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理
事
長
関
側
季
弘

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

平
成
十
一
年
の
新
蒜
を
迎
え
謹
ん
で
新
年
の
ご
挨
拶
を
申

し
上
げ
ま
す
。

平
素
は
何
か
と
同
族
会
の
事
業
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を

い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
同
族
会
の
例
年
の
蛎

業
は
系
図
の
保
存
と
展
観
、
競
馬
会
神
軒
の
奉
仕
、
祖
先
祭

祀
の
斎
行
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
主
要
事
業
の
ほ
か
同
族

と
し
て
の
意
識
、
連
帯
感
の
向
上
、
同
族
会
の
活
性
化
を
は

か
る
た
め
、
一
昨
年
来
新
た
な
活
動
に
つ
い
て
種
々
検
討
を

進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
こ
の
う
ち
広
報
紙
「
同
族
会
だ

よ
り
」
は
皆
様
の
ご
協
力
を
得
て
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
、

こ
の
ほ
か
新
た
な
活
動
に
つ
い
て
は
本
年
も
引
き
続
き
実

施
に
向
け
て
検
討
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

長
期
的
な
課
題
と
し
て
の
同
族
会
の
基
本
財
産
で
あ
る

財
川
推
金
の
哨
額
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
が
、
昨
今
低
金
利

の
た
め
財
川
堆
金
の
果
実
は
極
め
て
少
な
く
財
源
が
不
足

し
、
止
む
な
く
祢
年
会
風
の
皆
様
に
運
営
経
賀
の
援
助
を
お

願
い
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
助
成
金
の
一
部
は
将
来
の

堆
金
哨
額
に
充
淵
し
財
団
の
鍵
盤
強
化
に
備
え
て
い
き
た

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
事
業
推
進
に
あ
た
り
本
年
も
皆
様

の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

股
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
年
頭
に
あ
た
り
会
員
、
ご
家
族

の
皆
様
の
ご
健
康
と
ご
多
幸
を
祈
念
い
た
し
ま
し
て
新
年

の
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

範
制
陣
〒
し
Ｌ
ｋ
〃
あ
ん
ワ
ゲ
し

平
成
１
年
十
月
一
一
十
五
日
伺
十
時
か
ら
恒
例
の
祖
先
祭
が

賀
茂
社
勅
使
殿
で
宮
司
以
下
四
人
の
神
職
の
ご
奉
仕
を
得
て

行
な
わ
れ
た
。
会
員
と
そ
の
家
族
合
わ
せ
行
一
人
が
参
拝
し
た
。

鍛
茂
十
六
流
の
各
代
表
に
よ
る
正
硴
奉
鍵
も
行
な
わ
れ
、
厳

粛
の
う
ち
に
斎
行
さ
れ
た
。

神
事
が
開
始
さ
れ
る
に
先
だ
っ
て
会
員
の
藤
木
茂
氏
。
西
池

勝
太
郎
氏
（
両
氏
と
も
神
職
の
有
資
格
薪
）
か
ら
神
拝
作
法
（
下

水
や
玉
串
奉
鍵
の
仕
方
）
に
つ
い
て
指
導
を
受
け
、
非
常
に
有
意

義
で
あ
っ
た
。

神
事
終
了
後
、
学
術
講
演
と
し
て
、
現
在
上
賀
茂
神
社
内
で

進
め
ら
れ
て
い
る
古
文
書
（
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
我
々
の
先
祖
が
書

き
還
し
た
も
の
）
の
調
査
経
過
が
発
表
さ
れ
た
。

演
題
諦
上
賀
茂
神
社
の
調
賓
か
ら

Ｉ
氏
人
達
の
古
文
書
に
つ
い
て
Ｉ

講
師
唖
京
都
府
文
化
財
保
護
課

主
査
布
川
登
志
雄
先
生

要
旨
韓
に
賀
茂
神
社
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
古
文
謝
聯
は
、

｜
昨
年
か
ら
京
都
府
文
化
財
保
識
課
、
文
化
庁
、
東
京
大
紫

史
料
編
纂
所
が
合
同
し
て
調
査
を
進
め
て
い
る
。
沸
川
も
国
家

の
予
算
が
川
い
ら
れ
本
格
的
な
調
査
に
入
っ
た
。

こ
の
古
文
書
群
に
は
神
職
（
氏
人
）
の
社
務
記
録
や
氏
人
で
榊

成
さ
れ
て
い
る
「
惣
（
氏
人
の
合
議
体
）
」
の
運
営
記
録
が
多
い
。

調
査
の
対
象
と
な
る
所
蔵
古
文
書
の
点
数
は
八
○
○
○
点

以
上
と
推
定
さ
れ
る
膨
大
な
量
で
あ
り
、
我
国
の
神
社
の
中
で

も
突
出
的
多
数
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

平
成
十
年
度
の
祖
先
祭
か
ら
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新
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号

こ
れ
ら
の
古
文
書
を
作
成
年
代
別
に
分
類
す
る
と
次
の
よ
う

に
な
る
。

平
安
一
○
通

繍朝瓠壷』二・・・点以上
安
土
桃
山

三
○
○
○
点
以
上

江
戸

三
○
○
○
点
以
上

こ
れ
ら
の
古
文
醤
の
全
て
を
轆
理
、
分
類
、
記
録
を
す
る
の
に

四
年
間
、
さ
ら
に
四
年
間
の
精
杳
検
討
期
間
を
経
て
十
午
後

ぐ
ら
い
に
は
Ⅱ
録
が
出
版
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
こ
れ
ら
の
作
業
と
平
行
し
て
脚
の
煎
要
文
化
財
と
し
て

の
指
定
を
巾
講
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
氏
人
の
雁
孫
で
あ
る
同
族
会
会
員
の
皆
様
の
お
家
に
こ

れ
ら
の
古
文
審
に
関
連
す
る
同
類
の
も
の
が
あ
れ
ば
、
所
有
者

名
を
明
記
し
て
Ｈ
録
の
巾
へ
入
れ
る
の
が
望
ま
し
い
。
鑑
定
を
要

す
る
も
の
が
あ
れ
ば
い
つ
で
も
出
向
き
た
い
。

そ
の
ほ
か
に
、
民
俗
的
な
カ
モ
の
古
事
・
伝
承
（
風
俗
習
慣
・
事

跡
な
ど
に
つ
い
て
の
）
も
収
集
し
た
い
。
こ
れ
は
、
古
文
書
を
解
読

す
る
上
で
有
効
な
も
の
で
あ
る
。

な
お
現
在
調
査
叩
の
古
文
書
例
と
し
て
次
の
よ
う
な
綴
文

（
徒
文
）
が
あ
る
。

学
・
為
、
ロ
ー
ト
・
猟
午
’
一
呼
蕊
施
綏
一
一

、酋纏一』擁・灯一一・忍望投げ鼠・王雛懸
ｌｆ
ｌｆ

：蓑

似
て
。
才
Ｊ
筵 蕊

ガ
ム

Ｚ
籾

（
編
集
子
） これは８５人の響潴を有する或る擁を決めた記録で

あり、擬茂は民主的評離で通);《されていた(惣)こと
を示すものといえる。
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鑿
没

Ｐ 久
我
神
社
秋
季
例
祭
に
十
一
名
参
列

平
成
十
年
十
一
月
一
日
側
斎
行

一
当
日
快
晴
に
恵
ま
れ
同
族
会
か
ら
役
員
ほ

一
か
Ｉ
｜
端
が
参
拝
し
ま
し
た
。

｜
久
我
神
社
は
既
に
御
存
知
の
よ
う
に
観
茂

県
主
の
祖
神
建
角
身
命
を
御
祭
神
と
す
る
神

社
で
旧
大
宮
郷
（
観
茂
別
雷
神
社
領
で
俗
に

云
う
擬
茂
六
郷
の
一
つ
に
鎮
座
さ
れ
て
い
る

神
社
で
す
。
服
几
の
初
編
は
初
め
に
久
我
神

平
成
十
年
十
月
二
十
五
曰

賀
茂
県
主
同
族
会
祖
先
祭
（
敬
称
略
）
“
神

戸
田
保
輝
皿
田
村

岡
本
清
信
笘
一
一
宅
貞
子
》
山
本

蒋
池
等
子
》
藤
木
典
直
》
山
本

関
目
節
雄
》
藤
木
啄
也
一
蒋
池
重
信
砕
藤
木

関
目
紀
子
》
堀
内
保
逸
罪
蕪
池
光
子
一
山
本

藤
木
茂
四
堀
内
保
丸
一
藤
木
澄
子
》
山
本

宮
田
桂
子
》
岡
本
映
子
〉
藤
木
量
一
山
本

浦
野
邦
一
壬
藤
木
光
男
一
藤
木
永
子
》
西
池
恒
氏
》
岡
本

東
辻
清
孝
》
藤
木
直
介
》
井
関
美
幸
｛
岡
本
房
江
》
西
池

岡
本
消
紀
》
梅
辻
講
鷺
浦
野
賀
子
》
岡
本
静
江
》
岡
本

山
本
浩
久
》
西
池
雅
江
》
山
本
愛
子
（
藤
木
秀
昭
》
北
大
路

岩
佐
氏
昭
》
西
池
季
久
》
藤
木
保
直
》
藤
木
哨
子
》
西
池

藤
木
弘
直
》
山
本
節
子
一
藤
木
朝
子
》
藤
木
漬
子
》
関
目

堀
川
潤
》
太
田
登
》
北
大
路
澄
代
》
中
大
路

岡
本
寛
一
岡
本
光
子
一
北
大
路
葵
子
》
宮
嶋

西
池
勝
太
郎
》
藤
木
佐
稚
子
》
西
池
節
子
》
錦
部

岡
本
季
幸
》
市
和
顕
呼
西
池
珠
千
一
錦
郊

市
忠
顕
》
錦
部
綾
子
》
山
本
喜
代
子
一
錦
蔀

市
虞
由
美
》
馬
場
利
夛
錦
型

藤
木
保
誠
》
芝
季
久
夫
一
山
末

祭
（
敬
称
略
）
“
神
様
辨

戸
田
保
輝
皿
田
村
秀
子

牛
情
信
笘
一
一
宅
貞
子
》
山
本
幸
大

池
等
子
》
藤
木
典
直
》
山
本
弥
生

不
啄
也
一
蒋
池
重
信
砕
藤
木
和
子

円
保
逸
罪
蕪
池
光
子
一
山
本
義
雄

内
保
丸
一
藤
木
澄
子
》
山
本
健
大

本
映
子
〉
藤
木
呈
》
山
本
信
吾

不
永
子
》
西
池
恒
氏
》
岡
本
吉
子

閏
美
幸
一
岡
本
房
江
》
西
池
鈴
子

野
賀
子
》
岡
本
静
江
》
岡
本
正
保

本
愛
子
（
藤
木
秀
昭
》
北
大
路
元
顕

木
保
直
》
藤
木
哨
子
》
西
池
成
晃

木
朝
子
》
藤
木
漬
子
》
関
目
季
弘

田
登
》
北
大
路
澄
代
》
中
大
路
顕
信

本
光
子
一
北
大
路
葵
子
一
宮
嶋
美
都
留

木
佐
稚
子
》
西
池
節
子
》
錦
部
節
子

和
顕
呼
西
池
珠
子
》
錦
部
晋
治

部
綾
子
》
山
本
喜
代
子
一
錦
部
俊
和

眞
由
美
》
馬
場
利
夛
錦
部
清
織

木
保
誠
一
芝
季
久
夫
》
山
本
須
磨
子

芝
佳
代
子
》
山
本
美
代
子

西
池
令
子

北
大
路
和
子

社
に
お
参
り
し
て
か
ら
上
磯
茂
神
社
に
詣
で

る
の
が
道
順
だ
と
云
わ
れ
て
居
り
Ⅲ
社
家
の

人
達
の
中
に
も
今
も
そ
の
習
慣
に
従
っ
て
い
る

人
が
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
一
度
久
我
神

社
へ
お
参
り
さ
れ
て
は
如
何
で
し
ょ
う
か
。

２
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み
そ
ぎ
と
の
二
人
三
脚

堀
内
保
九

我
が
家
で
は
男
子
は
数
え
年
１
歳
以
降
の

元
乢
は
輝
年
井
戸
端
で
み
そ
ぎ
し
て
初
詣
を

致
し
ま
し
た
。
が
、
我
が
幼
き
Ｒ
の
し
ん
し
ん

と
雪
降
る
夜
の
寝
物
語
に
、
祖
隊
か
ら
聞
く

祖
父
（
共
保
）
の
寒
中
の
お
み
そ
ぎ
に
は
「
寒
中

も
休
め
な
い
毎
朝
の
お
み
そ
ぎ
な
ら
ば
、
間
違

っ
て
も
神
主
だ
け
に
は
な
ら
な
い
ぞ
」
と
、
炬
燵

の
中
で
決
意
（
？
）
し
ま
し
た
。
が
「
風
そ
よ
ぐ
柵

の
小
川
の
夕
暮
れ
は
：
」
の
歌
を
学
校
で
習
っ

て
上
賀
茂
杜
と
み
そ
ぎ
の
関
係
を
知
り
、
「
玉

依
姫
様
が
葛
ヶ
淵
辺
り
で
お
み
そ
ぎ
を
受
け

ら
れ
た
後
、
神
山
に
て
み
た
主
し
ず
め
な
さ
っ

た
と
き
、
別
需
神
の
ご
降
臨
が
あ
っ
た
の
か

も
と
な
ど
と
僑
越
な
想
像
を
走
ら
せ
た
り
も

し
た
の
は
少
年
時
代
で
し
た
。

戦
時
中
大
政
翼
憐
会
主
導
の
み
そ
ぎ
が
各

地
で
流
行
的
か
つ
半
強
制
的
に
実
修
さ
れ
ま

し
た
が
、
や
が
て
例
の
八
月
十
五
側
で
す
。

人
々
の
熱
は
さ
め
染
て
た
様
で
し
た
。
当
時
十

九
歳
の
私
は
こ
の
流
れ
と
は
別
に
、
負
け
た
悔

し
さ
を
払
拭
し
、
新
し
い
力
を
得
る
た
め
に
翌

Ⅱ
の
昭
和
二
十
年
八
Ⅱ
卜
六
Ⅱ
の
朝
か
ら
水

を
か
ぶ
り
始
め
た
の
で
す
。

時
に
知
遇
を
得
た
、
峰
神
官
打
井
鹿
と
助

宮
司
か
ら
「
そ
れ
は
凡
の
河
瀧
の
行
水
、
い
っ
そ

う
の
こ
と
奈
良
朝
以
前
の
大
山
の
み
そ
ぎ

Ｚ

害

穂
ＦＤ

を
．
．
」
と
指
摘
さ
れ
、
「
で
は
宜
し
く
」
と
な
っ

て
、
そ
の
み
そ
ぎ
を
習
い
ま
し
た
。
白
峰
神
宮

や
如
意
ケ
岳
と
大
原
野
の
滝
で
で
し
た
。
こ
れ

が
一
一
一
一
［
わ
ぱ
習
慣
と
な
り
、
家
で
の
毎
朝
の
み
そ

ぎ
の
ほ
か
、
毎
夏
の
山
髄
も
り
七
日
間
の
み
そ

ぎ
を
始
め
て
、
こ
れ
は
三
十
年
に
及
び
ま
し
た
。

場
所
は
東
山
・
西
山
・
比
良
山
・
伊
勢
の
入
道

ケ
岳
・
多
度
入
社
等
で
す
。
人
数
は
独
り
の
時

や
家
族
や
教
え
子
同
伴
の
年
も
あ
り
、
有
縁

の
若
い
ア
メ
リ
カ
人
男
女
を
含
め
る
と
延
べ
に

し
て
約
百
人
に
な
り
ま
す
。

尚
こ
れ
と
は
別
に
東
京
の
國
學
院
高
校
に

奉
職
時
か
ら
月
に
一
度
の
、
算
で
神
社
の
潔

斎
所
を
拝
借
し
て
修
藻
さ
せ
て
頂
き
、
こ
の
方

も
井
川
宮
司
さ
ん
の
頃
か
ら
凡
そ
二
十
五
年

に
な
り
ま
す
。
段
近
は
仕
事
の
関
係
ｆ
二
ヶ

月
に
一
度
ほ
ど
に
回
数
が
減
っ
て
い
ま
す
が
：
。

こ
の
点
、
上
侭
茂
神
社
と
の
ご
縁
に
厚
く
感

謝
し
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
肝
心
の
心
境
は
ど
う
か
？
と
問

わ
れ
れ
ば
服
に
汗
顔
の
張
り
で
霊
境
な
ど
は

未
だ
し
未
だ
し
の
域
を
出
ま
せ
ん
。
が
、
裏
に

秘
め
た
祈
り
は
皇
室
の
御
安
泰
は
勿
論
の
事

科
学
と
宗
教
と
を
止
揚
し
得
る
が
様
な
二
十

一
世
紀
の
神
学
の
根
基
砿
立
に
あ
り
ま
す
。

そ
の
様
な
だ
い
そ
れ
た
そ
の
而
の
成
果
は
と

も
か
く
と
し
て
、
す
く
な
く
と
も
、
信
仰
と
心

身
に
情
強
さ
を
与
え
ら
れ
る
事
は
ま
ぎ
れ
の

な
い
嚥
実
で
、
こ
の
点
と
く
に
精
い
人
々
に
薦

め
た
い
気
が
し
ま
す
。
し
か
し
、
我
流
で
始
め

る
と
色
々
の
危
険
を
伴
い
ま
す
か
ら
そ
れ
な

り
の
道
彦
（
指
導
打
）
が
い
り
ま
す
。

１
１
１
’
１
１
１
１
１
‐
’
１
１
－
‐
‐
－
‐

軒轌辨率梺鮴醗Ⅶ争灘ｗ奇跡凶一一一山塞“脳一在資一千年祭に向けての投稿（其一一）―
岡
本
光
子
（
京
都
市
北
区
上
賀
茂
）
一

が
「
私
よ
り
十
七
歳
ｋ
の
鉄
砲
津
稲
荷
の
巾
一

（
１
９
０
７
〉

川
宮
司
さ
ん
は
毎
朝
や
っ
て
お
ら
れ
る
と
聞
一
明
治
四
十
年
四
月
二
１
八
日

蕊
阯
’
零
蕊
川
瀧
川
川
一
蝉
藻
川
蕊
露
喜
；
一

へ
行
く
日
の
朝
ま
で
お
み
そ
ぎ
を
頂
き
た
い
も
－

の
と
思
い
つ
つ
続
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
他
一
献
備
之
歌

の
道
で
境
地
を
既
に
高
め
て
お
ら
れ
る
方
に
は
》

別
の
見
方
も
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

対
花
言
志

今
ま
で
の
経
験
か
ら
家
庭
・
学
校
・
社
会
を
一

従
三
位
子
爵
唐
橋
在
正
｝

問
わ
ず
、
み
そ
ぎ
を
体
験
す
る
人
が
増
え
て
｜
う
ら
う
ら
と
霞
に
匂
ふ
さ
く
ら
は
な

ぐ
れ
ば
、
こ
の
国
に
と
っ
て
心
強
い
こ
と
だ
と
｛

御
国
の
人
の
こ
こ
ろ
な
り
け
り
一

思
い
そ
の
事
を
祈
っ
て
い
ま
す
・
私
が
以
前
東
一

一
泉
の
男
女
高
校
生
た
ち
と
修
換
し
た
時
の
成
一

荒
木
同
豊
彦
》

鰍暦蕊鱗椰阯涙舳織一咲にっ…につけても鬘尭一
も
の
な
つ
か
し
き
花
の
陰
か
な
一

招
く
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
す
。

最
後
に
先
師
の
お
歌
を
三
首
付
記
さ
せ
て
一

市
川
亮
明
一

頂
き
こ
の
稿
を
閉
じ
る
事
に
致
し
ま
す
。

一
散
花
は
根
に
か
へ
れ
と
も
帰
り
来
ぬ

人
の
む
か
し
の
春
そ
こ
ひ
し
き
一

川
面
几
児
一

み
そ
ぎ
し
て
は
ら
へ
ぱ
滴
し
か
ん
な
が
ら

岡
村
種
混
一

神
代
な
が
ら
の
か
み
の
身
と
な
る
一
咲
を
ま
ち
散
を
は
を
し
む
川
櫻

み
そ
ぎ
し
て
寝
る
夜
の
夢
に
流
れ
行
く

人
に
も
か
く
と
お
も
ひ
け
る
哉
一

神
の
つ
く
り
し
あ
ま
の
や
す
か
わ
一

従
七
位
山
本
邦
保
一

（やすかわ…銀河）一在し壮の燕のむかしはかたられと
み
そ
ぎ
し
て
開
け
は
じ
め
し
国
な
れ
ぱ

ゆ
か
し
ぐ
匂
ふ
花
さ
く
ら
か
な
－

み
そ
ぎ
ぞ
国
の
護
り
な
り
け
る
ｒ
‐
‐
－
１
１
‐
‐
１
１
－
‐
，
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
』
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巾
和
顕

保
一
系
会
で
は
、
今
Ｈ
、
毎
年
四
月
第
三
Ⅲ

雁
Ⅱ
に
参
会
を
催
し
て
居
り
Ⅱ
人
余
り
の

方
々
が
参
拝
さ
れ
ま
す
、
保
だ
け
の
祖
先
祭

で
す
。

私
の
子
供
の
頃
、
堺
屋
と
云
う
料
亭
が
御
薗

橘
の
枕
に
あ
り
、
そ
こ
が
会
場
で
し
た
。
父
が

「
今
日
は
参
会
に
つ
れ
っ
た
る
」
と
云
わ
れ
る
と
、

喜
ん
で
、
つ
い
て
い
っ
た
も
の
で
す
。

児
ｒ
が
生
れ
る
と
会
へ
届
を
川
し
ま
す
。
長

男
は
五
歳
、
吹
則
以
下
は
七
歳
か
ら
会
に
川

席
で
き
ま
す
。
十
時
に
神
号
が
掲
げ
ら
れ
ま

す
が
、
こ
れ
に
遅
れ
る
と
、
参
列
で
き
ま
せ
ん
。

お
祭
の
前
後
に
大
人
の
方
々
は
会
議
を
さ
れ

ま
す
の
で
其
の
時
は
、
ｆ
供
達
は
外
で
遊
ん
で

待
ち
ま
す
。
大
き
な
鯉
が
生
賓
に
居
る
の
を

兄
た
り
、
人
き
な
和
金
が
下
水
鉢
に
飼
っ
て
あ

る
の
を
兄
た
り
、
時
に
は
、
か
く
れ
ん
ぽ
な
ど

し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

会
議
が
す
む
と
、

「
お
い
で
お
い
で
。
」

と
呼
ん
で
下
さ
っ
た
政
太
郎
さ
ん
の
や
さ
し
い

お
顔
が
思
い
浮
び
ま
す
。
大
人
の
方
々
は
、
年

久
さ
ん
、
伝
保
さ
ん
、
係
清
さ
ん
、
私
の
父
が

届
ら
れ
た
が
皆
様
Ｐ
供
を
か
わ
い
が
っ
て
下
さ

い
ま
し
た
。

少
し
大
き
く
な
っ
て
六
年
生
ぐ
ら
い
に
な
る

と
、
接
待
役
を
さ
せ
ら
れ
、
直
会
の
お
御
酒
を

注
い
だ
り
、
お
米
を
柳
の
葉
で
掬
っ
て
進
め
て

回
り
ま
し
た
が
、
そ
の
役
に
手
当
が
あ
り
、
思

「
保
」
の
参
会
幼
き
日
の
思
出

わ
ぬ
収
入
が
う
れ
し
か
っ
た
の
で
す
。
と
に
か

く
こ
の
会
は
御
馳
走
が
戴
け
、
お
み
や
げ
も

貰
え
る
の
で
、
た
の
し
い
会
で
し
た
。
い
つ
の
ま

に
か
、
作
法
や
、
玉
串
の
泰
げ
〃
や
、
敬
神
崇

祖
の
念
が
養
わ
れ
ま
し
た
。

今
は
、
十
六
流
の
中
、
一
系
の
会
を
持
っ
て

居
ら
れ
る
の
は
保
だ
け
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か

し
昔
は
そ
れ
ぞ
れ
田
地
も
あ
っ
た
の
で
す
か
ら
、

会
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
他
の
流
の
方
々
も

会
を
復
興
さ
れ
た
ら
、
同
族
会
全
体
の
各
部

と
な
り
、
全
体
の
団
結
が
よ
り
強
固
に
な
る
と

思
い
ま
す
。

現
在
同
族
会
の
祖
先
祭
の
や
り
方
に
つ
い
て

も
、
講
演
の
時
や
総
会
の
時
は
、
子
供
さ
ん
に

と
っ
て
は
味
気
な
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か

ら
子
供
を
わ
ざ
と
連
れ
て
来
ら
れ
な
い
方
も

お
有
り
だ
と
思
い
ま
す
。
私
は
も
っ
と
子
供
さ

ん
に
多
く
の
出
席
を
願
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
に
は
、
講
演
や
会
議
の
時
間
帯
に
平
行

し
て
他
室
（
例
え
ば
十
八
畳
、
庁
の
舎
、
天
気

な
ら
馬
場
）
等
で
子
供
向
き
の
行
事
を
し
た
ら

よ
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
ｒ
供
の

頃
か
ら
、
同
族
会
は
よ
い
会
、
た
の
し
い
会
と

の
観
念
を
持
っ
て
も
ら
い
、
扶
持
、
や
乗
尻
の

成
り
手
も
多
く
な
り
十
番
の
競
馬
が
で
き
る

よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

先
、
、
警
察
の
馬
に
小
学
生
が
乗
せ
て
も
ら

っ
て
よ
ろ
こ
ん
だ
記
事
を
見
ま
し
た
が
、
祖
先

祭
の
ｎ
に
馬
か
、
蝋
馬
を
用
意
し
て
、
お
子
さ

ん
た
ち
に
乗
っ
て
も
ら
っ
た
ら
、
と
思
っ
て
い
ま

す
。

簡
易
な
神
棚
の
ま
つ
り
方

春
日
大
社
神
職
西
池
勝
太
郎

ご
家
庭
で
実
際
に
神
棚
は
ど
の
よ
う
に
し
て

設
け
、
毎
日
の
お
ま
つ
り
は
ど
の
よ
う
に
す
る

の
か
を
簡
単
に
紹
介
い
た
し
ま
す
。

ま
ず
神
棚
は
清
ら
か
で
、
明
る
く
静
か
な
高

い
所
で
、
家
族
の
人
が
親
し
み
や
す
く
、
お
供

え
物
を
し
た
り
、
拝
む
の
に
都
合
の
よ
い
場
所

が
よ
い
で
し
ょ
う
。

神
棚
の
方
向
は
、
南
、
又
は
東
向
が
よ
く
大

き
さ
は
適
宜
で
す
。
そ
し
て
棚
の
中
央
に
宮
形

お
ふ
だ

（
お
社
）
を
す
』
え
、
巾
に
御
神
札
を
納
め
ま
す
。

左
右
に
櫛
立
て
や
灯
明
具
の
ほ
か
、
祭
器
具

と
し
て
、
お
供
え
を
す
る
た
め
の
三
方
、
白
い

す
い
進
へ
い
し

小
皿
一
一
枚
（
米
・
塩
を
艦
る
）
、
水
器
、
瓶
子
一

対
を
用
意
し
ま
す
。

神
様
に
お
供
え
す
る
も
の
を
神
鰹
と
い
い
ま

す
。
神
艇
は
、
毎
Ｎ
お
供
え
す
る
の
が
原
則
で

す
。
お
供
え
も
の
は
最
少
限
、
お
洗
米
、
塩
、

水
の
三
品
で
す
。
少
し
ず
つ
白
い
お
皿
に
盛
り
、

水
は
水
器
に
入
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
清

酒
を
少
最
、
一
対
の
瓶
子
に
注
ぎ
、
さ
き
の
二

品
と
共
に
お
供
え
し
ま
す
。

水

宮形

燭
二発

Ｆ１￣

立一

ご石弓一一もロ

夕｣三宴｣。脚

志瓶子

(清酒)、

洗米一

端／ 、

神
拝
の
作
法
は
、
神
社
に
お
参
り
す
る
時
と

同
じ
で
す
。
二
拝
二
拍
手
一
拝
と
い
う
の
が
基

ゆ
う

本
で
す
。
ま
ず
神
前
に
進
み
一
樹
（
軽
く
頭
一

を
下
げ
る
）
し
て
か
ら
二
拝
（
深
く
お
辞
儀
を

す
る
）
し
、
次
に
拍
手
を
二
度
打
ち
、
次
に
一

拝
し
ま
す
夕
神
前
を
退
く
時
に
は
、
ま
た
軽
く

頭
を
下
げ
ま
す
。

お
正
月
や
毎
月
一
日
、
十
五
日
あ
る
い
は
家

族
の
記
念
日
な
ど
に
は
い
つ
も
よ
り
た
く
さ
ん

の
お
供
え
も
の
を
し
た
方
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

お
さ
が
り
は
、
家
族
み
ん
な
で
少
し
ず
つ
い

た
だ
い
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
。

［
投
稿
の
お
癩
些

○
所
厳
、
随
想
、
体
験
談
、
同
族
会
会
務
へ
の
要

望
、
同
族
会
の
今
後
へ
の
展
望
、
近
い
先
祖
の
事
績

等
、
お
寄
せ
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

○
同
族
の
各
お
う
ち
に
蔵
さ
れ
て
い
る
カ
モ
社
家

の
伝
統
的
習
慣
、
作
法
、
忌
服
等
に
関
す
る
取
り

決
め
等
、
本
紙
を
通
じ
皆
様
の
参
考
に
な
る
資
料

的
な
も
の
で
も
結
榊
で
す
。
既
に
松
岡
一
雄
様

（
評
議
員
）
か
ら
旧
賀
茂
社
「
服
糺
令
」
（
忌
服
期
間

に
関
す
る
も
の
）
が
提
供
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
い
ず
れ
同
族
会
と
し
て
検
討
し
取
り
ま

と
め
て
紙
面
を
通
じ
ご
参
考
に
供
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

［
紙
名
，
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
等
の
応
募
状
況
］

○
十
一
月
末
で
募
集
を
締
め
切
り
ま
し
た
が
、

そ
の
応
募
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

一
、
紙
名

十
一
件

二
、
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
十
件

い
ず
れ
の
作
品
も
熱
意
の
こ
も
っ
た
力
作
揃
い
で

す
が
、
特
に
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
の
応
募
作
品
の
中
に

は
本
格
的
な
図
案
や
正
確
な
機
械
製
図
に
よ
り

し
か
も
色
彩
鮮
や
か
な
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。

い
ず
れ
審
査
会
を
通
じ
決
定
す
る
予
定
で
す
。

４
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賀
茂
社
競
馬
会
神
事
の
馬
具
に
つ
い
て

賀
茂
別
調
神
社
権
禰
宜
藤
木
保
誠

当
社
「
競
馬
会
神
弥
」
は
五
月
五
日
に
執
り
行
わ

れ
、
そ
の
歴
史
は
古
く
堀
川
天
皇
寛
治
七
年
二
○

九
三
）
殿
上
人
女
房
方
が
そ
れ
ぞ
れ
左
右
に
分
か

れ
、
菖
蒲
の
根
合
わ
せ
を
し
た
時
に
、
左
方
は
賀
茂

社
へ
、
右
方
は
石
清
水
八
幡
宮
に
祈
願
を
し
た
、
そ

の
結
果
左
方
が
勝
利
し
た
の
で
宮
中
武
徳
殿
に
て

行
わ
れ
て
い
た
競
馬
を
当
社
に
奉
納
さ
れ
た
の
が

「
賀
茂
競
馬
」
の
始
め
と
云
わ
れ
、
こ
の
嘉
年
よ
り
今

年
で
九
百
五
年
に
あ
た
り
ま
す
。

こ
の
佳
賀
の
年
を
記
念
し
て
高
島
屋
京
都
店
・
そ

ご
う
神
戸
店
に
て
開
催
の
「
冊
中
央
競
馬
展
」
に
カ

ル
チ
ャ
１
ゾ
ー
ン
と
し
て
コ
ー
ナ
ー
を
借
り
競
馬
会

神
事
の
理
解
に
努
め
ま
し
た
。

こ
の
競
馬
会
神
嚇
に
使
用
致
し
て
お
り
ま
す
鞍
は

「
黒
漆
菖
蒲
金
蒔
絵
（
山
形
螺
釦
）
水
下
鞁
」
と
云
い
、

裏
に
は
「
元
禄
卜
年
Ⅲ
川
吉
日
」
の
銘
と
作
蒋
の
花

押
が
あ
り
ま
す
。
鐙
は
「
銀
象
眼
鞘
型
紋
散
ら
し
鉄

鐙
」
、
一
一
一
懸
は
「
村
山
打
の
三
懸
」
と
云
い
、
共
に
五

［平成１１年恒例の有志による

ルーツ巡り日帰りツアーの予定について］

同族会内の有志の方々によるお盆の休みを

利用してのルーツ巡り日帰りツアーは既に五年

目を迎えます。

本年は従来と少し趣を変え､賀茂社の荘園や

御厨を訪問する予定です。

訪問先室津賀茂神社

日程平成１１年８月１５日（日）

乗り物貸切り大型バス

この地室津は瀬戸内海沿岸で最も風光に優れ古く

は室津港として栄えたところです。

また賀茂社の御厨として上賀茂神社が用いる塩を

献上していたところといわれています。

ここに建立されている賀茂社には古くは鳥居大路

詮平が神主として神動し定住したもので､今もその子

孫岡家が代々神主を勤めておられます。

当地で岡宮司さんと話し合えるのが今から楽しみ

に思えます。

ふるってご参加下さい。

お
知
、
ｂ
せ

［
競
馬
会
神
璽
の
奉
仕
者

乗
尻
、
扶
持
を
蕊
築
］

賀
茂
別
雷
神
社
の
競
馬
会
神
事
に
は
、
古
く
か

ら
賀
茂
社
家
が
所
役
、
乗
尻
を
奉
仕
し
て
斎
行
し

て
ま
い
り
ま
し
た
。
近
年
は
乗
尻
、
扶
持
の
奉
仕
詩

が
不
足
ぎ
み
で
す
が
、
賀
茂
競
馬
会
神
伽
九
百
流

年
、
を
迎
え
た
昨
年
平
成
十
年
は
、
新
人
乗
尻
が

四
人
参
加
し
て
く
れ
ま
し
た
の
で
、
馬
十
二
頭
六

代
将
露
綱
吉
の
母
桂
昌
院
の
奉
納
さ
れ
た
物
で
す
。

こ
の
う
ち
鞍
と
三
懸
は
傷
み
が
艦
だ
し
く
使
用
を

控
え
て
い
ま
す
が
、
鐙
は
代
用
品
も
無
く
現
在
に

お
い
て
も
便
川
し
て
い
ま
す
。

轡
は
「
糸
喰
」
と
云
い
、
日
本
の
在
来
馬
は
気
性
が

荒
い
の
で
洋
馬
術
で
用
い
る
物
よ
り
か
な
り
細
い
喰

（
馬
の
口
に
入
る
部
分
）
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
現
在
使
用
の
馬
具
は
、
由
緒
あ
る

古
い
も
の
を
修
復
し
て
大
切
に
使
用
し
て
お
り
、
末

永
く
伝
え
て
い
く
よ
う
努
力
を
致
し
て
い
ま
す
。

[有志による出雲地方の古社巡りの計画］

平成１１年秋には古代の賀茂と関係が深かったが

と思われる(神々のふるさととも言われる)島根県の
かしず

最古社｢神魂神社｣｢出雲大社｣｢熊野神社｣さらにカロ

茂岩倉遺跡等を二泊三日の旅で巡って来ようと考え

ています｡(有志の自動車で）

「出雲｣は我々賀茂の近くに出雲路という地があり

賀茂族と出雲族とは局地的には非常に接近し共存し

ていたこともうかがえます｡これは何故か。

また｢神魂｣については、かつて座田宮司の編纂さ

れた賀茂系図の武角身命以前の先祖に神魂命がお

られます。

この出雲の｢熊野神社｣と､和歌山の｢熊野本宮大

社｣・｢熊野那智大社｣(この二社には八RE烏が武角

身命として祀られている)との関係も非常に気になる

点です。

このほか、｢加茂岩倉遺跡｣の銅鐸は極めて大量に

出土していて、古代史学者の大庭博士はその著書

｢考古学上から見た古氏族の研究｣により賀茂族と銅

鐸の強い結びつきを論じられています。

いずれにせよ自分の目でこの神々のふるさとを観

て｢賀茂｣への考え方を確立してゆく一助になればと
思います。

計画の詳細は次号に載せます。

番
立
て
で
競
馬
を
奉
仕
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

今
後
、
同
族
が
末
永
く
絶
や
す
こ
と
な
く
競
馬
会

神
率
に
奉
仕
を
す
る
た
め
に
、
更
に
多
く
の
鵜
い
枇

代
の
乗
尻
奉
仕
評
を
育
成
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
こ
の
た
め
同
族
の
子
弟
で
乗
尻
、
扶
持
を
奉
仕

し
て
い
た
だ
け
る
力
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

神
事
は
五
月
一
口
に
足
汰
式
、
五
月
五
日
に
競

馬
会
神
事
が
斎
行
さ
れ
ま
す
。
乗
尻
の
乗
馬
練
調

と
祭
儀
の
習
礼
は
三
月
中
旬
か
ら
Ⅲ
月
末
に
か
け

て
Ⅱ
暇
・
祝
日
に
神
社
境
内
の
馬
場
で
行
い
ま
す
。

練
習
は
先
ず
馬
に
馴
れ
る
こ
と
か
ら
始
め
、
乗
馬
の

基
礎
か
ら
順
次
技
術
が
習
得
で
き
る
よ
う
に
順
序

を
立
て
て
行
い
ま
す
。

神
事
で
は
勿
論
、
練
習
で
も
躯
故
は
絶
対
に
起
こ

し
て
は
な
り
ま
せ
ん
の
で
安
全
鮒
一
を
心
が
け
て
お

り
ま
す
。
神
甑
本
番
の
馳
馬
は
、
乗
尻
が
初
心
春
の

場
合
は
熟
練
者
が
代
乗
を
す
る
な
ど
事
故
防
止
に

は
十
分
に
配
慮
い
た
し
て
い
ま
す
。

扶
持
、
乗
尻
と
し
て
奉
仕
し
て
い
た
だ
け
る
方
は

次
の
と
お
り
で
す
。

扶
持
函
会
員
の
子
弟
で
小
学
校
中
高
学
年
の
男
子

乗
尻
》
会
員
の
子
弟
で
小
学
校
高
学
年
以
上
の

学
生
及
び
社
会
人
男
子

い
ず
れ
も
、
ご
奉
仕
い
た
だ
け
る
方
は
お
知
り
合

い
の
同
族
会
役
員
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

［
賀
茂
曲
水
の
宴
の
童
子
を
募
蘂
］

費
茂
曲
水
の
宴
は
皇
太
子
徳
仁
親
頒
殿
下
の

御
成
婚
、
平
安
建
都
千
二
両
年
、
賀
茂
別
濡
神
社

第
四
十
一
回
式
年
遷
宮
を
奉
祝
し
て
、
平
成
六
年

に
三
十
一
一
一
年
ぶ
り
に
復
活
し
、
境
内
渉
渓
園
で
梅

年
四
月
に
開
催
さ
れ
ま
す
。

曲
水
の
園
の
童
子
役
は
、
復
活
第
一
向
以
来
賀

茂
県
主
同
族
会
会
員
の
子
息
が
奉
仕
し
て
き
ま
し

た
。
童
子
は
小
学
生
山
微
学
年
の
男
子
四
人
で
恭

仕
し
て
い
ま
す
が
、
年
々
虚
子
も
大
き
く
な
り
、
新

人
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
を
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ

の
た
め
、
本
年
四
月
に
開
催
さ
れ
る
曲
水
の
宴
で

童
子
を
奉
仕
し
て
い
た
だ
け
る
方
を
募
集
し
ま
す
。

遼
子
は
、
曲
水
の
流
れ
に
羽
鵤
（
編
を
乗
せ
た
為

の
形
を
し
た
舟
）
を
浮
か
べ
仙
水
の
卜
流
に
侍
る
歌

人
に
流
し
届
け
ま
す
。

童
子
と
し
て
奉
仕
し
て
い
た
だ
け
る
力
は
次
の
と

お
り
で
す
。

童
子
》
賀
茂
県
主
同
族
会
会
員
の
子
弟
で

５

小
管
子
生
の
男
子
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△
云
孜
肋
釦
翔
と
口

常
務
理
事
北
大
路
元
顕

○
節
‐
十
三
回
理
事
会
（
出
席
十
一
欠
席
一
一
）

平
成
十
年
十
，
十
一
Ⅲ
開
催

Ｈ
評
議
員
選
任
（
補
充
）
に
関
す
る
件

放
松
下
三
男
氏
（
平
成
几
年
卜
｜
月
卒
去
）

ア
ツ
シ

の
後
任
と
し
て
、
理
事
長
よ
り
梅
辻
諄
氏
（
上

概
茂
在
住
）
を
選
任
し
た
い
旨
の
提
案
が
あ
り
、

全
員
異
瀧
な
く
了
解
し
た
。

尚
就
任
Ⅱ
は
平
成
十
年
１
月
十
．
Ⅱ
付
と

な
る
郡
が
付
言
さ
れ
た
。

口
会
員
盗
格
に
側
す
る
件

イ
．
平
成
六
年
１
｜
Ⅱ
作
成
の
魂
端
締
の

改
刷
版
と
し
て
‐
賀
茂
県
主
同
族
会
会
員
仮

名
簿
罠
現
糸
簿
を
ベ
ー
ス
と
し
た
も
の
で
後
述

の
会
員
資
烙
基
瀧
の
検
討
内
需
に
依
っ
て
は

名
簿
登
載
瀞
の
変
更
も
有
り
得
る
）
を
、
平
成

１
年
十
月
二
十
五
日
の
祖
先
祭
時
に
配
布
す

る
禰
に
な
っ
た
。
（
祉
先
祭
欠
席
会
員
に
は
１

月
一
．
卜
几
Ⅱ
付
で
発
送
済
）

◎理事会,評議員会等の開催予定

〔麗鰹鰄轍まず〕
(1)理事会

第１５回平成１１年３月１４日（日）１３:３０

第１６回平成１１年６月１９日(±)１３:３０

第１７回平成１１年１０月３日（日）１３:３０

第１８回平成１１年１２月５日（日）１３:３０

(2)評議員会

第１３回平成１１年２月２１日(日)１３:３０

第１４回平成１１年６月１９日(土)１０:００

第１５回平成１１年１０月３日(日)１０:００

第１６回平成１１年１１月１４日(日)１３:３０

(3)系図展観公開平成１１年７月２５日（日）

(4)祖先祭平成１１年１０月２４日(日）

口
「
木
渦
簿
」
作
成
に
割
っ
て
は
「
昭
和
十
五

年
１
月
人
口
付
で
議
決
さ
れ
た
同
族
会
（
当

時
は
任
意
団
体
）
会
員
資
格
六
項
目
を
参
考

に
「
船
簿
系
図
チ
ー
ム
」
か
ら
平
成
十
年
二
月

付
で
「
賀
茂
県
主
同
族
会
会
員
資
格
基
準
案
」

が
提
示
さ
れ
た
内
容
、
特
に
会
員
の
範
囲
に
つ

い
て
侭
茂
雌
主
惣
系
図
か
ら
読
み
と
れ
る
賢

茂
氏
の
血
統
を
継
ぐ
希
か
、
又
祉
家
と
し
て
の

家
端
を
継
ぐ
者
か
に
つ
い
て
更
に
検
討
を
加

え
る
必
要
が
あ
る
と
の
慎
愈
論
が
Ⅲ
さ
れ
「
端

輝
系
図
チ
ー
ム
」
の
会
員
盗
幣
避
碓
案
に
つ
い

て
は
議
決
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。

打
合
嚇
項

平
成
１
年
度
の
祖
先
祭
斎
行
に
当
り
理
齋

長
よ
り
①
予
算
説
明
、
式
次
第
ｏ
役
割
分

担
の
説
明
が
あ
り
全
員
の
賛
同
を
得
た
。

○
節
ト
ー
回
評
議
員
会

評
議
員
数
二
卜
「
鍋
の
う
ち
出
席
九
名
欠

席
几
紹
無
回
答
二
名
欠
員
一
名
の
た
め
評
議

員
会
は
流
会
と
な
る
。
此
の
た
め
、
評
議
員
協

平成11年は上記のように計両致しまし

た。議事には会員各位のご意見,ご希望な

どを最大限反1決致したく思いますのでな

んなりとご意見などをお寄せ頂きたく思

います。また、各役員におかれましては、

年間スケジュールに蒔き川|えていただ

き、欠席や委任状によるＨ１席などを可及

的に避けていただきたく何とぞよろしく

お願い申し上げます。

議
会
と
し
て
話
し
合
い
の
場
と
し
た
。

Ｈ
会
員
資
格
に
関
す
る
件

去
る
十
年
二
月
二
十
八
日
糸
簿
系
図
チ
１

ム
で
纏
め
ら
れ
た
「
会
員
賛
絡
雄
準
案
」
に
つ
い

て
広
く
意
見
を
聴
取
す
る
た
め
卜
年
九
凡
二

十
七
脚
に
鍋
簿
系
図
チ
ー
ム
会
議
に
理
礪
、

監
事
、
評
議
員
の
出
席
を
求
め
、
チ
ー
ム
リ
ー

ダ
ー
よ
り
現
在
ま
で
の
チ
ー
ム
会
議
の
経
過

と
薙
準
案
の
説
明
が
あ
っ
た
が
結
論
に
至
ら

ず
継
続
審
議
と
な
っ
た
。

γ
ツ
シ

ロ
評
議
員
に
梅
辻
神
氏
が
理
事
〈
麦
に
お
い
て

選
任
さ
れ
た
旨
理
嚇
長
よ
り
披
露
さ
れ
た
。

口
柵
先
祭
斎
行
に
対
す
る
打
合
せ
を
行
う
。

お
碇
び
と
お
知
ら
せ

◎
寄
付
行
為
第
十
一
条
．
部
変
更
届
出

財
団
法
人
賀
茂
県
主
同
族
会
設
立
趣
意
響
な
ら

び
に
寄
付
行
為
（
以
下
規
約
と
云
う
）
は
平
成
八
年

十
月
二
十
七
日
に
再
発
行
さ
れ
た
も
の
で
現
在
皆

様
方
の
お
手
元
に
保
管
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
い
ま

す
が
、
私
共
は
こ
の
規
約
に
蛙
づ
き
同
族
会
の
運
営

を
行
っ
て
来
て
お
り
ま
す
。
今
卿
こ
の
規
約
の
条
文

の
一
部
を
変
更
し
、
過
ｎ
１
月
二
卜
兀
、
の
棚
先

祭
時
に
配
布
（
祖
先
祭
欠
席
樹
に
は
同
族
会
会
員

仮
縞
簿
と
共
に
送
付
済
み
）
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す

が
、
繭
務
局
の
不
手
際
で
条
文
変
更
の
説
明
が
さ

れ
な
か
っ
た
も
の
で
す
。
お
詫
び
と
共
に
、
お
手
元

に
あ
る
「
規
約
」
第
卜
一
条
を
訂
砿
頂
く
よ
う
お
願

い
致
し
ま
す
。

《
規
約
変
更
箇
所
》

規
約
第
十
．
条

「
こ
の
法
人
の
収
支
決
算
は
、
姉
会
計
年
度
終
了

後
三
ヶ
月
（
変
更
前
二
ヶ
月
）
以
内
に
理
事
長
が
作

皆
書
な
ら
び
に
財
産
増
減
事
由
韓
と
と
も
に
監
事

成
し
、
そ
の
年
度
末
財
産
、
録
、

府
教
育
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

の
意
見
を
付
け
、
理
事
会
の
承
認
を
受
け
て
、
京
都

お
よ
び
事
業
報

な
お
、
収
支
決
算
等
の
報
告
時
期
を
二
ヶ
月
↓

一
一
一
ヶ
月
に
変
更
し
た
の
は
、
毎
年
二
月
中
旬
頃
競

馬
会
神
事
の
諸
準
備
が
始
ま
り
、
二
月
、
四
月
は

乗
馬
練
習
、
五
月
五
日
の
競
馬
会
神
事
、
五
月
卜

五
日
葵
祭
等
の
諸
神
蕊
へ
の
参
加
が
あ
り
、
二
ヶ
月

以
内
（
五
月
三
十
一
日
ま
で
）
に
は
諸
報
告
書
の
作

成
が
無
理
で
あ
る
一
一
と
、
お
よ
び
京
都
府
教
育
委

員
会
の
指
導
要
綱
に
三
ヶ
月
以
内
と
あ
る
こ
と
か

ら
今
回
の
改
正
に
な
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

ご
面
倒
な
が
ら
改
正
文
を
規
約
に
貼
付
し
て
Ｆ

さ
る
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。

第
３
吟
が
で
き
ま
し
た
。
お
届
け
し
ま
す
。

昨
年
は
、
政
治
、
行
政
、
社
会
的
犯
罪
、
随
間
経

済
な
ど
い
ず
れ
の
面
を
と
っ
て
も
末
期
的
現
象
が
多

発
し
ま
し
た
が
、
今
年
こ
そ
ば
希
望
の
も
て
る
年
に

な
る
よ
う
皆
そ
れ
ぞ
れ
が
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
同
時
に
好
転
へ
の
天
の
恵

み
も
祈
り
た
い
気
持
ち
で
一
杯
で
す
。

皆
の
力
で
”
筋
肉
“
と
各
”
器
官
“
を
付
加
充
実
し
、

熱
血
が
通
い
魂
の
入
っ
た
法
”
人
災
と
脱
皮
し
て
ゅ

法
”
人
“
も
、
骨
組
み
だ
け
で
は
な
く
、
今
圷
こ
そ
ば

か
ね
ば
抜
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

我
占
の
祖
先
達
は
「
カ
モ
」
は
閂
分
達
の
大
切
な

「
モ
ノ
」
（
迩
命
共
同
体
）
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
（
伝

統
的
な
）
に
基
づ
い
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
各
氏
人
が
真

意
を
こ
め
た
発
言
を
し
、
総
力
が
発
揮
で
き
る
よ
う

な
民
主
的
な
運
筒
が
で
き
て
い
た
も
の
と
考
え
ら

て
い
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

の
元
に
す
ば
ら
し
い
民
生
的
合
議
制
で
行
な
わ
れ

の
カ
モ
社
の
迩
憧
や
氏
人
社
会
の
運
徽
は
厳
し
い
擁

参
加
を
お
待
ち
し
ま
す
。

れ
ま
す
。

「
同
族
会
」
と
い
う
血
脈
の
結
合
を
基
礎
に
お
い
た

昨
年
の
祖
先
祭
で
の
学
術
講
淡
で
、
江
戸
期
以
伽

同
族
会
活
動
へ
の
皆
様
の
積
緬
的
な
ご
意
見
と
ど

編
集
後
記

Ｉ

（
編
集
子
）

５


