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従
二
位 

平
朝
臣
時
萬 

謹
書

　
　
扁
額
「
倉
ヶ
野
神
社
」　

　
　
　
　
　

　

本
神
社
は
古
く
は
飯い

い
だ
ま
だ
い
み
ょ
う
じ
ん

玉
大
明
神
と
称
し
た

が
、
明
治
時
代
に
な
り
御
祭
神
名
に
因
ん
で

大お
お
く
に
た
ま

國
魂
神
社
と
改
称
、
さ
ら
に
明
治
四
十
二

年
か
ら
四
十
三
年
に
か
け
て
倉
賀
野
地
域
の

神
社
三
社
と
合
併
し
倉
賀
野
神
社
と
な
っ

た
。
写
真
は
そ
の
社
号
改
定
の

と
き
に
掲
額
し
た
も
の
と
伝
わ

る
（
縦
三
十
三
㎝
・
横
一
二
四

㎝
）。
揮き
ご
う毫
は
従じ

ゅ
に
い

二
位
平た

い
ら
の
あ
そ
ん

朝
臣

時と
き
つ
む萬

（
交か

た
の
と
き
つ
む

野
時
萬
）。
天
保
三

（
一
八
三
二
）
年
、
京
に
生
ま
れ

た
公
卿
で
、
維
新
後
は
子
爵
。

宮
内
省
に
お
か
れ
た
御お
う
た
ど
こ
ろ

歌
所
で

参さ
ん
こ
う候

と
い
う
職
に
あ
り
、
歌

う
た
か
い
は
じ
め

会
始

な
ど
宮
中
の
和
歌
の
こ
と
に
携

わ
っ
た
と
い
う
。
大
正
三
年
没
。

　

と
こ
ろ
で
こ
の
「
倉
ヶ
野
」

と
い
う
文
字
が
気
に
な
る
の
だ

が
、
聞
け
ば
時
代
が
溯
る
ほ
ど
、

む
し
ろ
こ
の
地
名
表
記
が
本
来

な
の
だ
そ
う
だ
。
倉
賀
野
の「
賀
」

は
、助
詞
と
し
て
の
「
～	

の
（
之
）

＝
ケ
」
に
あ
て
た
字
と
い
う
。

　

倉
賀
野
（
＝
倉
ヶ
野
）
の
地

名
の
由
来
は
一
に
、
こ
の
地
が
北
か
ら
南
の

烏か
ら
す
が
わ川

方
向
に
向
っ
て
幾
筋
も
の
ク
ラ
（
＝

谷
）
が
流
れ
落
ち
る
地
形
で
あ
る
か
ら
と

い
う
。
二
に
、
上
古
、
朝
廷
の
直
轄
地

「
佐さ
の
の
み
や
け

野
屯
倉
」
が
近
く
に
置
か
れ
た
。
ま
た
、

荘
園
の
時
代
に
な
る
と
一
帯
は
「
宮
み
や
は
ら
の
し
ょ
う

原
荘
」

と
呼
ば
れ
、
穀
物
な
ど
の
倉く
ら

が
設
け
ら
れ
た

と
こ
ろ
と
い
う
。

　

一
方
で
「
群ぐ
ん
ま馬

」
の
語
源
に
関
連
付
け
た

別
の
見
方
も
あ
る
。
群
馬
は
、
古
く

は
「
群く
る
ま
の
こ
お
り

馬
郡
」
の
如
く
、「
く
る
ま
」

と
発
音
さ
れ
た
。
そ
の
「
群く
る
ま
の
の

馬
之
野
」

が
や
が
て
「
く
ら
が
の
」
に
転
じ
た

の
だ
と
い
う
。

　

余
談
に
な
る
が
、
故
髙
木
明
名
誉

宮
司
が
倉
賀
野
中
学
校
の
教
諭
を
務

め
て
い
た
昭
和
三
十
二
年
に
、
同
校

の
校
歌
を
作
詞
し
て
い
る
（
左
下
）。

作
曲
は
利
光
玉
枝
先
生
。
校
歌
の

一
番
に
「
そ
の
名
も
ゆ
か
し
宮
の

原　

学ま
な
び
や舎

た
て
り
わ
れ
ら
が
母
校
」

と
あ
る
「
宮
の
原
」
は
、
右
の
「
宮

原
荘
」
か
ら
来
て
い
る
。
ま
た
二
番

の
「
群く

ら

が

の

馬
之
野
広
く
学
び
て
と
ら
ん
」

と
あ
る
と
こ
ろ
も
同
じ
く
、
地
名
の

由
来
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
の

倉
賀
野
中
の
卒
業
生
に
、
伝
説
の
ロ

ッ
ク
バ
ン
ドBO

Ø
W
Y

（
ボ
ウ
イ
）

   
倉
賀
野
城
十
六
騎  

武
者
行
列

　

毎
年
十
一
月
三
日
（
文
化
の
日
「
明
治
節
」）

に
開
催
さ
れ
る
町
の
行
事
で
あ
る
。
本
神
社

で
出
陣
式
が
行
わ
れ
、
倉
賀
野
小
児
童
の
金

管
バ
ン
ド
が
先
導
し
武
者
行
列
が
出
発
し

た
。
一
行
は
七し
ち
ぶ
つ
や
く
し

仏
薬
師
で
知
ら
れ
る
古こ

さ
つ刹
安

楽
寺
の
前
を
通
り
、
中
山
道
を
東
進
、
日
光

例
幣
使
道
分
岐
点
の
閻え
ん
ま
ど
う

魔
堂
へ
と
向
っ
た
。

　

倉
賀
野
氏
は
武
州
児
玉
党
の
余
流
と
い
わ

れ
、
南
北
朝
時
代
に
倉
賀
野
光
行
が
烏
川
左

岸
の
崖
上
に
倉
賀
野
城
を
築
城
し
た
。
本
神

社
は
城
か
ら
北
西
の
位
置
に
鎮
座
す
る
こ
と

か
ら
「
戌い
ぬ
い亥
の
守
護
」
と
崇
敬
さ
れ
た
。
須

賀
佐
渡
守
、
勅
使

河
原
備
後
守
、
福

田
石
見
守
等
十
六

騎
の
面
々
が
勇
躍

し
倉
賀
野
城
主
を

支
え
た
と
い
う
。

　

御
本
殿
の
屋
根
の
葺ふ

き
替か

え
の
た
め
銅

板
の
御
寄
附
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

現
在
の
倉
賀
野
神
社
御
本
殿
は
、
元げ
ん
じ治

二
（
一
八
六
四
）
年
に
建
替
竣
工
に

な
っ
た
も
の
で
す
。
当
初
の
屋
根
は

杮こ
け
ら
ぶ葺
き
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
後
明
治

三
十
三
（
一
九
〇
〇
）
年
、
新
た
に
銅

板
に
葺
き
替
え
ら
れ
、
さ
ら
に
昭
和
十
三

（
一
九
三
八
）
年
に
再
び
銅
板
の
葺
き
替

え
が
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。

　

昭
和
十
二
年
～
十
三
年
当
時
の
記
録
を

見
る
と
、
神
社
総
代
や
氏
子
関
係
者
等
に

よ
り
入
念
に
計
画
が
練
ら
れ
、
当
時
の
最

高
の
材
料
と
技
術
で
工
事
が
進
め
ら
れ
た

こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。

　

そ
の
最
後
の

葺
き
替
え
か
ら

八
十
年
が
経
過

し
ま
し
た
。
こ

れ
ほ
ど
ま
で
の

長
い
年
月
を
風

　
　
倉
賀
野
小
児
童
の
豊
栄
舞

　

本
神
社
の
祭
典
に
氏
子
児
童
が

奉
納
す
る
「
豊
と
よ
さ
か
の
ま
い

栄
舞
」
が
、
前
橋
市

か
ら
特
別
に
招
待
さ
れ
、
昨
年
十
一

月
十
八
日
、
第
四
十
五
回
前
橋
市
郷

土
芸
能
大
会
に
出
演
し
た
。

　

豊
栄
舞
は
神
社
本
庁
が
昭
和

二
十
五
年
に
制
定
し
た
祭さ
い
し
ま
い

祀
舞
で

あ
り
、
全
国
の
神
社
で
奉ほ
う
そ
う奏
さ
れ
て

い
る
。
本
神
社
で
の
奉
奏
の
歴
史
は

長
く
、
地
元
の
子
供
た
ち
に
よ
っ
て

武者行列と
　　　倉賀野小金管バンド

御
本
殿
「
屋
根
銅
板
」
葺
き
替
え
　
御
奉
賛
の
お
願
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎
銅
板
一
枚
一
口
　
二
千
円
　
　
社
務
所
に
て
御
受
付
い
た
し
ま
す
。

年
々
引
き
継
が
れ
て
き
た
。
今
で
は

太
々
神
楽
と
同
じ
よ
う
に
地
域
の
祭

り
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
郷
土

芸
能
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
日
、
倉
賀
野
小
四
年
生
の
児

童
四
名
が
前
橋
市
民
文
化
会
館
で
、

「
植
野
稲
荷
神
社
太
々
神
楽
」
な
ど

前
橋
市
内
五
団
体
と
と
も
に
出
演
、

会
場
か
ら
称
賛
の
拍
手
を
浴
び
た
。

舞
を
指
導
す
る
髙
木
千
重
子
禰ね

ぎ宜
に

前
橋
市
教
育
委
員
会
か
ら
感
謝
状
が

贈
呈
さ
れ
た
。

　　　　毎月 一
おついたち

日  の月
つきなみさい

次祭
午前 6時３０分より。　国の隆昌と皇室の安泰、
あわせて地域の安全とご家庭の平安を祈願する月
ごとの祭りです。どうぞご昇殿ください。午前 7
時には散会となります。　			（但し 1月１日は除く）

雪
に
耐
え
て
き
た
こ
と
は
驚
異
に
値
し
ま

す
が
、
一
方
で
屋
根
だ
け
で
な
く
鰹
か
つ
お

木ぎ

等

も
劣
化
が
見
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
と
し
は
平
成
の
御み

よ代
三
十
年
目
に
し

て
、
明
治
百
五
十
年
を
言こ
と
ほ祝
ぐ
年
に
当
た

り
、
さ
ら
に
明
年
に
は
御
譲
位
に
よ
る
御

代
替
り
と
い
う
佳
節
を
お
迎
え
す
る
こ
と

と
な
り
ま
す
。
こ
こ
に
本
募
財
事
業
発
起

の
御
報
告
を
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、

氏
子
・
崇
敬
者
皆
様
の
御
奉
賛
を
伏
し
て

お
願
い
申
し
上
げ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

倉
賀
野
小
四
年
生  

豊
栄
舞

前
橋
市
の
郷
土
芸
能
大
会
に
出
演

の
氷
室
京
介
や
、
数
々
の
絵
画
と
詩
を
遺
し

十
七
歳
で
夭
折
し
た
山
田
か
ま
ち
等
が
い
る
。

　
　
　

＊　
　
　
　

＊　
　
　
　

＊

　

境
内
に
鶯
の
初
音
、
そ
し
て
満
開
の
桜
の

御
社
前
に
、
国
家
皇
室
の
安
泰
と
氏
子
崇
敬

者
の
平
安
を
篤
く
ご
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

	
	

　

			

宮
司		

髙
木	

直
明		
拝

　　倉賀野中学校		校歌

１、問わば語らん烏
からす

の水は	　倉賀野河
か し

岸

に声ひそめ		その名もゆかし宮の原　学舎

たてり　われらが母校

２、群
く ら が の

馬之野広く学びてとらん　平和の道

をひらくため　健康の美をこの庭に　友よ

咲かせん　われらが母校

３、榛
は る な ね

名嶺高き希望にもえて　若き健児よ　

いざ行かん　正義と愛と真心に　行く手輝

け　われらが母校	

作詞　髙木　明
作曲　利光玉枝



◎
三
月
　
勧
学
祭
・
ラ
ン
ド
セ
ル
お
祓
い
式

　

小
学
校
入
学
を
前
に
、
毎
年
三
月
中
旬
頃

の
日
曜
日
を
選
ん
で
勧か
ん
が
く
さ
い

学
祭
が
お
こ
な
わ
れ

ま
す
。
社
頭
に
日
時
が
掲
示
さ
れ
ま
す
の
で

ご
覧
く
だ
さ
い
。
子
供
た
ち
が
真
新
し
い
ラ

ン
ド
セ
ル
を
背
に
神
社
に
集
ま
り
ま
す
。

　
「
毎
日
の
登
下
校
が
安
全
で
あ
り
ま
す
よ

う
に
。
楽
し
い
学
校
生
活
で
あ
り
ま
す
よ
う

に
。
そ
し
て
し
っ
か
り
勉
強
に
取
り
組
め
ま

す
よ
う
に
ど
う
ぞ
お

守
り
く
だ
さ
い
。」
願

い
を
こ
め
て
玉
串
を

神
前
に
捧
げ
ま
す
。

児
童
の
安
全
を
地
域

の
皆
で
あ
た
た
か
く

見
守
っ
て
あ
げ
た
い

も
の
で
す
。

	
＊　
　
　

＊　
　
　

＊

（３）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 　　　　　　（２）
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◎
一
月
一
日
　
歳
旦
祭
・
初
詣　
　

　

新
年
の
最
初
の
行
事
で
す
。
殿
内
で
お
こ

な
わ
れ
る
歳さ

い
た
ん
さ
い

旦
祭
は
午
前
十
時
に
開
式
。
皇

室
の
弥い

や
さ
か栄
と
国
の
益
々
の
発
展
を
祈
る
と
と

も
に
、
氏
子
崇
敬
者
と
地
域
社
会
の
平
和
と

繁
栄
を
祈
り
ま
す
。
社
頭
は
初
詣
の
人
々
で

賑
わ
い
ま
す
。

	

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

◎
一
月
十
五
日
　
北
向
道
祖
神
大
祭
・
ど
ん

ど
焼
き　
　

　

小
正
月
の
恒
例
行
事
で
す
。
早
朝
八
時
に

境
内
の
北き
た
む
き
ど
う
そ
じ
ん

向
道
祖
神
さ
ま
の
前
に
祝の

り
と詞
を
奏そ

う

上じ
ょ
う、

玉た
ま
ぐ
し串

を
お
供
え
し
た
後
、
ど
ん
ど
焼
き

（
古こ

し
ん
さ
つ

神
札
の
お
焚た

き
上
げ
）
が
始
ま
り
ま
す
。

地
元
の
消
防
第
十
七
分
団
の
協
力
を
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。
参
拝
者
は
米
粉
の
団
子
を
木

の
枝
に
さ
し
た
繭ま

ゆ
だ
ま玉
や
ス
ル
メ
な
ど
を
忌い

み
び火

で
炙あ

ぶ

っ
て
無
病
息
災
を
祈
り
ま
す
。

↖

↖

◎
二
月
十
一
日
　
冠
稲
荷
初
午
大
祭　
　

　

境け
い
だ
い
し
ゃ

内
社
・
冠か

ん
む
り
い
な
り

稲
荷
さ
ま
の
例
大
祭
で
す
。

　

覆お
お
い
や屋
の
な
か
に
は
、
文
化
二
乙き

の
と
う
し丑
年
正

月
吉
日
（
一
八
〇
五
年
）
建
立
、
男
女
の
双

体
道
祖
神
が
仲
睦
ま
じ
く
祀
ら
れ
て
い
ま

す
。
と
く
に
「
北
向
き
」
と
呼
ぶ
の
は
、
神

仏
は
南
面
か
東
面
し
て
陽ひ

が
さ
す
方
角
を
向

く
の
が
ふ
つ
う
で
す
が
、
そ
れ
を
北
を
向
い

て
ま
で
庶
民
を
守
っ
て
い
て
下
さ
る
か
ら
と

い
い
ま
す
。

　

な
お
、
無
病
息
災
祈
願
の
北
向
道
祖
神

「
幟

の
ぼ
り

」
の
ご
奉
納
を
社
務
所
で
随
時
受
け
付

け
て
い
ま
す
。

	

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

北向道祖神さまの神事

繭
玉

「
初は

つ
う
ま午
」
と
は
二
月
の
最
初
の
午
の
日
の
こ

と
で
、
こ
の
日
が
全
国
の
お
稲
荷
様
の
祭
日

と
さ
れ
ま
す
が
、
当
地
で
は
毎
年
二
月
十
一

日
「
建
国
記
念
の
日
」
を
お
祭
り
の
日
と
定

め
て
い
ま
す
。
お
稲
荷
様
は
五
穀
豊
穣
、
商

神
楽
殿
で
福
投
げ

行
事

◎
四
月
十
九
日
　
春
季
例
大
祭

　

御
本
社
の
春
の
大
祭
で
す
。
殿
内
で
は

◎
六
月
下
旬
　
御
田
植
祭

　

神
様
に
お
供
え
す
る
お
米
の
田
ん
ぼ
を

神し
ん
せ
ん
で
ん

饌
田
と
よ
び
ま
す
。
以
前
は
農
家
の
篤
志

に
頼
み
、
神
社
近
隣
の
田
ん
ぼ
の
一
画
に

注し
め
な
わ

連
縄
を
張
り
、
神
饌
田
と
し
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
宅
地
化
が
進
み
い
よ
い
よ
そ
れ
も
叶か
な

わ
な
く
な
っ
た
た
め
、
境
内
に
神
饌
田
を
設

置
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
平
成
十
三
年

十
二
月
一
日
の
愛
子
内
親
王
様
の
御
誕
生
を

湯
立
神
事

奉
祝
し
て
翌
十
四
年
の
初
夏
に
新
設
し
た
も

の
で
す
。

　

稲
作
は
、
私
た
ち
の
祖
先
が
遥
か
昔
、

高た
か
ま
の
は
ら

天
原
の
神
々
か
ら
授
け
ら
れ
た
大
切
な
営

み
で
す
。
一
坪
ほ
ど
の
小
さ
な
田
で
す
が
、

御
田
植
祭
に

は
毎
年
、
神

社
総
代
会
と

倉
賀
野
中
学

校
生
徒
会
が

奉
仕
し
て
い

ま
す
。

	

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

◎
六
月
三
十
日
　
茅
輪
く
ぐ
り
・
夏
越
大
祓

式
　

大お
お
は
ら
え
し
き

祓
式
は
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
私

た
ち
の
身
に
付
い
た
つ
み
・
け
が
れ
（
＝
気

枯
れ
）
を
祓は
ら

い
除よ

け
て
、
本
来
の
清
ら
か
な

心
身
に
立
ち
返
る
と
い
う
儀
式
で
す
。
ま
た

我
が
身
や
家
族
の
こ
と
だ
け
で
な
く
、
広
く

地
域
や
国
家
の
再
生
を
祈
る
神
事
で
す
。

　

大
祓
式
は
一
年
に
二
度
お
こ
な
わ
れ
、

六
月
三
十
日
に
「
夏な
ご
し
お
お
は
ら
え

越
大
祓
」、
十
二
月

三
十
一
日
に
「
年と

し
こ
し
お
お
は
ら
え

越
大
祓
」
が
あ
り
ま
す
。

参
拝
者
は
「
大
お
お
は
ら
え
の
こ
と
ば

祓
詞
」
と
い
う
古
来
の
祝

詞
を
神
職
と
い
っ
し
ょ
に
声
に
出
し
て
神
前

に
読
み
上
げ
ま
す
。
夏
越
の
大
祓
で
は
参
道

に
設
け
た
茅ち
の
わ輪

を
く
ぐ
っ
て
お
参
り
す
る
習

わ
し
が
あ
り
ま
す
。

	

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

◎
八
月
七
日
　
よ
い
子
の
七
夕
祭
り

　

七
夕
は
、
天
の
川
を
は
さ
ん
だ
織
姫
星
と

彦
星
の
お
話
か
ら
、
女
子
の
裁
縫
の
上
達
を

願
う
こ
と
に
つ
な
が
り
、
や
が
て
子
供
た
ち

の
手
習
い
の
上
達
を
祈
る
習
俗
と
し
て
江
戸

時
代
に
広
ま
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　

月
遅
れ
の
八

月
七
日
の
夕
べ

に
親
子
が
鎮
守

の
杜
に
集
い
、

短
冊
や
折
り
紙

に
願
い
を
込
め

て
青
竹
を
飾
り

ま
す
。

	

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

◎
十
月
中
旬
　
神
饌
田
の
抜ぬ

い
ぼ
さ
い

穂
祭

　

大
昔
は
、
稲
の
穂
を
抜
い
て
収
穫
し
た
こ

と
か
ら
、「
抜
穂
」の
名
が
残
る
と
聞
き
ま
す
。

豊
か
な
実
り
に
感
謝
す
る
祝
詞
を
宮
司
が
奏

上
し
、
総
代
会
と
倉
賀
野
中
生
徒
が
稲
刈
り

を
奉
仕
。
収
穫
の
稲
穂
は
「
お
初は
つ
ほ穂
」
と
し

一
年
間
の
お
も
な
祭
事

て
神
さ
ま
に
お
供
え
し
ま
す
。
そ
し
て
間
も

な
く
秋
の
例
大
祭
の
日
を
迎
え
る
の
で
す
。

	

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

◎
十
月
十
九
日
　
秋
季
例
大
祭

　

江
戸
時
代
、
秋
祭
り
は
旧
暦
の
九
月
十
九

日
で
し
た
。『
高
崎
町ま
ち
ぶ
ぎ
ょ
う

奉
行
日
記
』
の
寛
政

四
（
一
七
九
二
）
年
の
記
事
を
見
る
と
「
九

月
十
九
日　

一
、
倉く
ら
が
の

ケ
野
飯い

い
だ
ま

た
ま
祭
礼
ニ
付
、

四
ツ
時
前
（
午
前
十
時
前
頃
）
ヨ
リ
見み
ま
わ
り廻

、

拙せ
っ

者し
ゃ

罷ま
か
り
こ越
ス
、
飯
た
ま
社し

ゃ
ち地
脇
ニ
て
、
子
供

お
とど

り
有こ

れ
あ
り之
、
其そ

の
ほ
か外
例
年
之
通
、
暮
時
前

罷ま
か
り
か
え

帰
ル
」
と
記
録
が
あ
り
、
高
崎
城
下
か
ら

お
役
人
が
お
祭
り
の
見
回
り
に
来
て
い
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。
倉
ケ
野
飯
た
ま
（
＝
倉

賀
野
飯
玉
）
は
倉
賀
野
宿
の
飯い
い
だ
ま玉
大
明
神
、

今
の
倉
賀
野
神
社
で
す
。

　

当
時
の
「
子
供
踊
り
」
が
ど
の
よ
う
な
も

の
だ
っ
た
か
想
像
す
る
ば
か
り
で
す
が
、
い

つ
の
時
代
も
祭
り
の
主
役
は
地
域
の
子
供
た

ち
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。
秋

の
大
祭
に
は
、
中
学
三
年
生
を
中
心
に
毎
年

一
〇
〇
名
の
生
徒
が
神
輿
の
渡と
ぎ
ょ御
に
参
加
し

て
に
ぎ
わ
い
ま
す
。

	

＊　
　
　

＊　
　
　

＊
本番の日を前に、神輿担ぎの練習
に熱がこもる。

◎
十
二
月
初
旬
　
お
正
月
様
頒は

ん
ぷ
は
じ
め
さ
い

布
始
祭

　

神じ
ん
ぐ
う
た
い
ま

宮
大
麻
（
お
伊
勢
さ
ま
の
御お

ふ

だ

神
札
）

や
歳と
し
が
み
さ
ま

神
様
な
ど
の
御
神
札
一
そ
ろ
え
を
、

古
来「
お
正
月
様
」と
呼
び
な
ら
わ
し
ま
す
。

年
末
に
向
け
氏
子
の
各
戸
に
配
り
始
め
る

に
あ
た
り
、
各
町
の
総
代
が
神
社
に
集
合

し
頒は
ん
ぷ
は
じ

布
始
め
の
神
事
を
厳
粛
に
行
い
ま
す
。

　

こ
の
と
き
に
合
わ
せ
、
境
内
に
「
古
神

札
納
め
所
」
の
テ
ン
ト
が
設
置
さ
れ
ま
す
。

	

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

◎
年
越
大
祓
式

　
十
二
月
三
十
一
日
の
午
後
三
時
。
参
拝

者
は
家
族
の
名
を
記
し
た
「
身
代
わ
り

形か
た
し
ろ代
」
を
神
前
に
持
ち
寄
り
、
身
に
付
い

た
一
年
間
の
罪
穢け
が

れ
を
祓
い
除
け
ま
す
。

そ
う
し
て
心
身
と
も
に
す
が
す
が
し
く
、

新
し
い
年
を
お
迎
え
す
る
の
で
す
。

売
繁
盛
の
神
様
で
す
。

　

神か
み
に
ぎ賑
わ
い
の
「
福
投
げ
」
行
事
で
は
、

毎
年
、
福
男
・
福
女
を
広
く
募
集
し
て
い

ま
す
。
ま
た
倉
賀
野
小
学
校
児
童
に
よ
る

巫み

女こ
の
ま
い舞
、
創
作
紙
芝
居
『
飯い

い
だ
ま
え
ん
ぎ

玉
縁
起
』
の

上
演
、
湯ゆ
だ
て立
神
事
な
ど
で
に
ぎ
わ
い
ま
す
。

	

＊　
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和わ
ご
ん琴
の
音
が
響
く
中
で
御
本
殿
の
御み

と
び
ら扉
が
開

か
れ
、
祭
典
が
厳
か
に
は
じ
ま
り
ま
す
。
皇

室
と
国
家
、
地
域
の
氏
子
崇
敬
者
の
安
泰
を

祈
る
と
と
も
に
、
五
穀
豊
穣
と
産
業
振
興
を

祈
願
す
る
趣
旨
の
祝の
り
と詞
が
奏

そ
う
じ
ょ
う上
さ
れ
ま
す
。

　

神
社
総
代
が
町
内
の
奉
賛
会
の
各
戸
に

「
春は
る
き
と
う

祈
祷
の
御お

ふ

だ
神
札
」
を
お
配
り
し
ま
す
。

　

境
内
に
は
露
店
が
軒
を
連
ね
、
神
楽
殿
で

は
地
元
の
保

存
会
に
よ
る

太だ
い
だ
い々

神か
ぐ
ら楽

、

小
中
学
生
の

巫み

女こ

舞ま
い

奉ほ
う
そ
う奏

が
終
日
賑
や

か
に
お
こ
な

わ
れ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
太
々
神
楽
「
稲い
な
り
た
ね
ま
き

荷
種
蒔
の
舞
」
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