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し
い
も
の
を
拝
見
し
た
と
思
わ
れ
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
早
朝
は
五
時
台
か
ら

日
々
の
日
課
に
さ
れ
て
い
る
方
々
が

参
拝
に
来
ら
れ
ま
す
が
、
七
時
台
に

な
る
と
入
れ
替
わ
り
に
お
い
で
に
な
り

ま
す
。
そ
の
よ
う
な
時
間
帯
に
通
勤

通
学
の
途
次
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
、

男
女
を
問
わ
ず
、
社
域
に
入
る
こ
と
な

く
鳥
居
下
階
段
前
の
正
中
に
起
立
し
、

深
々
と
頭
を
下
げ
寸
刻
お
参
り
さ
れ
る

御
方
が
幾
人
も
居
ら
れ
る
の
で
す
。

只
、
御
神
前
を
拝
す
る
姿
と
云
え
ば

そ
れ
ま
で
で
す
が
、
殊
に
若
い
方
々
の

丁
重
な
拝
礼
は
気
持
ち
の
良
い
も
の

で
す
。
ま
た
戦
禍
の
中
に
あ
る
国
々
も

多
く
在
る
中
で
、
平
和
な
邦
国
で
過
ご

せ
る
感
謝
を
神
様
に
呈
す
る
姿
は
尊
い

も
の
で
す
。
御
神
縁
で
あ
り
ま
し
ょ
う

が
老
若
男
女
、
幼
子
も
含
め
て
神
拝

す
る
場
に
居
合
わ
せ
た
あ
り
が
た
さ
を

小
職
自
身
も
痛
感
し
ま
す
。

　

今
年
古
希
の
齢
を
重
ね
る
身
で
す

が
、
周
り
の
方
々
か
ら
は
「
ま
だ
ま
だ

若
い
。
こ
れ
か
ら
だ
」
な
ど
と
励
ま
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。し
か
し
、
少
し
ず
つ

体
力
が
減
じ
て
い
る
の
は
否
め
ま
せ
ん
。

あ
と
幾
年
ご
奉
仕
さ
せ
て
い
た
だ
け
る

も
の
か
と
、
つ
い
考
え
て
し
ま
い
ま
す
。

世
情
、
政

ま
つ
り
ご
と 
も
含
め
て
芳
し
い
話
題
は

少
な
い
よ
う
で
す
が
、
御
神
助
を
い
た

だ
い
て
、
少
し
で
も
宜
し
い
か
た
ち
で

お
社
を
次
代
に
繋
い
で
行
き
た
い
も

の
と
念
ず
る
ば
か
り
で
す
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
設
し
ま
し
た

【
公
式 

徳
井
神
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
】
を

検
索
し
て
く
だ
さ
い
。

イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
も

フ
ォ
ロ
ー
し
て
く
だ

さ
い
。

　

終
日
境
内
地
内
で
過
ご
す
よ
う
に

な
っ
て
三
年
が
過
ぎ
ま
し
た
。
外
の

務
め
と
掛
け
持
ち
の
時
期
は
日
中
の

神
社
の
様
子
を
充
分
に
把
握
で
き
な

か
っ
た
の
で
す
が
、
最
近
は
様
々
な

発
見
が
あ
る
こ
と
に
驚
い
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
し
っ
か
り
と
観
察
し
て
来
な

か
っ
た
の
か
と
言
わ
れ
れ
ば
返
す
言
葉

も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
今
ま
で
気
付
か
な

か
っ
た
こ
と
や
、
改
め
て
認
識
す
る

こ
と
に
は
喜
び
も
生
じ
ま
す
。
そ
れ
が

植
生
で
あ
っ
た
り
、
判
読
が
困
難
な

古
い
石
造
物
の
文
字
で
あ
っ
た
り
、

ま
た
来
社
さ
れ
た
お
方
と
の
ご
縁
で

あ
っ
た
り
と
多
彩
で
す
が
、
社
域
の
面

白
さ
を
今
更
な
が
ら
に
感
じ
て
い
ま
す
。

　

気
に
な
る
ひ
と
つ
が
参
拝
者
の
祈
り

の
御
姿
で
す
。
何
も
人
様
の
拝
礼
の

様
を
眺
め
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
む
し
ろ
境
内
地
で
の
作
業
の

最
中
で
は
で
き
る
だ
け
拝
す
る
姿
を

目
に
入
れ
ぬ
よ
う
に
し
て
い
る
つ
も
り

で
す
。
し
か
し
、
目
に
入
る
も
の
は
仕
方

あ
り
ま
せ
ん
。
勢
い
よ
く
鈴
緒
を
振
ら

れ
る
方
、声
を
出
し
て
祈
願
さ
れ
る
方
、

ま
た
長
い
時
間
頭
を
垂
れ
て
お
ら
れ
る

方
に
は
、身
体
に
異
変
は
無
か
ろ
う
か

な
ど
と
つ
い
心
配
も
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　

様
々
な
祈
り
の
様
相
で
す
が
、
清
々

徳
井
神
社
社
報 令

和
六
年
六
月

箒ほ
う
き

の
宮

祈
る
姿

宮
司　

城
戸　

直
和

令
和
六
年

六
月
（
水
無
月
）

 

三
十
日
（
日
） 

夏
越
の
大
祓

 
 

　
（
茅
の
輪
神
事
）

 
 

午
前
十
一
時

当
日
お
出
で
に
な
れ
な
い
御
方
や

ご
家
族
分
の
人
形
代
は
社
頭
に
置

い
て
お
り
ま
す
。
不
明
な
点
は
社

務
所
へ
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

十
月
（
神
無
月
）

 

十
二
日
（
土
） 

宵
宮
祭

 

十
三
日
（
日
） 

例
祭

　
　

本
神
輿
、
子
供
神
輿
共
に
巡
幸
予
定

　
　
※
詳
細
は
掲
示
板
な
ど
で
報
知
し
ま
す

十
一
月
（
霜
月
）

 

二
十
三
日
（
土
） 

新
嘗
祭

当
月
中
毎
日
、七
五
三
成
長
祈
願
祭

十
二
月
（
師
走
）

 

三
十
一
日
（
火
） 

師
走
の
大
祓

 
 

午
後
四
時

 
 

除
夜
祭

各
月
第
一
日
曜
日

　

月
次
祭
並
び
に

　
御
日
供
講
員
安
全
祈
願
祭
を
斎
行

　

祭 

事 

暦

令和６年６月発行

安
産
の
シ
ン
ボ
ル
「
い
ぬ
」
の
母
子
像

に
は
神
功
皇
后
が
懐
妊
中
、
小
石
を

腰
に
挟
ん
で
征
西
を
果
た
し
た
と
い
う

故
事
に
因
み
、
願
い
ご
と
を
記
し
た

石
が
供
え
ら
れ
ま
す
。

子
安
い
ぬ
像
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十
九
日
（
金
） 

灘
オ
ヤ
ジ
ラ
ボ
研
修
会

　
社
務
所
に
て「
徳
井
地
区
の
百
年
」
を

テ
ー
マ
に
講
話
を
実
施
し
ま
し
た
。

二
月

 

三
日
（
土
） 

節
分
祭

　

祭
典
終
了
後
、
ご
参
拝
の
皆
様
に

福
豆
を
授
与
い
た
し
ま
し
た
。

 

十
一
日
（
日
） 

紀
元
祭

 

十
二
日
（
月
） 

初
午
祭

　

寒
の
最
中
で
す
が
稲
荷
社
前
で
祭
儀

を
斎
行
、
ご
参
列
の
皆
様
に
は
福
餅
を

お
持
ち
帰
り
い
た
だ
き
ま
し
た
。
祭
典

終
了
後
、
ご
参
拝
の
皆
様
に
福
餅
を

授
与
い
た
し
ま
し
た
。

 

十
八
日
（
日
） 

祈
年
祭

 

二
十
三
日
（
金
） 

天
長
祭

四
月

 

十
四
（
日
） 

神
功
皇
后
祭

 
 

（
八
幡
社
例
祭
）

　

毎
年
、
ご
命
日
の
十
七
日
に
近
い

日
曜
日
を
祭
日
と
定
め
斎
行
致
し
ま
す
。

御
神
前
に
は
故
事
に
因
み
、
鮎
を
お
供

え
い
た
し
ま
す
。

か
の
も
の
は
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

昭
和
五
十
三
年
に
徳
井
財
産
区
管
理

会
に
て
刊
行
さ
れ
た『
徳
井
の
今
と
昔
』

と
い
う
冊
子
に
は
気
に
な
る
写
真
が

何
枚
か
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。今
回
は

其
の
中
の「
出
征
軍
人
の
壮
行
会
」と
い
う

タ
イ
ト
ル
の
付
い
た
一
枚
を
紹
介
し
ま
す
。

キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
は「
徳
井
神
社
で
。聖
戦

の
名
の
も
と
に
次
々
と
青
壮
年
が
戦
場
に

か
り
立
て
ら
れ
て
い
っ
た
」と
あ
り
ま
す
。

拝
殿
前
に
立
つ
二
人
の
男
性
が
見
送
り
の

人
々
に
壮
行
さ
れ
る
様
子
が
写
さ
れ
て

い
る
も
の
で
す
。

　

地
域
の
皆
さ
ん
が
日
々
お
参
り
さ
れ

て
い
る
境
内
で
八
十
年
ば
か
り
前
に
は

出
征
す
る
方
々
を
激
励
し
な
が
ら
送
ら

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
証
の
一
枚
で
す
。家
族

や
知
人
、ま
た
送
ら
れ
る
側
の
思
い
は
如

何
ば
か
り
で
あ
り
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
。

他
国
と
は
云
え
戦
禍
の
報
が
途
絶
え
る

こ
と
の
な
い
現
況
を
鑑
み
る
と
、人
間
の

業
の
深
さ
と
浅
は
か
さ
を
痛
感
し
ま
す
。

　
こ
の
写
真
に
関
し
て
は
、日
付
も
見
送

ら
れ
る
お
二
人
の
氏
名
も
記
さ
れ
て
は

い
ま
せ
ん
。お
二
人
が
無
事
に
戻
ら
れ
た

か
ど
う
か
も
不
分
明
で
す
。ま
た
同
様
に

壮
行
さ
れ
出
征
さ
れ
た
徳
井
地
区
の

方
々
も
沢
山
居
ら
れ
た
こ
と
と
思
い
ま

す
。悲
し
い
出
来
事
で
す
が
後
世
に
残
し

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。ご
存
じ
の
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら

徳
井
史
料
館（
徳
井
神
社
内
）ま
で
お
知

ら
せ
く
だ
さ
い
。

《
気
に
な
る
一
枚
の
写
真
》

　

徳
井
神
社
に
奉
職
し
た
三
十
年
前
、

土
地
の
古
老
に
地
域
の
来
し
方
を
よ
く

聞
か
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
往
々
に
し
て

仰
る
こ
と
は
、
昭
和
か
ら
平
成
に
か
け
て

の
三
大
災
害
の
こ
と
で
し
た
。
古
い
順
に

申
せ
ば
、昭
和
十
三
年
の
阪
神
大
水
害
、

石
屋
川
の
堤
防
決
壊
に
よ
り
地
区
東
部

の
被
害
は
甚
大
で
あ
っ
た
と
の
こ
と
。

二
十
年
五
、六
月
の
空
襲
で
は
家
屋

二
十
余
戸
を
残
す
の
み
で
全
焼
し
、
約

三
千
五
百
名
の
罹
災
者
は
成
徳
小
学
校

に
避
難
し
た
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て

平
成
七
年
の
阪
神
淡
路
大
震
災
で
す
。

こ
れ
ら
の
災
害
の
故
に
徳
井
地
区
に
は

殆
ど
史
資
料
ら
し
き
も
の
は
残
っ
て
い
な

い
と
の
こ
と
で
し
た
が
、
そ
れ
で
も
幾
何

令
和
六
年
上
半
期

（
五
年
十
二
月
二
十
八
日
（
木
））

　
㈱
髙
橋
組（
髙
橋
勝
則
社
長
）に
よ
る

境
内
各
所
清
掃
奉
仕

一
月

 

元
旦
（
月
） 

歳
旦
祭

 

三
日
（
水
） 

元
始
祭

元
旦
か
ら
三
日
ま
で
特
設
テ
ン
ト
設
置

	

十
五
日
（
月
） 

御
火
焚
祭

　
総
代
、
敬
神
婦
人
会
員
に
よ
っ
て
神
札
・

注
連
縄
等
の
お
焚
上
げ
を
行
い
ま
し
た
。

「
箒
の
宮 

徳
井
神
社
」
い
ま
、
む
か
し

「
社
務
日
誌
」
よ
り
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【
狛
犬
】

　

昨
年
末
、
若
い
人
た
ち
に
よ
る
阪
神

淡
路
大
震
災
を
語
り
伝
え
る
活
動（
あ
す

パ
・
ユ
ー
ス
震
災
語
り
部
隊
）で
当
社

も
諸
所
巡
検
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

そ
の
折
の
学
生
さ
ん
達
の
反
応
は
素
直

で
、
新
旧
組
み
合
わ
せ
た
石
造
物
に
も

感
心
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
の
一
つ

が
柱
を
残
し
笠
や
貫
を
新
調
し
て
組
み

合
わ
せ
て
も
ら
っ
た
鳥
居
で
す
が
、

さ
ら
に
一
つ
、
ご
紹
介
す
る
の
が
一
対

の
狛
犬
で
す
。
狗
の
台
石
に
平
成
八
年

九
月
一
日
と
記
し
て
あ
る
の
で
、「
震
災

後
に
作
ら
れ
た
も
の
で
す
ね
」
と
仰
る
。

確
か
に
倒
壊
し
て
狗
の
修
復
は
叶
わ
な

か
っ
た
の
で
す
が
、
台
座
は
設
置
当
時

【
神
功
皇
后
祭
】

堂
内　

克
孝 

廣
田
喜
久
子

大
河
原
光
子 

松
田　

守
人

髙
島　

義
昭 

古
賀　
　

宏

ど
う
う
ち
鍼
灸
院 

北
畑　

雅
敏

【
神
輿
巡
幸
用
ま
つ
り
歌
扇
子  

百
本
奉
納
】

　

大
河
原　

光
子　

殿

　

コ
ロ
ナ
禍
の
蔓
延
以
来
、
職
員
の
み

で
の
祭
儀
が
続
き
ま
し
た
が
、
昨
年

よ
り
よ
う
や
く
ご
参
列
も
増
え
て
参
り

ま
し
た
。

　

年
明
け
よ
り
度
重
な
る
ご
参
列
、

ご
奉
奠
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。

【
御
火
焚
祭
】

堂
内　

克
孝 

松
田　

守
人

ど
う
う
ち
鍼
灸
院 

井
坂　

信
彦

【
節
分
祭
】

堂
内　

克
孝 

髙
島　

義
昭

大
河
原
光
子 

北
浜
み
ど
り

立
花　

梅
子 

ど
う
う
ち
鍼
灸
院

老
田　

達
雄 

中
来
田
英
治

古
賀　
　

宏 

田
中
由
美
子

松
田　

守
人 

山
下　

哲
男

【
初
午
祭
】

堂
内　

克
孝 

老
田　

達
雄

大
河
原
光
子 

諌
山　

大
介

北
浜
み
ど
り 

木
下　

進
弘

髙
島　

義
昭 

松
田　

守
人

中
来
田
英
治 

田
中
由
美
子

森
本　

正
広

【
紀
元
祭
】

堂
内　

克
孝 
北
畑　

雅
敏

大
河
原
光
子 
松
田　

守
人

【
祈
年
祭
】

堂
内　

克
孝 

三
尾　

修
一

大
河
原
光
子 

古
賀　
　

宏

石
井
健
一
郎 

松
田　

守
人

髙
島　

義
昭 

中
西　

雅
孝

東
田　

全
弘

【
天
長
祭
】

堂
内　

克
孝 

髙
島　

義
昭

大
河
原
光
子 

木
下　

進
弘

北
畑　

雅
俊

（
順
不
同
、
敬
称
略
）

【
歳
旦
祭
】

堂
内　

克
孝 

大
和
屋
酒
店

廣
田
喜
久
子 

す
し
魚
光

大
河
原
光
子 

犬
伏　

教
夫

セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン  
小
薗　

章
二

土
井　

道
夫 
宮
原　

正
男

老
田　

達
雄 

㈱
志
満
工
務
店

細
井　

正
子 

㈱
ナ
サ
ホ
ー
ム

造
園
六
峰
園  

志
井
香
代
子

㈲
本
村
運
送  

山
内　

鉄
也

石
部　

達
基 

み
ず
ら
ぼ
六
甲
店  

ど
う
う
ち
鍼
灸
院 

成
徳
少
年
野
球
部

金
澤　

智
章 

北
畑　

雅
敏

山
下　

哲
男 

坂
田　

保
美

髙
島　

義
昭 

松
田　

守
人

下
浦　

俊
夫 

廣
川　

健
二

船
越　
　

直 

東
田
木
材
㈱

木
下　

進
弘

沢
の
鶴
㈱

福
徳
長
酒
類
㈱

菊
正
宗
酒
造
㈱

扇
港
社
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
㈲

ま
え
だ
フ
ァ
ミ
リ
ー
歯
科

【
元
始
祭
】

堂
内　

克
孝 

米
田
タ
ミ
子

大
河
原
光
子 

啓
乕
浩
二
郎

北
浜
み
ど
り 

中
西　

陽
子

盛
山　

正
仁 

髙
尾　

幸
裕

山
村　

裕
史 

浅
倉　

貞
美

礼
祭
献
饌
御
芳
名

の
も
の
を
そ
の
ま
ま
据
え
て
い
ま
す
。

「
台
座
裏
の
年
紀
を
見
て
く
だ
さ
い
。

嘉
永
四
年
と
あ
り
ま
す
。
嘉
永
四
年

（
一
八
五
一
）
と
云
え
ば
、
ペ
リ
ー
が

黒
船
に
乗
っ
て
や
っ
て
く
る
二
年
前

で
す
」
と
申
せ
ば
学
生
さ
ん
方
に
は

反
応
が
良
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

頭
の
中
で
百
七
十
余
年
前
の
徳
井
神
社

の
様
相
を
想
像
し
て
も
ら
え
た
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
鳥
居
に
し
て
も
狛
犬
に

し
て
も
、
徳
井
の
住
民
が
連
綿
と
触
れ

伝
え
て
き
た
も
の
。
こ
れ
よ
り
先
も

大
切
に
維
持
し
伝
え
て
も
ら
い
た
い
と

願
う
ば
か
り
で
す
。

『
徳
井
神
社
あ
れ
こ
れ
』
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徳
井
の
地
で
は
藩
政
期
よ
り
昭
和

の
三
十
年
代
ま
で
、地
域
在
住
の
人
々

に
よ
っ
て
相
互
協
力
の
許
、「
オ
ト
ウ

（
御
頭
）」
と
呼
ば
れ
る
神
社
護
持
組

織
が
あ
り
ま
し
た
が
、い
つ
の
頃
か
ら

か
途
絶
え
失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
「
氏
神
様
は
氏
子
で
守
る
」と
い
う

気
風
を
何
と
か
戻
せ
ぬ
も
の
か
と
考

え
、平
成
十
七
年
よ
り
「
御
日
供
講
」

と
い
う
奉
賛
の
会
を
立
ち
上
げ
ま
し

た
。
講
員
の
誕
生
月
の
月
次
祭
に
は

ご
案
内
を
差
し
上
げ
ま
す
の
で
、
ご

参
列
い
た
だ
き
家
内
安
全
の
御
祈
願

を
も
併
せ
て
お
受
け
く
だ
さ
い
。

　
「
御
日
供
」は
日
々
神
様
に
差
し
上

げ
る
御
食
事
の
こ
と
で
す
。是
非
ご
家

族
皆
様
で
ご
協
賛
く
だ
さ
い
。

　

ご
案
内
、申
込
用
紙
は
社
頭
に
置
い
て

お
り
ま
す
が
、
ご
連
絡
い
た
だ
け
れ
ば

お
送
り
い
た
し
ま
す
。

《
御
日
供
講
協
賛
金
》
年
間

（
個
人
）
三
千
円

（
法
人
・
特
別
講
員
）
一
口
一
万
円

☆
安
産
祈
願

　

子
宝
に
恵
ま
れ
た
こ
と
を
神
様
に

感
謝
し
、無
事
出
産
で
き
る
よ
う
に

祈
願
い
た
し
ま
す
。往
昔
、妊
娠
五

か
月
目
の
戌（
い
ぬ
）の
日
に
着
帯
の

御
祝
を
し
ま
す
。

☆
初
宮
詣
・
健
康
成
長
祈
願

　

お
子
様
が
無
事
に
誕
生
し
た
こ
と

を
神
前
に
奉
告
し
、
神
様
の
御
加
護
の

も
と
、
健
や
か
に
成
長
さ
れ
る
よ
う
に

祈
願
し
ま
す
。

☆
交
通
安
全
祈
願

　
お
車
の
購
入
時
に
限
ら
ず
、誕
生
日
や

免
許
取
得
日
な
ど
ご
自
身
で「
車
祓
い

日
」
を
定
め
て
く
だ
さ
い
。
交
通
安
全
は

も
と
よ
り
、
健
康
で
無
事
故
・
無
違
反
の

快
適
な
運
転
を
祈
念
し
ま
す
。

☆
厄
除

　

厄
年
は
災
難
が
起
こ
り
易
く
、
慎
む

べ
き
年
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た

社
会
に
お
い
て
大
切
な
役
目
・
役
割
を

担
う「
役
」の
年
回
り
で
も
あ
り
ま
す
。

神
様
の
御
加
護
に
よ
り
ご
本
人
と
ご
家
族

の
ご
多
幸
と
ご
活
躍
を
祈
念
申
し
上
げ

ま
す
。

☆
七
五
三
健
康
成
長
祈
願

　

三
歳
の
男
女
児
、
五
歳
の
男
児
、七
歳

の
女
児
が
氏
神
様
に
お
参
り
し
、
こ
れ

ま
で
の
無
事
を
神
様
に
感
謝
し
、
こ
れ

よ
り
の
健
や
か
な
成
長
を
祈
り
ま
す
。

　

授
与
所
に
は
様
々
な
お
問
い
合
わ

せ
が
あ
り
ま
す
が
、先
日
若
い
男
性
が

御
守
を
需
め
に
来
ら
れ
ま
し
た
。

「
フ
ー
テ
ン
の
寅
さ
ん
が
下
げ
て
い
る

よ
う
な
御
守
が
欲
し
い
」
と
の
こ
と
。

首
に
下
げ
る
様
式
の
も
の
と
確
認
し

ま
し
た
。
ご
紹
介
し
た
二
種
で
す
。

①
「
木
札
御
守
」

　

当
社
で
は
神
輿
渡
御
の
際
、供
奉
の

方
々
に
は
必
ず
身
に
付
け
て
も
ら
い

ま
す
。　
　
　
　
（
初
穂
料　

五
百
円
）

②
「
御
守（
紐
付
き
）」

　

大
小
あ
る
御
守
の
小
振
り
の
も
の
。

当
社
で
は
七
五
三
詣
で
の
お
子
さ
ん

方
に
は
こ
の
首
下
げ
式
の
御
守
を
授
与

し
ま
す
。　
　
　
（
初
穂
料　

七
百
円
）

「
御お

に

っ日
供く

こ

う講
」
協
賛
の
お
願
い

【
各
種
問
い
合
わ
せ
は
社
務
所
ま
で
】

徳
井
神
社
社
務
所

神
戸
市
灘
区
大
和
町
四
丁
目
五
番
五
号

℡ 

〇
七
八
・
八
一
一
・
三
九
七
五

「
授
与
品
」
紹
介

ご
祈
祷
の
ご
案
内

《
宮
守
独
言
》

　

日
々
時
間
が
ゆ
っ
く
り
流
れ
て
ゆ
き

ま
す
。専
任
の
神
職
に
な
っ
て
何
に
よ
ら

ず
所
作
が
丁
寧
に
な
っ
た
気
が
し
ま
す
。

加
齢
の
故
、動
作
が
緩
慢
に
な
っ
て
い
る

こ
と
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
時
間
の

余
裕
で
二
足
、
三
足
の
草
鞋
を
履
い
て

い
た
青
壮
年
期
に
は
見
え
な
か
っ
た
も

の
を
見
出
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
江
戸

末
期
の
儒
学
者
、佐
藤
一
斎
の
箴
言
「
老

い
て
学
べ
ば
死
し
て
朽
ち
ず
」
と
思
い
、

過
ご
し
て
い
ま
す
。

　

十
一
月
中
は
毎
日
ご
奉
仕
さ
せ
て

頂
き
ま
す
。
十
一
月
以
外
の
月
日
が

ご
希
望
の
御
方
は
社
務
所
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

当
社
は
従
前
、一
家
族
様
ご
と
の
御

祈
願
を
い
た
し
て
お
り
ま
す
が
、土
日

祝
日
の
ご
希
望
時
間
帯
が
重
な
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。で
き
る
だ
け
日
時

を
ご
予
約
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

三
歳 

髪
置（
か
み
お
き
）の
お
祝
い　

 

令
和
四
年
生
ま
れ
の
男
女
児

五
歳 

袴
着（
は
か
ま
ぎ
）の
お
祝
い　

 

令
和
二
年
生
ま
れ
の
男
児

七
歳 

帯
解（
お
び
と
き
）の
お
祝
い

 

平
成
三
十
年
生
ま
れ
の
女
児

十
三
詣 

平
成
二
十
四
年
生
ま
れ
の
男
女

 

（
年
齢
は
数
え
年
で
す
）

七
五
三
詣
の
お
参
り
に
つ
い
て


