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三
社
神
社

氏
子
が
鈴
緒
を
奉
納

三
社
神
社
の
拝は

い

殿で
ん

の
鈴す

ず

緒お

が

新
し
く
な
り
、
参
拝
者
か
ら
喜

ば
れ
て
い
ま
す
。
同
神
社
に
よ

る
と
、
奉
納
し
た
の
は
同
神
社

氏う
じ

子こ

の
塩
見
功い

さ

さお

ん

と
長

男
晴は

る

彦ひ
こ

さ
ん

（
市
岡
元
町

の
日
本
タ
イ
ロ
ッ
ド
工
業

会

長
と
社
長
）
。

二
人
は
神
社
と
相
談
の
上
、

業
者
か
ら
鈴
緒
と
記
念
文
字
彫

刻
そ
れ
ぞ
れ
二
本
を
購
入
。
七

月
初
め
に
古
い
物
と
取
り
換
え

ま
し
た
。
鈴
は
従
来
の
物
を
社

員
で
技
術
部
長
の
向む

か

高た
か

靖や
す

さし

ん

が
サ
ン
ド
ペ
ー
パ
ー
で
磨

き
上
げ
、
新
し
い
鈴
緒
に
取
り

付
け
ま
し
た
。

三
社
神
社
の
夏
祭
り
が
終
わ

っ
た
七
月
二
十
三
日
朝
、
本
殿

で

鈴
緒
奉
納
の
奉
告
祭

が

厳お
ご

かそ

に
執と

り
行
わ
れ
、
感
謝
の

祝の
り

詞と

が
北
村
宮ぐ

う

司じ

に
よ
っ
て
読

み
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

同
宮
司
に
よ
る
と
、
参
拝
の

際
に
鈴
緒
を
ゆ
す
っ
て
鈴
を
鳴

ら
す
行
為
に
は
、
神
様
に
お
願

い
事
を
す
る
前
に
、

ま
ず
自

分
を
祓は

ら

い
清
め
る

そ
の
上
で

神
様
の
注
意
を
自
分
に
向
け
て

頂
く

と
い
う
意
味
が
あ
る
と

い
う
こ
と
で
し
た
。

◆
神
様
敬
う
心
の
表
わ
れ

奉
納
を
済
ま
せ
た
塩
見
功
さ

ん
は

氏
子
と
し
て
境け

い

内だ
い

が
い

つ
も
美
し
く
あ
る
よ
う
に
と
心

が
け
て
お
り
ま
す
が
、
よ
く
使

わ
れ
て
黒
ず
ん
で
き
た
鈴
緒
の

事
も
気
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

新
し
い
鈴
緒
で
気
持
ち
よ
く
お

参
り
し
て
も
ら
え
た
ら
嬉
し
く

思
い
ま
す
。同
宮
司
は

新
し

い
鈴
緒
は
氏
子
の
方
々
の
神
様

を
敬
う
気
持
ち
の
表
わ
れ
で
あ

り
、
神
社
が
行
な
う
よ
り
も
一

層
意
義
あ
る
こ
と
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
と
話
し
て
い
ま
し
た
。

真新しい鈴緒を手に喜ぶ
塩見功さん ７月 日、
三社神社の拝殿前で

●

歌
声
喫
茶

ブ
レ
ー
ク

昭
和
三
十

四
十
年
代
に
大
流

行
し
た
歌
声
喫
茶
が
港
区
で

再
ブ
レ
ー
ク
の
兆き

ざ

し
。
そ
の
一

つ

う
た
ご
え
倶く

楽ら

部ぶ

ね
こ
じ

ゃ
ら
し

に
は
区
内
外
か
ら
老

若
男
女
が
集
い
、
か
つ
て
大
阪

駅
前
と
も
し
び
を
主
宰
し
た

ベ
テ
ラ
ン
喜き

多た

陵り
ょ

介う
す

さけ

ん
の
リ

ー
ド
で
声
を
合
わ
せ
て
い
る
。

七
月
下
旬
に
は
ピ
ア
ノ
伴
奏
で

海

少
年
時
代
四
季
の
歌

花
嫁

草
原
情
歌

灯

ト

ロ
イ
カ

な
ど
を
次
々
と
歌
っ

た

写
真
。
八
幡
屋
か
ら
来
た

六
十
代
女
性
グ
ル
ー
プ
は

昔

の
歌
な
ら
何
で
も
好
き
。
コ
ー

ラ
ス
は
難
し
い
面
も
あ
り
ま
す

が
、
歌
声
喫
茶
は
歌
っ
て
い
る

だ
け
で
い
い
の
で
気
楽
で
す
。

毎
土
曜
（
第
三
除
く
）
十
四

十
六
時
（
一
飲
物
付
千
円
）
。

場
所
は
波
除
五

七

六
（

弁
天
町
駅
北
口
歩
二
分
）
。

六
五
八
一

八
七
六
〇
。

●
居
酒
屋
で
懐
か
し
の
レ
コ
ー

ド
ブ
ー
ム

レ
ト
ロ
居
酒
屋
と

し
て
人
気
の

い
そ
じ
屋
（
磯

路
二

一
一

一
八
）
で
今
、

懐
か
し
の
レ
コ
ー
ド
鑑
賞
が
静

か
な
ブ
ー
ム
。
客
が
ポ
ッ
プ
ス

か
ら
昭
和
歌
謡
ま
で
様
々
な
ジ

ャ
ン
ル
の
レ
コ
ー
ド
盤
を
持
ち

寄
り
、
店
の
蓄
音
機
で
か
け
て

も
ら
っ
て
い
る
。
小
林
正ま

さ

逸い
つ

さ

ん

（
市
岡
元
町
）

写
真

も
そ
の
一
人
。
ロ
マ
ン
チ
ス

ト
の
飲
み
仲
間
が
持
参
し
た
レ

コ
ー
ド
の
音
楽
に
感
激
し
、
こ

の
店
が
更さ

ら

に
好
き
に
な
っ
た
と

か
。

私
は
グ
ラ
シ
ェ
ラ
・
ス

サ
ー
ナ
の
フ
ァ
ン
で
、
彼
女
の

歌
を
聴
く
と
二
十
六

七
歳
の

頃
を
思
い
出
し
ま
す
。
ま
た
見

合
い
の
時
に
妻
か
ら

ア
リ
ス

は
好
き
で
す
か
？
と
訊き

か
れ
、

そ
れ
は
食
べ
物
で
す
か

と

訊き

き
返
し
て
恥
ず
か
し
い
思
い

を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た

が
、
そ
れ
以
来
ア
リ
ス
も
好
き

に
な
っ
た

そ
ん
な
こ
と
も
思

い
出
し
ま
し
た
。同
店
で
は
ジ

ャ
ン
ル
を
問
わ
ず
気
軽
な
レ
コ

ー
ド
盤
持
参
を
呼
び
か
け
て
い

る
。

六
五
七
二

一
三
二
七

（
十
七

二
十
三
時
、月
曜
休
）。

ペドロさん

桐田勝治さん

●
八
幡
屋
出
身
の
ロ
ッ
ク
ド
ラ

マ
ー
桐き

り

田た

勝か
つ

治じ

さ
ん

所
属
バ

ン
ド

ガ
ー
ゴ
イ
ル

の
ア
ル

バ
ム

黒く
ろ

密み
っ

典て
ん

好
評
。

死

に
至
る
傷

メ
メ
ン
ト
・
モ

リ

ゼ
ロ
ブ
ラ
ッ
ド

ぶ
っ

ち
ぎ
り
ク
ラ
ッ
シ
ュ
！

空
へ

と
続
く
坂

マ
グ
マ
キ
ッ
ド

風
の
城

ガ
ラ
ポ
ン
な
ど
十

一
曲

九
月
五
日
（
日
）
十
八

時
か
ら
神
戸
チ
キ
ン
ジ
ョ
ー
ジ

（

阪
急
阪
神

三
宮

駅
下
車
、

〇
七
八

三
三
二

〇
一
四
六
）
で
ガ
ー
ゴ
イ
ル

秋
の
イ
ベ
ン
ト
ツ
ア
ー

黒
帯

ロ
ッ
カ
ー
ズ
２
０
１
０

。

●
三
先
の
フ
ォ
ー
ク
歌
手
ペ
ド

ロ
さ
ん

切
断
ブ
ラ
ザ
ー
ズ

（
左
手
親
指
切
断
の
共
通
体
験

を
持
つ
三
人
で
結
成
）
の
リ
ー

ダ
ー
や
ソ
ロ
で
温
か
な
雰
囲
気

の
オ
リ
ジ
ナ
ル
フ
ォ
ー
ク

毎

月
第
一
・
三
木
曜
二
十
時
ザ
・

セ
ラ
ー
（
中
央
区
西
心
斎
橋

六
二
一
二

六
四
三
七
）

毎

月
第
三
火
曜
二
十
時
か
つ
お
の

遊
び
場
（
中
央
区
宗
右
衛
門
町

〇
九
〇

五
八
八
二

七
〇

一
五
）

奇
数
月
第
三
日
曜
十

五
時
半
天
満
寅
蔵
（
北
区
池
田

町

六
三
五
二

一
〇
九
一
）

毎
月
第
二
火
曜
二
十
時
半
ロ

ー
ジ
ー
（
中
央
区
西
心
斎
橋

六
二
一
三

三
九
九
九
）
。

◆
風
土
に
適
し
た
工
法
で

宮
大
工
独
特
の
工
法
に

木

組
み

が
あ
り
ま
す
。
釘く

ぎ

を
ほ

と
ん
ど
使
わ
ず
木
と
木
を
組
み

合
わ
せ
る
の
で
地
震
に
強
く
、

日
本
の
風
土
に
適
し
た
工
法
と

い
え
ま
す
。
そ
の
木
組
み
に
も

相あ
い

欠か

き

捻ね
ん

組ぐ

み

な
ど

複
雑
な
継
ぎ
技
術
が
い
く
つ
も

あ
り
、
そ
れ
ら
を
駆
使
す
る
こ

と
で
、ず
れ
や
緩
み
が
生
じ
ず
、

む
し
ろ
年
月
を
経
る
ほ
ど
に
固

く
締
ま
る
日
本
建
築
が
可
能
に

な
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

ま
た
神
殿
な
ど
の
屋
根
や
軒の

き

に
見
ら
れ
る
独
特
の
反そ

り
（
曲

線
）
は
宮
大
工
な
ら
で
は
の
造

形
で
す
。
ど
ん
な
方
法
で
生
み

出
す
の
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
屋

根
の
場
合
。
イ
メ
ー
ジ
す
る
曲

線
を
象か

た

っど

た
型
板
（
破は

風ぶ

板い
た

）

を
屋
根
の
左
右
両
端
に
立
て
、

そ
の
間
に
も
同
様
の
型
板
（
野の

垂た
る

木き

）
を
一

二
枚
立
て
、
そ

れ
ら
の
上
に
細
長
い
板
（
野の

地じ

板い
た

）
を
何
枚
も
渡
し
て
い
き
ま

す
。
そ
う
し
て
敷
き
詰
め
ら
れ

た
野
地
板
と
野
地
板
の
継
ぎ
目

を
鉋か

ん

でな

削
り
な
が
ら
滑
ら
か
な

曲
面
へ
と
仕
上
げ
て
い
く
の
で

す
。
物
に
よ
っ
て
は
そ
の
上
を

薄
い
銅ど

う

板ば
ん

や
檜
の
薄う

す

板い
た

で
葺ふ

く

こ
と
も
あ
る
そ
う
で
す
。
細
密

な
技
に
唸う

な

ら
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
他
、
神
殿
の
梁は

り

や
欄ら

ん

間ま

に
施ほ

ど

さこ

れ
る
彫
り
物
も
宮
大
工

の
腕
の
見
せ
所
。
南
さ
ん
は
外

注
も
し
ま
す
が
、
彫
刻
刀
を
使

っ
て
自
分
で
も
彫
り
ま
す
。

◆
鉋
だ
け
で
も
２
０
０
種
類

道
具
に
は
伝
統
的
な
鉋
、鑿の

み

、

鋸の
こ

な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、
一
般

大
工
よ
り
ず
っ
と
種
類
が
多
い

の
が
特
徴
。
特
に
鉋
は
こ
の
作

業
場
だ
け
で
も
約
二
百
種
類
。

道
具
箱
を
覗の

ぞ

い
て
そ
の
数
の
多

さ
、形
の
多
様
さ
に
び
っ
く
り
。

そ
の
一
方
で
機
械
化
も
進
み
、

鑿
や
鋸
を
使
う
分
野
は
減
っ
て

き
た
と
い
い
ま
す
。

関
連
業
者
に
は
材
木
屋
、
飾

り
金
具
屋
、
銅
板
屋
、
生き

地じ

屋
、

彫
り
物
屋
な
ど
が
あ
り
、
納
期

を
睨に

ら

み
、
連
携
し
な
が
ら
作
業

を
進
め
ま
す
。

で
は
こ
の
よ
う
な
技
術
を
南

さ
ん
は
ど
の
よ
う
に
身
に
付

け
、発
揮
し
て
き
た
の
か
、ま
た

ど
ん
な
思
い
や
夢
が
あ
る
の
か

そ
れ
は
次
号
で
。（
つ
づ
く
）

き
な
神
殿
に
は
数
カ
月
か
か
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
家
庭
用

の
小
さ
な
神
殿
な
ら
約
一
週

間
、
祓は

ら

い
串ぐ

し

な
ど
細
か
な
物
な

ら
一
日
で
仕
上
げ
ま
す
。

注
文
を
受
け
る
と
希
望
の
寸

法
に
応
じ
て
設
計
し
ま
す
が
、

一
般
建
築
の
よ
う
に
自
由
と
い

う
訳
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
神
具

独
特
の
約
束
事
が
あ
る
か
ら
で

す
。
例
え
ば
神
殿
の
柱
の
太
さ

は
総
間ま

口ぐ
ち

の
一
割

一
割
二
分

と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
柱
の
太

さ
が
決
ま
れ
ば
屋
根
の
厚
み
も

決
ま
っ
て
い
く
と
い
う
風
に
、

順
に
各
部
材
の
寸
法
を
採と

っ
て

い
き
ま
す
（
木き

割わ
り

）
。
そ
う
し

た
制
約
を
踏
ま
え
て
自
分
な
り

の
イ
メ
ー
ジ
を
描
き
、
設
計
す

る
の
で
す
。

用
材
は
檜
が
主
で
す
が
、
物

に
よ
っ
て
は
杉
、
桐き

り

、
欅け

や

なき

ど

を
使
う
こ
と
も
あ
る
そ
う
で

す
。
買
い
付
け
先
で
は
丸
太
の

目
を
見
て
選
び
、
仕
上
げ
寸

法
よ
り
少
し
大
き
め
に
製
材
し

て
も
ら
っ
て
持
ち
帰
り
ま
す
。

こ
め
る
作
業
場
で
、
実
演
を
交

え
て
話
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

◆

雛
宮
大
工

と
し
て

南
さ
ん
は
宮
大
工
の
中
で
も

雛ひ
な

宮
大
工

と
呼
ば
れ
、
神

殿
、
神し

ん

壇だ
ん

、
雪ぼ

ん

洞ぼ
り

な
ど
の
神
具

全
般
を
製
作
し
、
神
社
の
手て

摺す
り

や
塀へ

い

な
ど
も
手
が
け
ま
す
。
大

に
そ
の
数
は
少
な
く
な
っ
て
い

ま
す
が
、
そ
の
一
人
で
、
港
区

で
は
唯
一
の
宮
大
工
で
あ
る
南

浩こ
う

二じ

郎ろ
う

さ
ん
を
訪
ね
ま
し
た
。

檜ひ
の

材き

の
爽
や
か
な
匂
い
が
立
ち

夏
祭
り
が
終
わ
り
地
蔵
盆
の

季
節
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
う

し
た
地
域
行
事
の
シ
ン
ボ
ル
で

あ
る
神み

輿こ
し

や
地
蔵
堂
、
ま
た
神

社
・
寺
院
・
文
化
財
な
ど
の
建

築
・
改
築
・
修
理
を
手
が
け
る

の
が
宮
大
工
で
す
。
時
代
と
共

神殿の一種
ご

極
くじ

上
ょう

高
こう

欄
らん

一
いっ

社
しゃ

宮
みや

を製
作する南浩二郎さ
ん。独特の約束事
に沿って設計し、
伝統の道具を使う

宮

大

工

宮

大

工

神
祭
具
製
作

ミ
ナ
ミ
木
工

南
浩
二
郎
さ

ん

（
田
中
３
丁
目
、

歳
） 上上


