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宮
　
司 

　
根
　
津
　
泰
　
昇 
所
　
　
感 

山
梨
県
神
社
総
代
会
会
長 

甲
府
市
総
代
会
会
長
就
任 
        

　
山
梨
県
神
社
総
代
会
臨
時
評
議

会
に
お
い
て
総
代
会
長
に
推
薦
さ
れ
、

お
引
き
受
け
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
総
代
会
の
運
営
を
始
め
何

を
す
べ
き
か
ま
だ
ま
だ
不
安
で
い

っ
ぱ
い
で
す
が
、
小
佐
野
庁
長
を

始
め
と
す
る
神
社
庁
理
事
の
皆
様
、

坂
本
副
会
長
を
始
め
と
す
る
総
代

会
理
事
の
皆
様
方
に
お
支
え
頂
き

な
が
ら
、
職
務
を
遂
行
し
て
ま
い

り
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
ど
う

ぞ
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。 

　
中
田
前
会
長
、
中
込
前
々
会
長

が
取
り
組
ん
で
こ
ら
れ
ま
し
た
国

旗
掲
揚
推
進
活
動
は
、
各
地
に
お

い
て
そ
の
成
果
が
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
、
皆
様
の
認
識
が
高
ま
っ

て
き
た
よ
う
に
思
え
ま
す
。
ま
た
、

不
活
動
神
社
対
策
に
つ
き
ま
し
て
も
、

多
く
の
実
例
を
重
ね
て
き
て
お
り
、

一
つ
の
方
向
性
が
見
え
て
き
た
よ

う
に
感
じ
ま
す
。
私
も
そ
の
活
動

を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、
少
し
ず
つ

実
績
を
重
ね
て
参
り
た
く
存
じ
ま
す
。 

　
さ
て
、
令
和
の
御
代
に
な
り
早

三
年
が
経
と
う
と
し
て
お
り
ま
す
が
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が

ま
だ
ま
だ
猛
威
を
ふ
る
い
、
我
々

神
社
界
も
多
大
な
る
影
響
を
受
け

て
お
り
ま
す
。
神
社
の
祭
典
等
も

規
模
を
縮
小
せ
ざ
る
を
え
な
い
状

況
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
状
況
が

当
た
り
前
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と

に
憂
慮
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、

最
近
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
情
勢
等
、
世

界
の
平
和
と
秩
序
が
崩
さ
れ
て
お
り
、

改
め
て
「
敬
神
生
活
の
綱
領
」
に

書
か
れ
て
い
る
内
容
に
思
い
を
致
し
、

神
様
の
ご
神
徳
を
い
た
だ
き
な
が

ら
我
々
は
生
か
さ
れ
て
い
る
ん
だ

と
の
思
い
を
強
く
し
て
お
り
ま
す
。 

　
ま
た
、
本
年
は
神
宮
大
麻
全
国

頒
布
百
五
十
周
年
の
節
目
の
年
で

も
あ
り
ま
す
の
で
、
神
宮
奉
賛
活
動
、

神
宮
大
麻
頒
布
推
進
に
つ
い
て
も

積
極
的
に
取
り
組
ま
な
く
て
は
な

ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 

結
び
に
、
神
社
総
代
の
役
割
は
何

か
を
改
め
て
考
え
な
が
ら
頑
張
っ

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、

皆
様
方
の
ご
協
力
を
宜
し
く
お
願

い
申
し
上
げ
、
就
任
の
ご
挨
拶
と

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

        

　　―― 

コ
ロ
ナ
禍
の
昨
今
―― 

　
コ
ロ
ナ
が
蔓
延
し
二
年
が
経
過

い
た
し
ま
し
た
。
昨
今
は
オ
ミ
ク

ロ
ン
株
が
発
生
し
、
今
年
の
正
月

過
ぎ
て
か
ら
全
国
的
に
大
流
行
し

て
第
五
波
の
波
が
押
し
寄
せ
て
き

ま
し
た
。
近
年
は
私
た
ち
の
生
活

も
一
変
し
、
活
動
の
停
止
、
不
要

不
急
の
外
出
等
の
自
粛
生
活
を
余

儀
な
く
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
生
活
環
境
の
変
遷
で
、
仕
事

の
形
態
も
変
わ
り
、
事
業
の
縮
小

や
残
念
な
が
ら
事
業
の
継
続
を
断

念
す
る
決
断
を
下
す
よ
う
な
事
態

に
も
な
り
ま
し
た
。
反
面
、
向
上

と
捉
え
興
隆
さ
れ
た
事
業
も
あ
り
、

正
に
今
年
の
五
黄
土
星
の
事
象
通

り
変
化
変
動
の
時
で
あ
り
ま
す
。

百
年
に
一
度
の
疫
病
は
社
会
環
境

も
人
の
心
も
傷
つ
け
て
お
り
ま
す
。 

  

―― 

山
梨
県
神
社
庁
長
を 

　
　
　
　
　
　   

　
退
任
し 

―― 

　
平
成
二
十
九
年
四
月
に
就
任
し
、

早
く
も
三
期
九
年
の
任
期
が
過
ぎ

三
月
末
日
を
も
っ
て
退
任
致
し
ま

し
た
。
任
期
中
に
は
、
稲
積
神
社

関
係
者
の
方
々
に
、
多
大
な
ご
協

力
を
賜
り
ま
し
た
こ
と
に
厚
く
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
。
山
梨
県
神
社

庁
の
事
業
で
は
神
社
庁
設
立
六
十

五
周
年
事
業
で
、
甲
府
駅
北
口
の

よ
っ
ち
ゃ
ば
れ
広
場
に
て
開
催
し

た
「
神
社
を
知
ろ
う
」
の
企
画
で

す
。
前
日
ま
で
毎
日
の
よ
う
に
雷

雨
が
あ
り
、
心
配
し
て
お
り
ま
し

た
が
開
催
期
間
は
天
候
に
も
恵
ま

れ
、
大
勢
の
入
場
者
と
各
イ
ベ
ン

ト
が
盛
り
上
が
っ
た
こ
と
が
脳
裏

に
焼
き
付
い
て
お
り
ま
す
。 

　
又
、
神
社
本
庁
役
員
を
二
期
務

め
さ
せ
て
頂
き
、
任
期
中
に
鶴
岡

八
幡
宮
と
京
都
の
石
清
水
八
幡
宮

に
全
国
の
神
社
界
の
代
表
と
し
て

例
大
祭
に
献
幣
使
と
し
て
ご
奉
仕

出
来
た
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
貴

重
な
体
験
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。 

 

　　―― 

近
年
の
正
ノ
木
祭 

―― 

　
令
和
二
年
に
発
症
し
た
コ
ロ
ナ

の
感
染
拡
大
、
ま
た
た
く
間
に
全

世
界
に
流
行
が
広
が
り
ま
し
た
。

当
神
社
に
お
き
ま
し
て
も
令
和
二

年
の
節
分
祭
が
最
後
と
な
り
、
そ

の
後
は
全
て
の
諸
祭
儀
が
神
事
の

み
と
な
り
ま
し
た
。
正
ノ
木
祭
も

令
和
元
年
御
代
替
わ
り
の
記
念
例

祭
が
最
後
と
な
り
、
令
和
二
年
は

神
事
の
み
で
、
露
店
の
出
店
、
神

賑
行
事
は
中
止
と
な
り
、
神
輿
渡

御
は
お
御
魂
を
唐
櫃
へ
納
め
巡
行

致
し
ま
し
た
こ
と
は
、
初
め
て
の

経
験
で
あ
り
、
参
拝
者
も
閑
散
と

し
て
お
り
寂
し
い
例
祭
を
体
感
い

た
し
ま
し
た
。 

　
令
和
三
年
は
、
天
皇
陛
下
御
即

位
奉
祝
記
念
事
業
の
大
鳥
居
竣
工

を
祝
し
た
例
祭
で
し
た
の
で
百
人

程
の
参
列
者
が
あ
り
、
賑
々
し
く

斎
行
さ
れ
神
輿
渡
御
は
車
で
巡
行

で
き
た
こ
と
は
、
令
和
二
年
よ
り

少
し
は
お
祭
り
気
分
が
味
わ
え
た

例
祭
で
も
あ
り
ま
し
た
。 

　
本
年
の
例
祭
は
、
幾
つ
か
の
遵

守
事
項
を
提
起
す
る
と
共
に
、
遊

亀
公
園
が
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
ま
し

た
の
で
新
た
な
環
境
の
な
か
で
準

備
を
進
め
て
参
り
ま
し
た
が
、
感

染
拡
大
が
広
ま
り
つ
つ
あ
る
こ
と

か
ら
非
常
に
悩
み
ま
し
た
が
、
相

撲
場
の
補
修
工
事
、
北
側
の
塀
補

修
工
事
、
燈
籠
の
塗
り
替
え
工
事

も
完
了
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
予

定
通
り
遵
守
事
項
を
守
り
な
が
ら

実
施
す
る
事
に
致
し
ま
し
た
。 

　
伝
統
あ
る
正
ノ
木
祭
で
あ
り
ま

す
の
で
、
県
民
、
市
民
の
安
泰
を

祈
り
つ
つ
厳
粛
に
斎
行
致
す
所
存

で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
祭
典
期
間

中
に
ご
参
拝
下
さ
い
ま
す
よ
う
ご

案
内
申
し
上
げ
ま
す
。 

小
　
尾
　
　
　
武 
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☆
宮
司
就
任
あ
い
さ
つ 

「
神
社
を
修
理
し
祭
祀
を
専
ら
に

す
べ
き
こ
と
」
の
基
本
精
神
を
推

進
す
る
こ
と
が
一
番
大
事
な
事
と

信
じ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
基
盤
を

大
切
に
し
て
一
段
一
段
ゆ
っ
く
り

と
積
み
上
げ
て
ま
い
り
た
い
と
思

い
ま
す
。 

☆
正
ノ
木
さ
ん
の
歌
碑
竣
工 

こ
の
歌
は
平
成
九
年
正
ノ
木
祭
に

発
表
さ
れ
、
歌
詞
は
五
味
と
め
子

さ
ん
が
花
の
便
り
を
聞
き
、
青
葉

を
感
じ
る
正
ノ
木
祭
の
季
節
を
心

の
ま
ま
に
作
ら
れ
た
そ
う
で
す
。 

         

☆
敬
神
婦
人
会
前
前
会
長 

　
　
　
　
　
　
　
　
横
森
満
洲
子 

　
先
代
の
宮

司
と
の
お
約

束
通
り
揃
い

の
半
被
と
四

斗
樽
の
御
神

酒
を
奉
納
し

参
拝
者
に
振

る
舞
う
こ
と

が
で
き
ま
し

た
。 

☆
塩
島
　
好
博 

平
成
二
十
七
年
第
四
十
三
号 

　
お
正
月
が
待
ち
遠
し
い
子
供
の

心
情
を
歌
っ
た
「
お
正
月
」
と
い

う
童
謡
が
あ
る
が
、
私
が
子
供
の

こ
ろ
の
こ
こ
太
田
町
で
は
「
も
ー

い
ー
く
つ
寝
る
と
正
の
木
さ
ん
。
」

で
あ
っ
た
様
な
気
が
す
る
。
三
月

も
末
と
も
な
る
と
、
太
田
町
東
部

の
男
衆
が
お
囃
子
練
習
を
社
殿
で

始
め
る
。
「
も
う
寝
な
さ
い
。
」

と
母
に
し
か
ら
れ
て
も
、
「
ピ
ー

ヒ
ャ
ラ
ピ
ー
ヒ
ャ
ラ
。
」
神
社
の

方
か
ら
聴
こ
え
て
来
る
も
の
だ
か

ら
、
寝
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

四
月
も
半
ば
過
ぎ
る
こ
ろ
に
な
る

と
、
植
木
が
公
園
に
並
び
始
め
る
。

「
も
う
す
ぐ
正
の
木
さ
ん
だ
。
」

ワ
ク
ワ
ク
し
た
事
を
思
い
出
す
。 

☆
宮
川
　
　
洋 

平
成
二
十
九
年
第
四
十
七
号 

　
私
た
ち
が
子
ど
も
の
頃
は
、
町

内
に
も
沢
山
の
子
ど
も
が
い
て
、

大
人
神
輿
と
同
様
に
、
子
ど
も
神

輿
も
盛
大
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

当
時
の
子
ど
も
神
輿
は
大
き
く
て

重
く
、
中
学
生
が
中
心
に
担
ぎ
ま

し
た
の
で
、
小
学
生
だ
と
背
が
足

ら
ず
、
ぶ
ら
下
が
っ
た
様
に
な
り
、

怒
ら
れ
た
思
い
出
が
あ
り
ま
す
。

そ
ん
な
思
い
出
話
も
、
一
緒
に
参

加
し
た
か
ら
こ
そ
、
共
通
の
話
題

と
し
て
盛
り
上
が
り
ま
す
。 

　
近
年
は
、
町
内
の
子
ど
も
の
数

は
減
少
し
ま
し
た
が
、
回
覧
板
で

お
知
ら
せ
し
、
太
田
町
北
部
、
一

蓮
寺
幼
稚
園
な
ど
の
協
力
も
あ
っ

て
、
子
ど
も
と
付
き
添
い
の
大
人

を
合
わ
せ
る
と
、
百
五
十
人
を
超

え
る
皆
さ
ん
に
ご
参
加
を
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。 

　
祭
り
当
日
の
朝
は
、
出
発
式
か

ら
始
ま
り
ま
す
。
「
エ
イ
！
エ
イ
！

オ
ー
！
」
の
掛
け
声
で
気
持
ち
を

一
つ
に
す
る
と
、
子
ど
も
神
輿
と

子
ど
も
山
車
の
出
発
で
す
。 

　
皆
の
目
が
輝
き
ま
す
。
神
輿
を

担
ぐ
肩
に
力
が
入
り
、
山
車
を
引

っ
張
る
綱
を
か
わ
い
い
手
が
力
一

杯
握
り
締
め
ま
す
。
こ
の
時
が
、

最
も
わ
く
わ
く
す
る
瞬
間
で
す
。 

☆
土
肥
　
　
新 

平
成
三
十
年
第
四
十
九
号 

　
一
般
的
な
「
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ

ー
ク
は
家
族
で
旅
行
！
」
と
い
う

概
念
は
一
切
な
く
、
「
ゴ
ー
ル
デ

ン
ウ
ィ
ー
ク
は
正
ノ
木
祭
り
だ
！
」

と
毎
年
楽
し
み
に
し
て
い
た
。 

　
今
年
は
ど
の
よ
う
な
露
天
が
出

店
し
て
い
る
の
か
。
何
年
か
前
、

暴
力
団
問
題
で
露
店
の
数
が
減
り

と
て
も
寂
し
い
時
が
あ
っ
た
。
植

木
の
出
店
も
少
な
く
な
っ
た
中
、

最
近
は
一
般
の
店
舗
の
出
店
者
が

数
多
く
存
在
し
て
い
る
。
気
に
入

っ
た
露
店
が
あ
る
と
、
そ
の
お
店

の
場
所
を
出
店
者
に
聞
き
、
お
祭

り
終
了
後
も
お
店
に
通
う
と
い
う

新
し
い
楽
し
み
方
も
増
え
た
。
そ

れ
と
同
時
に
、
二
十
年
以
上
前
か

ら
毎
年
見
か
け
る
露
天
も
あ
り
、

そ
れ
ら
は
安
心
感
を
与
え
て
く
れ

る
。 

☆
大
竹
　
裕
二 

平
成
三
十
年
第
四
十
九
号 

「
正
ノ
木
祭
り
」
と
い
え
ば
屋
台

で
す
。
県
内
外
か
ら
二
百
店
舗
以

上
の
模
擬
店
が
出
店
し
ま
す
。
子

ど
も
の
頃
は
稲
積
神
社
で
お
参
り

↓
公
園
↓
一
蓮
寺
の
ル
ー
ト
で
ク

ジ
・
射
的
・
輪
投
げ
を
し
て
い
ま

し
た
。
一
度
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
親
戚
が
来
る
た
び
同
じ
ル
ー

ト
を
回
り
屋
台
を
楽
し
み
ま
し
た
。 

　
植
木
市
は
今
も
昔
も
変
わ
ら
ず

有
名
で
す
が
、
私
が
学
生
の
頃
は
、

家
具
屋
の
キ
ズ
物
市
も
名
物
の
一

つ
で
し
た
。
そ
の
家
具
屋
が
親
戚

だ
っ
た
の
で
、
私
も
小
物
を
売
っ

た
り
家
具
の
配
達
を
し
た
り
と
手

伝
い
を
し
ま
し
た
。
物
が
売
れ
た

と
き
の
嬉
し
さ
を
祭
り
の
た
び
に

思
い
出
し
ま
す
。 

☆
長
潟
　
英
規 

令
和
元
年
第
五
十
一
号 

　
奉
祝
ム
ー
ド
が
高
ま
り
当
神
社

で
も
御
代
替
わ
り
の
後
の
大
祭
と

合
い
な
り
、
奉
祝
大
祭
神
輿
渡
御

を
計
画
し
ま
し
た
。
遊
亀
通
り
（
魚

保
〜
菱
和
園
）
に
て
、
神
輿
渡
御

に
合
わ
せ
提
灯
行
列
・
よ
さ
こ
い
・

木
や
り
・
出
初
め
・
山
車
・
神
輿

二
基
（
宮
神
輿
・
万
燈
神
輿
）
と

「
奉
祝
記
念
パ
レ
ー
ド
」
を
予
定

し
て
お
り
ま
す
。 

　
稲
積
睦
会
が
創
立
し
て
来
年
で

三
五
年
。
昭
和
も
遠
く
に
な
り
に

け
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
が

会
長
と
し
て
来
年
で
三
〇
年
に
な

り
ま
す
。
今
年
六
四
才
に
な
り
人

生
の
約
半
分
を
稲
積
神
社
の
神
輿

渡
御
奉
仕
に
携
わ
ら
せ
て
頂
き
、

人
と
し
て
の
ご
神
徳
を
頂
く
事
が

出
来
ま
し
た
こ
と
に
感
謝
し
て
お

り
ま
す
。 

☆
藤
本
　
　
浩 

令
和
二
年
第
五
十
二
号 

　
正
の
木
祭
り
実
行
委
員
長
を
引

き
受
け
て
今
年
で
七
年
目
に
な
り

ま
す
が
、
平
成
二
十
六
年
一
月
に

宮
司
様
か
ら
実
行
委
員
長
を
や
っ

て
も
ら
え
な
い
か
と
言
わ
れ
、
そ

の
任
に
値
し
な
い
と
お
断
り
し
た

の
で
す
が
説
得
さ
れ
、
お
引
受
け

す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
す
。
ご

承
知
の
と
お
り
正
の
木
祭
り
は
長

い
歴
史
と
伝
統
あ
る
祭
典
で
あ
り

ま
す
。
一
時
期
は
暴
対
法
の
成
立

に
よ
り
種
々
の
問
題
が
生
じ
て
し

ま
い
祭
典
の
存
続
も
懸
念
さ
れ
た

時
期
も
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
不
良

少
年
等
に
よ
る
暴
力
事
件
等
も
あ

り
ま
し
た
が
、
稲
積
神
社
の
関
係

者
は
も
と
よ
り
そ
の
外
郭
団
体
、

地
域
住
居
の
方
々
、
関
係
機
関
、

団
体
等
の
協
力
を
い
た
だ
き
な
が

ら
今
年
も
最
善
の
努
力
を
傾
注
し

正
の
木
祭
り
が
成
功
す
る
こ
と
を

お
誓
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

子
等
の
声
露
店
の
匂
ひ
祭
り
来
る
　
　
宮
入
り
の
神
輿
の
男
五
月
晴 

塩
島
は
る
子 

こ
れ
ま
で
の
い
な
ほ

大
祭
号
に
掲
載
さ
れ

た
正
ノ
木
祭
の
文
と

写
真
を
抜
粋
！ 

第５号（平成8年）より 
第13号（平成12年）より 

第25号（平成18年）より 

第51号（令和元年）より 
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恵
　
方
　
参
　
り 

千
塚
八
幡
神
社
　
会
計
　
武
　
井
　
眞
　
一 

神
道
政
治
連
盟 

　
山
梨
県
本
部
幹
事
長
に
就
任
し
て 

　
禰
宜
　
根
　
津
　
佳
　
明 

　
去
る
令
和
四
年
三
月
二
日
夕
刻
、

携
帯
電
話
に
山
梨
県
神
社
庁
よ
り

一
本
の
電
話
が
入
っ
た
。
「
ス
ー

ツ
に
着
替
え
て
来
庁
し
ろ
」
と
の

こ
と
。
内
容
は
、
「
神
道
政
治
連

盟
山
梨
県
本
部
の
幹
事
長
に
任
命

さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
就

任
の
挨
拶
が
必
要
か
も
。
」 

　
…
「
ま
さ
か
自
分
が
！
」
名
前

が
挙
が
っ
て
い
る
こ
と
は
承
知
し

て
い
た
が
、
そ
の
中
で
も
一
番
若

輩
者
の
私
が
任
命
さ
れ
る
こ
と
は

な
い
と
高
を
く
く
り
、
神
社
で
仕

事
を
し
て
い
た
矢
先
の
出
来
事
だ

っ
た
。 

　
本
当
に
思
い
が
け
な
い
出
来
事

で
し
た
。
慌
て
ふ
た
め
い
た
自
分

も
い
ま
し
た
が
、
任
命
し
て
い
た

だ
い
た
役
員
の
方
々
の
期
待
に
応

え
ら
れ
る
よ
う
、
思
い
を
入
れ
な

お
し
ま
し
た
。 

　
神
職
が
政
治
的
な
活
動
を
す
る

こ
と
へ
の
抵
抗
が
あ
る
方
も
い
ら

っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
が
、
神
職

が
日
々
の
祈
り
を
体
現
す
る
た
め

に
も
政
治
に
か
か
わ
っ
て
い
く
こ

と
も
大
切
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

神
政
協
の
柱
で
あ
る
「
皇
室
の
尊

厳
護
持
」
「
憲
法
改
正
の
実
現
」

「
教
育
関
係
の
整
備
充
実
」
「
英

霊
の
慰
霊
・
顕
彰
」
「
伝
統
的
な

家
族
制
度
の
環
境
整
備
」
「
拉
致

問
題
の
早
期
解
決
」
「
伝
統
文
化

や
国
民
精
神
に
関
わ
る
重
要
な
時

局
問
題
の
解
決
」
を
見
る
に
あ
た

り
、
体
現
す
る
政
策
で
あ
る
こ
と

に
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。 

　
そ
の
目
標
に
向
か
い
邁
進
す
る

こ
と
が
、
日
本
人
の
心
の
継
承
、

日
本
文
化
の
伝
承
に
つ
な
が
り
、

子
ど
も
た
ち
の
未
来
が
明
る
く
照

ら
さ
れ
る
と
信
じ
て
、
精
進
し
て

ま
い
り
ま
す
。
今
後
も
ご
指
導
ご

鞭
撻
を
申
し
上
げ
、
結
び
と
致
し

ま
す
。 

　
令
和
四
年
の
稲
積
神
社
主
催
の

恵
方
詣
り
は
北
北
西
の
方
位
の
長

野
県
・
佐
久
・
上
田
・
諏
訪
に
行

っ
て
来
ま
し
た
。
当
初
は
二
月
上

旬
の
予
定
で
し
た
が
コ
ロ
ナ
禍
の

た
め
に
三
月
二
十
六
日
と
二
十
七

日
に
な
り
ま
し
た
。
天
気
も
良
く

暖
か
な
二
日
間
で
し
た
。 

　
初
め
に
佐
久
市
の
鼻
顔
稲
荷
神

社
に
参
拝
い
た
し
ま
し
た
。
町
の

高
台
に
あ
り
見
晴
ら
し
も
良
く
、

日
本
五
大
稲
荷
の
一
つ
だ
そ
う
で

す
。
次
に
上
田
の
生
島
足
島
神
社

に
正
式
参
拝
を
し
、
神
職
さ
ん
よ

り
武
田
家
ゆ
か
り
の
神
社
で
あ
る

説
明
を
受
け
ま
し
た
。
武
将
た
ち

が
信
玄
公
へ
の
忠
誠
を
誓
う
願
文

が
幾
つ
か
展
示
さ
れ
て
お
り
、
山

梨
と
は
縁
深
い
神
社
で
あ
る
こ
と

を
感
じ
た
参
拝
で
し
た
。
宿
泊
地

は
上
山
田
温
泉
の
千
曲

館
に
宿
泊
し
、
（
露
天

風
呂
は
鯉
が
泳
ぐ
池
の

横
に
あ
り
情
緒
が
あ
る

館
で
し
た
。
）
部
屋
も

落
ち
着
い
て
い
て
、
ゆ

っ
く
り
休
む
こ
と
が
出

来
ま
し
た
。 

　
二
日
目
は
上
田
市
郊

外
の
別
所
温
泉
郷
に
あ

る
北
向
観
音
に
参
拝
し
ま
し
た
。

昼
食
は
池
の
平
ホ
テ
ル
で
と
り
、

食
事
も
良
く
、
眼
下
に
広
が
る
白

樺
湖
の
景
色
も
綺
麗
で
し
た
。
午

後
は
諏
訪
湖
の
南
に
鎮
座
し
ま
す

諏
訪
大
社
上
社
本
宮
の
神
殿
に
正

式
参
拝
し
ま
し
た
。
一
日
目
と
違

い
少
し
寒
い
日
で
し
た
が
、
厳
か

な
雰
囲
気
で
し
た
。 

　
そ
の
後
釜
飯
で
有
名
な
「
お
ぎ

の
や
」
に
よ
り
ま
し
た
。
十
年
前

に
寄
っ
た
時
よ
り
少
し
寂
し
く
時

の
移
り
変
わ
り
を
感
じ
ま
し
た
。

長
野
県
に
も
新
し
い
道
路
が
で
き

て
時
間
的
に
便
利
に
な
り
ま
し
た

が
、
そ
れ
に
伴
っ
て
旧
道
沿
い
の

商
売
が
厳
し
く
な
っ
て
い
る
の
だ

と
思
い
ま
し
た
。
甲
府
に
予
定
通

り
五
時
に
着
き
無
事
旅
を
終
え
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 



－5－ 

稲積神社社報　　い　　な　　ほ 第57号 令和４年　大 祭 号 

神
社
庁
役
員
に 

　
　
　
　
就
任
し
て 

権
禰
宜 

　
土
　
肥
　
東
　
宮 

山
梨
県
氏
子
青
年
協
議
会 

会
長
就
任
に
あ
た
っ
て 

山
梨
県
氏
子
青
年
協
議
会
会
長 

　
　
大
　
澤
　
慶
　
暢 

稲
積
睦
会
会
長 

　
　
就
任
あ
い
さ
つ 

稲
積
睦
会
　
会
長 

　
高
　
山
　
政
　
宏 

     

　
畏
れ
多
く
も
令
和
四
年
三
月
二

日
、
山
梨
県
神
社
庁
臨
時
協
議
会

に
於
い
て
神
社
庁
理
事
を
拝
命
い

た
し
ま
し
た
。
と
同
時
に
神
宮
大

麻
都
市
頒
布
向
上
計
画
委
員
会
の

委
員
長
と
い
う
大
役
を
も
仰
せ
つ

か
り
ま
し
た
。
故
松
尾
久
野
先
生

以
来
の
女
性
の
理
事
と
の
事
で
、

大
変
光
栄
な
事
な
の
で
す
が
、
私

に
務
ま
る
か
ど
う
か
と
身
の
す
く

む
思
い
で
お
り
ま
す
。 

　
深
く
考
え
ず
に
、
協
議
会
に
て

の
拝
命
に
お
受
け
し
た
自
分
自
身

に
後
悔
の
念
は
あ
り
ま
す
が
、
こ

れ
は
神
様
か
ら
授
け
ら
れ
た
自
己

研
鑚
の
時
と
言
い
聞
か
せ
取
り
組

ん
で
ま
い
り
ま
す
。 

　
こ
れ
よ
り
先
、
小
佐
野
庁
長
様

初
め
理
事
様
、
神
社
庁
職
員
の
皆

様
に
は
ご
指
導
を
頂
き
な
が
ら
、

明
き
清
き
ま
こ
と
を
持
っ
て
誠
心

誠
意
務
め
て
ま
い
り
た
い
と
決
意

し
て
お
り
ま
す
。 

　
お
社
に
お
き
ま
し
て
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
一
日

も
早
く
終
息
し
、
未
だ
不
安
定
な

世
情
で
す
が
、
打
ち
沈
む
事
の
な

い
穏
や
か
な
世
で
あ
り
ま
す
こ
と

を
祈
念
し
、
ご
参
拝
い
た
だ
け
る

皆
様
に
心
癒
せ
る
お
社
と
な
り
ま

す
よ
う
、
ご
奉
仕
し
て
ま
い
り
た

い
と
思
い
ま
す
。 

      

　
今
年
度
よ
り
山
梨
県
氏
子
青
年

協
議
会
会
長
を
拝
命
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。 

　
現
在
県
内
の
氏
子
青
年
会
は
、

北
口
本
宮
富
士
浅
間
神
社
と
稲
積

神
社
の
二
社
し
か
な
く
、
こ
の
二

社
で
会
長
職
を
交
代
で
行
っ
て
い

る
の
が
現
状
で
、
非
常
に
寂
し
い

県
連
で
す
。 

　
当
会
で
も
諸
先
輩
方
が
県
の
会

長
を
滞
り
な
く
勤
め
上
げ
て
き
た

の
で
、
私
も
そ
れ
に
恥
じ
な
い
様

に
、
私
の
で
き
る
範
囲
で
御
奉
仕

し
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。 

　
皆
さ
ん
も
ご
承
知
の
通
り
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
蔓
延
で
、
世
の

中
の
経
済
が
不
安
定
に
な
っ
た
り
、 

色
々
な
イ
ベ
ン
ト
や
、
活
動
が
制

限
や
中
止
を
求
め
ら
れ
、
ス
ト
レ

ス
の
多
い
時
代
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
上
層
部

の
全
国
氏
子
青
年
協
議
会
や
、
県

連
も
ご
多
分
に
漏
れ
ず
活
動
や
、

大
会
が
無
も
出
来
な
い
の
が
現
状

で
す
。
い
つ
ま
で
こ
の
状
況
が
つ

づ
く
か
判
り
ま
せ
ん
が
早
期
終
息

を
祈
る
ば
か
り
で
す
。 

　
い
ず
れ
に
せ
よ
状
況
が
ど
の
様

に
変
わ
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

若
輩
者
で
は
あ
り
ま
す
が
任
期
中

は
出
来
る
事
を
無
理
な
く
無
難
に

こ
な
し
て
行
き
た
い
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。
ま
た
皆
様
方
に
も
ご
協

力
を
い
た
だ
く
場
面
が
あ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
節
に
は
宜

し
く
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。  

　
最
後
に
就
任
と
は
関
係
あ
り
ま

せ
ん
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
蔓

延
で
お
酒
を
悪
者
に
さ
れ
て
、
日

本
酒
が
売
れ
な
く
な
っ
て
非
常
に

厳
し
い
状
況
で
す
。 

　
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
出
来
る

だ
け
太
冠
の
消
費
拡
大
を
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。 

  

     

　
ま
ず
初
め
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略

に
対
し
ま
し
て
個
人
的
で
は
有
り

ま
す
が
強
い
憤
り
を
感
じ
る
と
と

も
に
世
界
で
苦
し
ん
で
い
る
全
て

の
皆
様
に
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま

す
。 

　
さ
て
、
こ
の
度
歴
史
あ
る
稲
積

神
社
外
郭
団
体
、
稲
積
睦
会
の
会

長
を
務
め
さ
せ
て
頂
き
ま
す
高
山

政
宏
で
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お

願
い
致
し
ま
す
。 

　
先
に
稲
積
睦
会
三
十
年
以
上
の

歴
史
を
築
い
て
頂
い
た
長
潟
英
規

顧
問
に
お
か
れ
ま
し
て
は
大
変
お

疲
れ
様
で
し
た
。
ま
た
有
難
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
そ
し
て
学
ば
し
て

頂
い
た
伝
統
文
化
の
継
承
、
神
輿

文
化
の
継
承
を
永
続
し
今
後
の
睦

会
の
発
展
、
継
続
に
日
々
邁
進
し

て
ま
い
り
ま
す
。 

　
今
年
で
三
年
目
を
迎
え
ま
す
世

界
的
蔓
延
を
し
て
い
る
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
我
々
神
輿

関
係
者
は
全
て
の
神
輿
場
が
中
止

を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
ま
す
。
ど

の
様
な
様
式
で
ど
の
様
に
渡
御
を

行
え
ば
良
い
の
か
、
進
め
て
い
け

ば
良
い
の
か
、
未
知
の
時
代
に
な

っ
た
様
に
思
い
ま
す
。
そ
の
中
で

も
ど
こ
か
が
口
火
を
開
き
始
ま
ら

な
け
れ
ば
先
に
お
話
し
し
た
伝
統

文
化
は
継
承
ど
こ
ろ
か
前
に
も
進

ん
で
い
か
な
い
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
い
つ
か
は
こ
の
疫
病
も

無
く
な
る
時
が
来
る
の
か
、
ま
た

変
異
を
繰
り
返
し
人
類
を
失
く
し

て
し
ま
う
の
か
、
先
の
事
は
誰
に

も
分
か
り
ま
せ
ん
が
下
ば
か
り
は

向
い
て
居
ら
れ
ま
せ
ん
。
お
祭
り

は
誰
も
が
楽
し
み
ま
た
心
許
せ
る

場
で
す
の
で
稲
積
神
社
の
大
神
様
、

是
非
と
も
稲
積
神
社
例
大
祭
正
の

木
祭
り
が
出
来
ま
す
様
に
お
願
い

致
し
ま
す
。 

　
我
々
睦
会
は
お
祭
り
が
な
け
れ

ば
会
と
し
て
活
躍
出
来
ま
せ
ん
。

神
輿
を
担
ぐ
だ
け
で
は
無
く
沢
山

の
露
店
が
出
て
み
ん
な
の
笑
顔
を

見
れ
る
こ
と
こ
そ
お
祭
り
で
す
。

汗
を
か
き
、
動
き
回
り
、
五
月
五

日
に
終
了
祭
を
迎
え
る
お
祭
り
を

心
待
ち
に
し
て
お
り
ま
す
。 

　
最
後
に
今
ま
で
築
い
て
来
ら
れ

た
先
人
達
に
感
謝
し
挨
拶
に
代
え

さ
せ
て
頂
き
ま
す
。 
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針
供
養
祭 

祈
　
年
　
祭 

天
満
天
神
社
例
祭 

甲
子
社
例
祭 

熊
野
社
例
祭 

 

令
和
四
年 

祭
典
予
定
表 

５
・
１
　
月
始
祭 

九
時 

５
・
２
　
献
木
祭 

十
時 

５
・
２
　
前
夜
祭 

十
八
時 

５
・
３
　
正
ノ
木
祭
例
大
祭 

十
時 

５
・
４
　
二
之
祭 

九
時 

５
・
５
　
三
之
祭 

九
時 

５
・
５
　
成
就
祭 

十
八
時 

５
・
15
　
神
恩
感
謝
祭 

八
時
三
十
分 

５
・
29
　
御
田
植
祭 

十
一
時 

６
・
１
　
月
始
祭 

十
時 

６
・
３
　
月
次
祭 

八
時
三
十
分 

６
・
15
　
神
恩
感
謝
祭 

八
時
三
十
分 

６
・
30
　
夏
越
大
祓 

十
七
時 

７
・
１
　
月
始
祭 

十
時 

７
・
３
　
月
次
祭 

八
時
三
十
分 

７
・
15
　
神
恩
感
謝
祭 

十
一
時 

７
・
15
　
瘡
子
社
例
祭 

十
一
時
三
十
分 

８
・
１
　
月
始
祭 

十
時 

８
・
３
　
月
次
祭 

八
時
三
十
分 

８
・
15
　
神
恩
感
謝
祭 

八
時
三
十
分 

９
・
１
　
月
始
祭 

十
時 

９
・
３
　
月
次
祭 

八
時
三
十
分 

９
・
15
　
神
恩
感
謝
祭 

八
時
三
十
分 

９
・
10
　
崇
敬
会
大
祭
予
定 

 

10
・
１
　
月
始
祭 

十
時 

10
・
３
　
月
次
祭 

八
時
三
十
分 

10
・
９
　
金
比
羅
神
社
例
祭 

十
一
時 

10
・
９
　
抜
穂
祭 

十
一
時
三
十
分 

10
・
15
　
神
恩
感
謝
祭 

八
時
三
十
分 

10
・
23
〜
24
　
伊
勢
講 

神
宮 

 

11
・
１
　
月
始
祭 

十
時 

11
・
３
　
月
次
祭 

八
時
三
十
分 

11
・
15
　
神
恩
感
謝
祭 

八
時
三
十
分 

11
・
23
　
新
嘗
祭 

八
時 

12
・
１
　
月
始
祭 

十
時 

12
・
３
　
月
次
祭 

八
時
三
十
分 

12
・
15
　
神
恩
感
謝
祭 

八
時
三
十
分 

12
・
31
　
年
越
大
祓 

十
六
時 

猿
田
彦
社
例
祭 

節
　
分
　
祭 

令和４年２月３日 

令和４年２月17日 令和４年２月８日 

令和４年３月８日 令和４年２月25日 

令和４年３月26日 令和４年３月12日 

斎
行 
年
中
行
事 
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安
産
祈
願
は
神
様
に
参
詣
し
懐

妊
の
報
告
と
無
事
出
産
を
祈
願
す

る
行
事
で
す
。 

　
戌
の
日
が
選
ば
れ
る
の
は
犬
が

安
産
で
あ
っ
た
た
め
犬
に
あ
や
か

っ
て
戌
の
日
に
祈
願
す
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
近
年
は
ご
都
合
の

良
い
日
を
吉
日
と
定
め
お
参
り
な

さ
る
方
も
多
く
な
り
ま
し
た
。 

令和4年　戌（いぬ）の日カレンダー 
５月 
６月 
７月 
８月 
９月 
10月 
11月 
12月 

　９日（月）赤口　21日（土）赤口　 
　２日（木）友引　14日（火）友引　26日（日）友引 
　８日（金）先負　20日（水）先負　 
　１日（月）仏滅　13日（土）仏滅　25日（木）仏滅　 
　６日（火）赤口　18日（日）赤口　30日（金）先勝 
　12日（水）先勝　24日（月）先勝　　 
　５日（土）先負　17日（木）先負　29日（火）仏滅 
　11日（日）仏滅　23日（金）赤口　　 

     

　
香
徳
様
と
の
ご
縁
は
、
香
徳
様

が
心
に
悩
み
あ
る
時
、
当
社
に
参

拝
す
る
機
会
を
得
、
参
拝
後
に
は

心
に
清
々
し
さ
を
感
じ
悩
み
も
解

消
さ
れ
、
そ
の
後
幾
度
か
お
参
り

す
る
う
ち
に
画
家
と
し
て
何
か
を

奉
納
し
た
い
と
の
お
申
し
出
が
あ

り
ま
し
た
。 

　
そ
の
頃
当
社
で
も
「
か
ぎ
く
わ

え
む
か
い
き
つ
ね
」
を
象
徴
す
る

も
の
を
探
し
て
お
り
ま
し
た
の
で
、

当
社
に
古
来
よ
り
伝
わ
る
絵
馬
を

拝
見
し
て
い
た
だ
き
今
度
の
作
品

と
な
り
、
御
祭
神
「
宇
迦
之
御
魂

大
神
」
が
「
神
縁
結
び
」
「
子
宝

結
び
」
の
御
神
徳
を
授
け
る
「
か

ぎ
く
わ
え
む
か
い
き
つ
ね
」
を
伴

っ
て
い
る
御
神
画
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
御
神
画
は
拝
殿
東
側
に
設
置

さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

   

　
立
夏
　
五
月
五
日 

　
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
ウ
ィ
ー
ク
の
終

わ
り
に
あ
た
る
頃
で
あ
る
。
春
よ

う
や
く
あ
せ
て
、
山
野
に
新
緑
が

目
立
ち
始
め
、
風
も
さ
わ
や
か
に

な
っ
て
、
い
よ
い
よ
夏
の
気
配
が

感
じ
ら
れ
て
く
る
。
蛙
が
鳴
き
始

め
、
み
み
ず
が
這
い
出
て
、
竹
の

子
が
生
え
て
く
る
。
だ
が
暦
や
歳

時
記
の
上
で
は
立
夏
と
い
っ
て
も
、

気
象
的
に
は
い
ま
だ
春
と
い
っ
た

感
が
強
い
。
「
夏
立
つ
」
「
夏
来

る
」
な
ど
と
と
も
に
夏
の
代
表
的

な
季
語
に
な
っ
て
い
る
。 

 

　
夏
至
　
六
月
二
十
一
日 

　
太
陽
が
黄
経
九
〇
度
の
点
を
通

過
す
る
と
き
を
い
う
。
太
陽
は
赤

道
か
ら
最
も
北
に
離
れ
（
赤
緯
二

三
度
半
）
、
北
半
球
で
は
南
中
の

高
度
が
最
も
高
く
な
る
。
こ
の
日
、

北
半
球
で
は
昼
が
最
も
長
く
な
り
、

反
対
に
夜
が
最
も
短
く
な
る
。 

　
夏
至
は
夏
季
の
真
ん
中
に
あ
た

り
、
梅
雨
の
真
っ
盛
り
で
、
し
と

し
と
と
長
雨
が
続
く
。
農
家
は
田

植
え
に
繁
忙
を
極
め
る
季
節
で
あ

る
。
し
ょ
う
ぶ
が
咲
き
始
め
て
き

ま
す
。 

    

　
お
清
め
に
塩
を
用
い
る
こ
と
は

日
本
の
宗
教
的
習
俗
で
あ
り
、
海

水
を
意
味
す
る
「
潮
」
と
も
通
じ

て
様
々
な
風
習
が
あ
り
ま
す
。
記

紀
神
話
で
は
、
黄
泉
国
か
ら
戻
っ

た
イ
ザ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
が
体
に
つ

い
た
ケ
ガ
レ
を
祓
う
た
め
、
海
水

で
禊
祓
を
行
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
海

水
を
沸
か
し
た
「
塩
湯
」
が
病
気

治
療
や
無
病
息
災
の
為
に
用
い
ら

れ
る
と
い
っ
た
風
習
に
繋
が
り
ま

し
た
。 

　
神
社
の
お
祭
り
に
お
け
る
お
祓

い
で
は
塩
水
が
用
い
ら
れ
ま
す
。

葬
儀
の
際
に
塩
が
用
い
ら
れ
る
の

も
こ
う
し
た
信
仰
に
基
づ
き
、
非

日
常
と
日
常
と
を
分
け
る
お
清
め

の
好
意
を
象
徴
的
に
行
っ
た
も
の

と
言
え
ま
す
。 

   

　
伊
勢
神
宮
に
関
わ
る
社
の
御
朱

印
を
頂
く
新
穀
感
謝
祭
参
列
の
参

拝
旅
行
が
令
和
三
年
に
第
一
回
が

実
施
さ
れ
ま
し
た
。
第
一
回
は
コ

ロ
ナ
禍
の
世
相
の
為
に
、
募
集
が

で
き
ず
世
話
人
を
中
心
に
神
社
関

係
者
二
十
二
名
で
の
参
拝
と
な
り

ま
し
た
。 

　
御
朱
印
を
受
け
ら
れ
る
社
は
、

皇
大
神
宮
（
内
宮
）
・
豊
受
大
神

宮
（
外
宮
）
と
内
宮
の
別
宮
で
あ

る
月
讀
宮
・
瀧
原
宮
・
伊
雑
宮
・

倭
姫
宮
、
又
外
宮
の
別
宮
の
月
夜

見
宮
の
七
社
で
あ
り
ま
す
。 

　
第
一
回
は
秋
雨
の
な
か
月
讀
宮

に
参
拝
い
た
し
ま
し
た
。
本
年
の

第
二
回
は
、
内
宮
参
拝
、
外
宮
で

の
お
神
楽
奉
納
、
月
夜
見
宮
の
ご

朱
印
を
受
け
る
参
拝
で
す
。 

　
こ
の
御
朱
印
を
集
め
る
参
拝
の

旅
に
ご
参
加
い
た
だ
き
神
宮
を
よ

り
深
く
知
る
と
共
に
信
仰
の
根
幹

を
味
わ
っ
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。 

一
、
日
程
　
令
和
四
年
十
月
二
十
三
日
（
日
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
二
十
四
日
（
月
） 

一
、
会
費
　 

三
七
、
〇
〇
〇
円 

表
紙
説
明 

奉
納
者 

八
王
子
在
住
の
画
家 

香
徳
様 

稲
積
神
社
甲
府
伊
勢
講 

　
　
　
　
千
社
詣
の
ご
案
内 

二
十
四
節
気
に
つ
い
て 

神
社
の
豆
知
識 

清
め
塩
に
つ
い
て




