し
、
昨
今
は
、
日
本
人
の
心
情
（
気

持
ち
や
思
い
の
こ
と
）
が
、
着
実
に
毀
損
（
き
そ
ん
、

こ
わ
れ
る
こ
と
）
し
、
衰
微
（
す
い
び
、
衰
え
て
い
る

こ
と
）
し
つ
つ
あ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。 

さ
ら
に
、

孝
行
や
思
い
や
り
と
い
っ
た
、
人
生
に
必
要
な
重
石

（
お
も
し
）
が
失
わ
れ
、
軽
々
し
く
扱
わ
れ
て
い
る
よ

う
な
気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。 

「
昔
の
て
ぶ
り
」
を

け
っ
し
て
忘
れ
ず
、「
神
の
ま
つ
り
」
を
大
切
に
丁
寧

に
、
襟
を
正
し
て
御
奉
仕
を
申
し
上
げ
、「
日
本
人
の

心
情
」
の
軌
道
修
正
に
つ
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
い
ま
す
。 

そ
の
こ
と
に
、
あ
ら
た
め
て
、
気
づ
か

さ
れ
た
各
社
の
例
祭
の
祭
典
奉
仕
で
あ
り
、
ま
さ
に
、
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「
神
の
教
へ
」
に
、
思
い
を
致
す
こ
と
が
で
き
た
の
で

あ
り
ま
す
。 

◇
さ
て
、
西
洋
は
、
「
覇
道
（
は
ど
う
）」、
そ
し
て
、

東
洋
は
、「
王
道
（
お
う
ど
う
）」
で
あ
る
と
い
わ
れ
ま

す
。 

覇
道
と
は
、
自
分
の
利
益
の
た
め
に
、
強
い
権
力
を
発

動
す
る
政
治
で
す
。 

そ
れ
に
対
し
て
、「
王
道
」
は
、

人
と
し
て
尊
ば
ね
ば
な
ら
な
い
仁
義
道
徳
に
よ
っ
て
、

物
事
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
政
治
の
こ
と
で
す
。 

宮

司
プ
レ
ス
百
二
十
五
号
で
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
は
、
世

界
の
三
つ
の
極
端
の
流
れ
の
、
何
（
い
づ
）
れ
で
も
な

い
、
中
立
中
庸
（
ち
ゅ
う
り
つ
ち
ゅ
う
よ
う
）
の
道
を

歩
む
べ
き
だ
と
記
述
（
き
じ
ゅ
つ
）
し
ま
し
た
。 
近

隣
諸
国
は
、
東
洋
で
あ
る
の
に
、
「
覇
道
」
と
な
り
つ

つ
あ
り
ま
す
。 

私
共
は
、
本
来
の
日
本
人
の
美
質
で

あ
る
、「
感
謝
の
心
」
「
思
い
や
り
、
慈
し
み
」「
正
義

道
徳
」
を
取
り
戻
し
な
が
ら
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
誠
実

な
働
き
か
け
が
、
十
分
に
生
か
さ
れ
る
社
会
を
構
築

（
こ
う
ち
く
）
し
な
け
れ
ば
ば
ら
な
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。 

そ
の
た
め
に
も
、
こ
れ
か
ら
も
、
一
つ

一
つ
の
お
祭
り
を
厳
粛
に
御
奉
仕
申
し
上
げ
な
が
ら
、

「
神
明
奉
仕
」
「
清
掃
奉
仕
」「
社
会
奉
仕
」
、
神
職
の

使
命
を
全
う
せ
ね
ば
と
思
い
を
新
た
に
し
て
い
ま
す
。 

◇
よ
う
や
く
、
今
月
号
の
宮
司
プ
レ
ス
を
お
届
け
す
る

運
び
と
な
り
ま
し
た
。 

発
行
の
遅
れ
の
弁
解
等
で
、

紙
面
を
う
め
る
と
い
う
姑
息
（
こ
そ
く
）
な
手
法
（
し

ゅ
ほ
う
）
は
、
封
印
し
、
日
本
人
の
美
質
で
あ
る
、
正

義
道
徳
で
も
っ
て
、
正
々
堂
々
、
遅
れ
を
お
詫
び
し
つ

つ
、
有
言
実
行
で
、
遅
れ
の
挽
回
（
ば
ん
か
い
）
、
軌

道
の
修
正
を
は
か
り
た
い
と
決
意
を
新
た
に
し
て
い

ま
す
。 

二
ヶ
月
併
記
の
カ
レ
ン
ダ
ー
、
明
後
日
は
、

十
一
月
、
最
後
の
一
枚
と
な
り
ま
す
。 

当
宮
は
、
立

冬
（
十
一
月
七
日
）
で
の
「
衣
替
え
」
で
す
の
で
、
装

束
（
し
ょ
う
ぞ
く
）
は
、
い
ま
だ
、
夏
物
で
す
。 

し

た
が
っ
て
、
若
干
、
肌
寒
さ
を
感
じ
て
い
ま
す
。 

季

節
の
移
ろ
い
は
、
速
度
を
加
速
し
た
よ
う
で
す
。 

皆
さ
ま
の
、
ご
自
愛
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

◇
八
月
の
祭
典
行
事
報
告 

▼
月
次
祭 

 

＊
八
月
一
日
、
十
五
日 

 

▼
貴
布
禰
稲
荷
神
社
本
殿
遷
座
祭 
 

＊
八
月
五
日 

 

▼
玄
洋
中
昭
和
四
十
八
年
卒
業
同
窓
会
参
拝 

 
＊
八
月
十
二
日 

▼
神
道
家
中
元
祭 

＊
八
月
十
三
日
～
十
五
日

▼
朝
粥
会 

＊
八
月
二
十
一
日 

◇
八
月
の
宮
司
の
行
事
会
議
等
活
動
報
告 

 

▼
八
幡
宮
関
係
団
体 

 
 

◇
維
蘇
志
会
八
月
例
会 

＊
八
月
五
日 

 
 

◇
彦
島
八
幡
宮
リ
ー
グ
（
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
）
役
員
会 

 
 
 

＊
八
月
二
十
一
日 

 
 

◇
秋
季
例
大
祭
企
画
室
会
議 
＊
八
月
二
十
五
日 

 
 

◇
神
道
会
世
話
人
会 

＊
八
月
二
十
七
日 

 

▼
山
口
県
神
社
庁
、
同
下
関
支
部
関
係 

 
 

◇
山
口
県
神
社
庁
下
関
支
部
幹
事
会 

＊
八
月
二
日 

 
 

◇
神
職
養
成
講
習
会 

■

神
社
神
道
概
説Ⅰ

講
義 

＊
八
月
八
日
、
十
六
日
、
十
八
日 

二
十
日
、
二
十
一
日 

■

神
社
神
道
概
説Ⅱ

講
義 

＊
八
月
三
日
、
四
日
、
七
日 

■

成
績
判
定
会
議
、
謝
恩
会
＊
八
月
二
十
三
日 

 
 
 
■

閉
講
式 

＊
八
月
二
十
四
日 

◇
山
口
県
氏
子
青
年
会
研
修
会
＊
八
月
十
九
日

◇
山
口
県
神
社
庁
教
学
研
究
委
員
会 

 

＊
八
月
三
十
日 

 

▼
下
関
西
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ 

 
 

◇
例
会 

＊
八
月
九
日 

 

▼
美
祢
社
会
復
帰
促
進
セ
ン
タ
ー
教
誨
活

動 
 
 

＊
八
月
九
日
（
集
合
教
誨
、
女
子
） 

 

▼
講
演
活
動 

 
 

◇
下
関
市
商
工
会
議
所
女
性
部
会
講
演 

 
 
 

＊
八
月
十
七
日 

 

▼
そ
の
他 

 

◇
人
権
擁
護
委
員
研
修 

＊
八
月
二
十
八
日 

◇
下
関
木
鶏
ク
ラ
ブ 

＊
八
月
一
日 

◇
四
九
（
苦
）
八
九
（
苦
）
の
会 

＊
八
月
九
日 

◇
迫
町
自
治
会
役
員
会 

＊
八
月
十
八
日 

◇
迫
町
防
災
訓
練 

＊
八
月
二
十
七
日 


