
    

暑
い
日
が
続
い
て
お
り
ま
す
。
六
月
に
入
る
と

梅
雨
と
な
り
、
不
快
な
日
が
続
い
て
お
り
ま
す

が
い
か
が
お
過
ご
し
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
今

年
に
入
り
、
ま
た
も
や
、
熊
本
に
地
震
が
起
こ

り
、
多
く
の
人
が
亡
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
家

を
失
い
、
土
地
を
失
い
、
過
酷
な
状
況
に
中
で

生
活
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
ご
冥
福
を
祈
る
と
共

に
早
く
も
と
の
生
活
に
戻
れ
る
よ
う
願
い
ま
す
。

東
日
本
震
災
も
未
だ
記
憶
に
新
し
い
中
で
起
こ

っ
た
こ
の
熊
本
の
震
災
は
日
本
中
が
地
震
に
対

す
る
危
機
感
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
た
こ
と
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
後
、
い
つ
ど
こ
で
起
こ

る
や
も
知
れ
ぬ
地
震
に
恐
怖
す
ら
感
じ
る
こ
と

な
い
様
、
事
前
に
対
応
し
、
備
え
る
こ
と
が
必

要
か
と
思
い
ま
す
。 

神
社
関
係
者
を
含
め
、
神
社
で
も
今
回
、
熊
本

の
地
震
災
害
に
遭
わ
れ
た
方
々
に
対
し
些
少
で

は
あ
り
ま
す
が
義
援
金
を
募
り
、
神
社
庁
を
通

じ
て
お
送
り
し
ま
し
た
。
一
日
も
早
い
復
興
を

お
祈
り
い
た
し
ま
す
。 

さ
て
、
話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
五
月
末
に
三
重

で
は
伊
勢
志
摩
サ
ミ
ッ
ト
主
要
七
ヶ
国
の
会
議

が
行
な
わ
れ
、
経
済
や
南
シ
ナ
海
の
懸
案
事
項

等
が
討
議
さ
れ
ま
し
た
。
テ
ロ
の
対
策
に
よ
り

厳
戒
態
勢
の
中
、
行
な
わ
れ
た
わ
け
で
あ
り
ま 

   

 

す
が
、
お
も
て
な
し
の
一
環
と
し
て
、
伊
勢
の

神
宮
へ
各
国
首
脳
、
ま
た
御
家
族
の
方
が
訪
問

さ
れ
ま
し
た
。
日
本
の
伝
統
文
化
に
触
れ
ら
れ

た
姿
を
各
メ
デ
ィ
ア
が
報
道
し
、
伊
勢
の
神
宮

は
日
本
の
聖
地
で
あ
る
と
絶
賛
し
た
内
容
で
し

た
。
そ
の
報
道
を
見
て
改
め
て
、
伊
勢
の
神
宮

に
ど
ん
な
国
の
人
が
訪
れ
て
も
素
晴
ら
し
い
と

こ
ろ
だ
と
感
じ
ら
れ
る
場
所
で
あ
る
と
再
認
識

し
た
し
だ
い
で
す
。 

日
本
の
神
社
・
仏
閣
の
伝
統
文
化
は
、
日
本
人

の
誇
り
で
あ
り
、
古
き
を
訪
ね
新
ら
し
き
を
知

る
こ
と
で
日
本
の
精
神
性
や
生
き
る
力
そ
の
も

の
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
少
し

大
げ
さ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
伊
勢
神

宮
へ
行
き
ま
す
と
そ
の
意
味
が
わ
か
る
よ
う
な

気
が
し
て
き
ま
す
。
行
か
れ
た
事
が
な
い
方
は
、

ぜ
ひ
、
行
か
れ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
特

に
朝
早
く
出
掛
け
る
参
拝
は
心
が
洗
わ
れ
る
よ

う
な
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。 

追
伸 

筆
者
で
あ
る
私
も
（
六
月
初
旬
）
伊
勢

神
宮
参
拝
旅
行
へ
同
級
生
と
出
掛
け
ま
し
た
。 

     

■ 

平
成
二
十
八
年
度

平
成
二
十
八
年
度

平
成
二
十
八
年
度

平
成
二
十
八
年
度
役
員
役
員
役
員
役
員    

榊
山
神
社
は
四
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三

十
一
日
ま
で
を
事
業
年
度
と
し
て
活
動
し
て
い

ま
す
。
今
回
、
責
任
役
員
の
交
代
が
あ
り
ま
し

た
の
で
ご
報
告
し
ま
す
。 

 氏
子
総
代
長 

 
 

 
 

深
谷
充
芳 

 

氏
子
副
総
代
長 

兼 

営
繕
委
員
長 

安
保
栄
三 

 

林
業
委
員
長 

 
 

 
 

長
瀬
敏
久 

退
任  

氏
子
総
代
長 

 
 

 
 

古
田
裕
茂
（
前
会
計
） 

氏
子
副
総
代
長 

 
 

兼 

祭
典
委
員
長 

安
保
辰
巳 

林
業
委
員
長 

 
 

 
 

東
野
隆
幸 

営
繕
委
員
長 

 
 

 
 

花
田
住
夫 

会
計 

 
 

 
 

 
 

 

志
津
安
美 

新
任 

 

■ 

夏
祭
夏
祭
夏
祭
夏
祭
りりりり
（（（（
神
社
庁
管
轄
神
社

神
社
庁
管
轄
神
社

神
社
庁
管
轄
神
社

神
社
庁
管
轄
神
社
））））    

榊
山
神
社 

七
月
二
十
三
日
（
土
）
宵
祭
り 

七
月
二
十
四
日
（
日
）
例
大
祭 

祭
元 

植
苗
木
地
区 

富
籤 

長
根
地
区 

余
興 

川
西
地
区 

八
布
施
神
社
（
八
布
施
地
区
） 

 

七
月
十
七
日
（
日
）
例
大
祭 

菅
原
神
社
（
新
田
地
区
） 

 

七
月
三
十
一
日
（
日
）
例
大
祭 

 

暑
い
日
と
な
り
そ
う
で
す
が
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。 

■ 

寄
付
金
奉
納

寄
付
金
奉
納

寄
付
金
奉
納

寄
付
金
奉
納    

    

元
中
組
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
ク
ラ
ブ
・
・
・
三
万
円 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
神
社
の
維
持
管

理
費
に
使
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す 

 ■ 

神
社
事
業
計
画

神
社
事
業
計
画

神
社
事
業
計
画

神
社
事
業
計
画
及及及及
びびびび
修
復
修
復
修
復
修
復
事
業
事
業
事
業
事
業    

榊
山
神
社
平
成
二
十
八
年
度
事
業
計
画
の
報

告
を
い
た
し
ま
す
。 

祭
典
関
係 

六
月
三
十
日 

大
祓
い
（
夏
越
の
祓
い
） 

七
月
十
五
日 

お
鍬
祭
り 

七
月
二
十
三
日 

宵
祭
り
（
夏
祭
り
） 

七
月
二
十
四
日 

例
大
祭
（
夏
祭
り
） 

八
月
十
五
日 

幽
玄
御
神
灯
祭 

（
ろ
う
そ
く
祭
り
） 

十
一
月
二
十
三
日 

秋
祭
り 

十
二
月
三
十
日 

 

大
祓
い
（
年
越
の
祓
い
） 

一
月
一
日 

 

元
旦
祭 

二
月
十
七
日 

天
神
神
社
祭
典 

三
月
一
日 

 

春
祭
り 

三
月
二
十
日 

震
災
鎮
魂
祭 

  

林
業
関
係 

一
．
神
社
境
内
林
の
枝
の
伐
採 

一
．
本
殿
・
拝
殿
北
側
ヒ
ノ
キ
の
一
部
伐
採 

一
．
正
月
用
か
が
り
火
用
薪
の
準
備 

  

営
繕
関
係 

一
．
手
水
舎
修
理
（
業
者
委
託
） 

土
台
と
柱
の
入
れ
替
え
を
行
い
ま
す
。 

 
 

 

裏
面
へ 

榊
山
神
社
だ
よ
り 

平成２８年平成２８年平成２８年平成２８年 ７７７７ 月月月月    

１１１１６６６６号号号号    



一
．
境
内
地
参
道
修
理
（
業
者
委
託
） 

一
．
本
殿
拝
殿
北
側
排
水
工
事
並
び
に
拝
殿
地 

の
拡
張
（
業
者
委
託
） 

一
．
各
施
設
屋
根
枯
葉
の
除
去
作
業 

 

そ
の
他
（
特
別
） 

一
．
建
設
委
員
会
の
設
置 

設
置
理
由 

神
社
北
側
に
あ
る
蔵
は
宝
物
等
を
保
管
し
て

い
る
わ
け
で
す
が
、
蔵
そ
の
も
の
が
壁
が
剥
が

れ
崩
れ
る
状
況
に
あ
り
ま
す
。 

社
務
所
で
す
が
明
治
時
代
に
立
て
ら
れ
屋
根

の
修
復
を
昭
和
の
終
わ
り
に
行
な
い
ま
し
た
が
、

肝
心
の
耐
震
工
事
が
行
わ
れ
て
い
な
い
状
況
で

す
。
大
き
な
地
震
が
来
れ
ば
、
ま
ず
、
最
初
に

倒
れ
る
と
判
断
し
ま
す
。
耐
震
工
事
を
行
い
、

な
お
か
つ
多
く
の
人
寄
せ
が
で
き
る
施
設
に
替

え
る
こ
と
を
希
望
し
て
お
り
ま
す
。 

（
氏
子
会
館
の
中
に
祖
霊
舎
が
あ
り
、
身
寄
り

の
な
い
方
の
御
霊
が
祀
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、

三
十
件
の
御
霊
舎
に
対
し
て
二
十
一
件
ほ
ど
お

預
か
り
し
て
お
り
ま
す
。
氏
子
会
館
が
出
来
て

か
ら
で
す
の
で
年
平
均
三
件
～
四
件
の
御
霊
を

お
預
か
り
し
て
お
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
す
ぐ
い

っ
ぱ
い
に
な
り
ま
す
。
別
の
所
に
施
設
を
移
し
、

今
後
も
、
希
望
者
が
あ
れ
ば
お
預
か
り
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
其
の
た
め
に
、
今
の
社
務
所
の

一
角
に
移
す
方
向
で
考
え
て
お
り
ま
す
。） 

最
近
多
く
の
方
か
ら
、
「
神
社
に
行
っ
て
見
た

け
ど
誰
も
い
な
い
。
お
守
り
が
ほ
し
か
っ
た
の

に
」
と
云
う
声
が
聞
か
れ
ま
す
。
ま
た
、
つ
い

先
月
、
兵
庫
県
姫
路
市
か
ら
観
光
バ
ス
で
来
ら

れ
た
方
よ
り
、「
参
拝
に
来
た
の
で
、
御
朱
印
が

ほ
し
か
っ
た
」
と
連
絡
が
あ
り
ま
し
た
。 

こ
の
よ
う
に
神
社
施
設
の
現
状
況
か
ら
し
て

良
く
し
て
い
か
な
い
と
、
こ
の
、
神
社
の
繁
栄
、

強
い
て
は
福
岡
の
発
展
へ
と
繋
が
り
ま
せ
ん
。

委
員
会
を
設
置
し
必
要
な
こ
と
か
ら
進
め
て
ま

い
り
ま
す
の
で
宜
し
く
ご
理
解
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

 

■ 

幽
玄
御
神
灯
祭

幽
玄
御
神
灯
祭

幽
玄
御
神
灯
祭

幽
玄
御
神
灯
祭    

八
月
十
五
日

八
月
十
五
日

八
月
十
五
日

八
月
十
五
日 

 

（
ろ
う
そ
く
祭
り
） 

 

本
来
、
榊
山
神
社
に
無
か
っ
た
お
祭
り
で
す

が
、
三
年
ほ
ど
前
か
ら
始
め
ま
し
た
。
最
初
は

夏
祭
り
が
終
わ
り
氏
子
総
代
さ
ん
た
ち
の
慰

労
会
を
行
な
う
予
定
で
し
た
が
、
何
か
催
し
も

の
を
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
偶
々
、

伊
勢
の
神
宮
御
遷
宮
の
ご
神
木
を
付
知
か
ら

出
す
ご
神
木
祭
に
使
用
し
た
ろ
う
そ
く
の
カ

ッ
プ
を
譲
り
受
け
た
こ
と
に
よ
り
ろ
う
そ
く

祭
り
を
敢
行
し
た
し
だ
い
で
す
。
昨
年
は
、
ろ

う
そ
く
祭
り
に
合
せ
ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト
も
開

き
ま
し
た
。
今
年
は
、
ろ
う
そ
く
祭
り
に
合
せ
、

映
画
会
、
ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト
を
企
画
中
で
す
。 

ぜ
ひ
、
多
く
の
方
に
神
社
参
拝
を
兼
ね
て
来
て

頂
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

因
み
に
、
映
画
は
日
本
の
神
話
を
題
材
に
し

た
も
の
で
特
に
、
お
子
さ
ん
に
見
て
い
た
だ
け

る
も
の
で
す
。 

■ 

日
本
日
本
日
本
日
本
のののの
文
化
文
化
文
化
文
化    

（
氏
子
の
し
お
り
か
ら
）    

神
社
に
お
参
り
し
、
お
賽
銭
を
捧
げ
、
手
を
合

せ
て
祈
る
。
お
神
札
や
お
守
り
を
受
け
、
お
み

く
じ
を
引
い
て
一
喜
一
憂
す
る
。
気
持
ち
を
改

め
清
々
し
い
気
持
ち
に
な
ろ
う
と
神
社
に
お
参

り
す
る
こ
と
は
日
本
人
に
と
っ
て
は
自
然
な
行

為
で
す
。 

ご
飯
を
食
べ
る
と
き
「
い
た
だ
き
ま
す
」
と
い

い
ま
す
。
作
っ
て
く
れ
た
方
へ
の
感
謝
や
命
を

い
た
だ
く
と
言
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
が

別
の
意
味
で
自
然
と
云
う
恵
み
を
与
え
て
下
さ

っ
た
神
々
に
対
す
る
感
謝
を
表
す
言
葉
で
も
あ

り
ま
す
。
私
た
ち
の
日
常
生
活
に
は
神
々
と
共

に
暮
ら
し
て
き
た
日
本
人
の
心
を
見
つ
け
る
こ

と
が
出
来
ま
す
。 

日
本
人
に
と
っ
て
稲
作
は
、
神
聖
な
営
み
で
あ

り
ま
し
た
。
様
々
な
自
然
条
件
が
満
た
さ
れ
、

人
の
手
が
加
わ
る
ほ
ど
に
豊
に
な
り
ま
し
た
。

日
本
人
の
勤
勉
さ
は
、
変
化
す
る
自
然
を
見
つ

め
稲
作
を
行
な
う
中
で
培
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

ま
た
、
宮
大
工
達
が
神
社
を
建
造
す
る
際
に
「
携

わ
れ
る
こ
と
の
誇
り
」
の
気
持
ち
を
抱
く
の
は

神
々
に
対
す
る
奉
仕
で
あ
り
「
人
の
為
に
尽
く

す
」
真
摯
な
姿
勢
、
勤
勉
な
態
度
と
し
て
の
現

れ
で
あ
り
ま
す
。
日
々
の
暮
ら
し
の
中
、
仕
事

の
対
す
る
姿
勢
、
行
い
は
神
々
の
手
振
り
に
通

じ
る
も
の
が
あ
る
の
で
す
。 

ご
く
自
然
に
日
々
の
中
に
溶
け
込
ん
で
い
る

神
を
敬
う
気
持
ち
は
、
古
の
時
代
よ
り
、
日
本

人
の
生
活
や
考
え
方
の
基
本
を
形
作
り
今
も
日

本
の
文
化
の
根
底
に
あ
り
続
け
て
い
る
の
で
す
。 

   

暑
い
日
が
続
き
ま
す
。 

健
康
に
留
意
し
て
夏
を
乗
り
越
え

て
く
だ
さ
い 

  


