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去
る
七
月
二
十
二
日
午
前
、
ア
ジ
ア
地
域
を

帯
状
に
横
切
る
皆
既
日
食
を
見
る
こ
と
が
出
来

ま
し
た
。
こ
の
日
の
天
候
は
残
念
な
が
ら
曇
空
。

し
か
し
硫
黄
島
付
近
の
海
上
か
ら
テ
レ
ビ
中
継

さ
れ
た
映
像
を
見
て
、
自
然
が
織
り
成
す
神
秘

的
な
美
し
さ
に
感
動
し
ま
し
た
。

こ
の
ご
く
稀
な
天
体
シ
ョ
ー
は
、
太
陽
と
月

と
地
球
が
一
直
線
上
に
並
ん
だ
場
合
に
の
み
起

こ
る
現
象
で
す
が
、
こ
れ
と
は
逆
に
、
地
球
が

太
陽
と
月
の
間
に
入
り
地
球
の
影
が
月
に
か
か
っ

て
月
が
欠
け
る
、
皆
既
月
食
と
い
う
現
象
も
見

る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

太
古
の
昔
よ
り
我
々
の
祖
先
は
こ
れ
ら
の
現

象
に
遭
遇
し
、
そ
の
自
然
の
偉
大
さ
を
実
感
し

た
こ
と
は
想
像
に
難
く
あ
り
ま
せ
ん
。
太
陽
と

月
の
存
在
を
神
様
そ
の
も
の
と
見
た
と
し
て
も

不
思
議
で
は
な
い
の
で
す
。

昼
と
夜
。
潮
の
満
ち
干
き
。
日
本
神
話
で
は
、

太
陽
は
天
照
大
御
神
、
月
は
月
読
命
。
太
陽
は

昼
を
司
り
、
月
は
夜
を
司
る
。
陽
と
陰
。
陽
は

プ
ラ
ス
、
陰
は
マ
イ
ナ
ス
。
東
洋
思
想
に
お
い

て
は
、
宇
宙
の
全
て
は
五
行

(

木
・
火
・
土
・

金
・
水
の
五
要
素)

か
ら
成
り
立
ち
、
そ
の
裏

表
陰
陽
と
十
干
十
二
支
が
深
く
係
わ
り
絶
妙
な

バ
ラ
ン
ス
が
保
た
れ
て
こ
そ
、
万
物
が
存
在
し

得
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

神
道
で
は
森
羅
万
象
、

生
き
と
し
生
け
る

す
べ
て
の
も
の
は
神
の
神
霊
が
宿
っ
て
い
る
と

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

人
は
一
人
で
生
き
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ

ら
ゆ
る
も
の
と
の
関
わ
り
の
中
で
生
か
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
実
感
し
つ
つ
、
感
謝
の
気
持
ち
を

忘
れ
ず
に
生
き
た
い
も
の
で
す
。

(

西)

祭 事 暦
10月１日 午前８時30分

月 次 祭
10月17日 午 前 11 時

神 嘗 奉 祝 祭
10月20日 午前８時30分

月 次 祭

神嘗祭外宮奉幣 神宮司廳 提供
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九
月
一
日
参
集
殿
に
於
い
て
、

当
神
社
と
兼
務
神
社
の
総
代
で

構
成
さ
れ
る

｢

全
総
代
会｣

が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

会
議
に
先
立
ち
利
根
宮
司
代

務
者
が
挨
拶
を
行
い
議
事
に
入

り
ま
し
た
。
始
め
に
社
務
全
般

の
報
告
が
な
さ
れ
、
次
に
平
成

二
十
年
度
の
一
般
会
計
並
び
に

特
別
会
計
の
決
算
報
告
や
例
祭

斎
行
の
件
が
議
題
と
し
て
取
り

上
げ
ら
れ
、
出
席
さ
れ
た
総
代

の
皆
様
方
に
よ
っ
て
熱
心
に
審

議
さ
れ
承
認
を
頂
き
ま
し
た
。
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日
本
国
民
の
大
御
親
神
と
崇

め
ま
つ
る
伊
勢
の
神
宮
で
は
、

今
年
収
穫
さ
れ
た
初
穂
を
大
御

神
に
奉
り
皇
室
の
弥
栄
、
五
穀

豊
穣
、
国
家
隆
昌
並
び
に
国
民

の
平
安
を
祈
念
す
る
神
嘗
祭
が

今
月
十
七
日
に
執
り
行
わ
れ
ま

す
。当

神
社
に
お
き
ま
し
て
も
、

こ
の
伊
勢
の
神
宮
で
行
わ
れ
る

神
嘗
祭
に
あ
わ
せ
、
神
嘗
奉
祝

祭
を
斎
行
い
た
し
ま
す
。

雲
一
つ
な
い
晴
天
の
中
、
九
月

十
九
日
・
二
十
日
の
両
日
に
亘
り

一
年
に
一
度
の
例
祭
が
斎
行
さ
れ

ま
し
た
。

十
九
日
午
後
一
時
か
ら
は
前
日

祭
が
、
午
後
二
時
に
は
�
大
日
本

弓
馬
会
・
武
田
流
一
門
に
よ
る
勇

壮
華
麗
な
流
鏑
馬
神
事
が
奉
納
さ

れ
ま
し
た
。
境
内
西
側
の
馬
場
に

は
、
こ
の
流
鏑
馬
を
一
目
見
よ
う

と
約
千
五
百
人
の
見
物
客
が
詰
め

掛
け
ま
し
た
。
揃
い
の
装
束
を
身

に
纏
っ
た
射
手
が
的
を
射
抜
く
た

び
に
大
き
な
拍
手
と
歓
声
が
沸
き

起
こ
っ
て
お
り
ま
し
た
。

翌
二
十
日
午
前
十
時
に
は
例
祭

が
厳
粛
に
斎
行
さ
れ
、
神
社
本
庁

よ
り
の
幣
帛
を
奉
り
、
責
任
役
員
・

氏
子
総
代
を
始
め
全
国
各
地
か
ら

多
数
の
崇
敬
者
が
参
列
の
下
、
寒

川
大
明
神
の
御
神
恩
に
感
謝
の
誠

が
捧
げ
ら
れ
恙
無
く
終
了
致
し
ま

し
た
。

尚
、
夕
刻
に
は
両
日
と
も
、
境

内
特
設
舞
台
に
て
宮
山
氏
子
総
代

に
よ
る
奉
納
演
芸
大
会
が
賑
や
か

に
行
わ
れ
、
大
勢
の
方
々
が
暫
し

童
心
に
還
っ
た
か
の
よ
う
に
夜
遅

く
ま
で
楽
し
ん
で
お
り
ま
し
た
。

ま
た
、
太
鼓
橋
の
前
に
は
二

十
年
振
り
に
新
設
さ
れ
た
献
灯

枠
に
皆
様
方
よ
り
ご
協
賛
頂
い

た
一
六
〇
灯
余
り
の
提
灯
が
掲

げ
ら
れ
、
境
内
で
は
、
献
茶
・

献
花
・
献
句
・
盆
栽
展
・
水
石

と
美
石
展
・
武
道
大
会
・
万
灯

パ
レ
ー
ド
等
、
沢
山
の
神
賑
行

事
が
奉
納
さ
れ
、
神
社
全
体
が

終
始
華
や
い
だ
雰
囲
気
に
包
ま

れ
ま
し
た
。
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國
學
院
大
學

神
道
文
化
学
部
教
授

神
道
学
博
士

連

載
数
多
あ
る
造
営
用
材
の
う
ち
、
ま
ず
重
要
木
と
い
う

べ
き
心
御
柱

し
ん
の
み
は
し
ら

・
御み

樋ひ

代し
ろ

・
御み

船ふ
な

代し
ろ

の
御
料
木
を
伐
り
ま

つ
る
。
心
御
柱
は
祭
儀
の
中
心
と
な
る
べ
き
神
籬

ひ
も
ろ
ぎ

に
あ

た
り
、
域
内
に
お
い
て
伐
採
。
ま
た
御
樋
代
は
神
体
を

お
さ
め
る
も
の
、
そ
の
御
樋
代
を
納
め
る
の
が
御
船
代

と
い
う
容
器
で
、
と
も
に
木
曽
山
で
伐
採
さ
れ
る
。

遷
宮
の
諸
祭
初
め
に
あ
た
る
平
成
十
七
年
五
月
、
最

初
に

｢

山
口
祭｣

が
執
り
行
わ
れ
た
。
そ
の
儀
は
式
年

造
営
庁
総
裁

(

大
宮
司)

・
神
宮
少
宮
司
以
下
が
正
宮

奉
拝
の
あ
と
、
五
丈
殿
に
お
い
て
瑞
々
し
い
檜
葉
机
を

か
こ
む
。
造
神
宮
使
の
伝
統
さ
な
が
ら
、
御
造
営
に
着

手
す
る
に
あ
た
り
、
官か

ん

符ぷ

(

補
任
状)

を
披
露
し
て
、

正
式
に
挨
拶
を
交
わ
す
も
の
で
あ
る
。

そ
の
あ
と
忌
鍛
冶
・
宮
大
工
が
五
色
幣
や
鶏
籠
を
捧

げ
て
祭
場
に
む
か
い
、
幼
い
物
忌
が
草
木
を
刈
り
初
め

る
。
そ
し
て
同
日
深
夜
、
域
内
に
お
い
て

｢

木
本
祭｣

を
取
り
行
い
、
神
秘
的
な
心
御
柱
の
料
木
を
伐
り
ま
つ

り
、
内
宮
は
御
稲
御
倉
、
外
宮
で
は
外
幣
殿
に
安
置
し

て
神
殿
竣
工
を
待
つ
と
い
う
。

同
年
六
月
、
木
曽
の
御
杣
山
で
伐
採
作
業
の
は
じ
め

に

｢

御
杣
始
祭｣

を
お
こ
な
い
、
神
体
を
納
め
る
御
樋

代
の
料
木
を
伐
っ
た
。
長
野
県
上
松
町
の
表
木
曽
国
有

林
に
、
池
田
祭
主
以
下
の
関
係
者
が
多
数
参
列
し
て
、

｢

三み

ツつ

尾お

伐ぎ

り｣

の
古
式
も
鮮
や
か
に
、
深
山
を
揺
る

が
せ
て
伐
採
。
ま
た
裏
木
曽
の
岐
阜
県
付
知
町
で
も
、

御
用
材
伐
採
式
が
滞
り
な
く
執
行
さ
れ
た
。

長
野
・
岐
阜
両
県
か
ら
御
樋
代
の
料
木
は
、
は
る
ば

る
伊
勢
ま
で
陸
送
、
沿
道
各
地
の
人
び
と
か
ら
盛
大
な

奉
送
迎
を
受
け
た
。
宇
治
橋
前
に
到
着
し
た
内
宮
の
神

木
は
、
川か

わ

曳び

き
と
称
さ
れ
る
。
御
用
材
を
木
橇
に
の
せ

て
五
十
鈴
川
を
勇
壮
に
遡
り
、
五
丈
殿
前
に
め
で
た
く
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安
置
さ
れ
た
。
外
宮
で
は
度
会
橋
で
下
さ
れ
た
神
木
が
、

巨
大
な
木
曳
車
に
積
み
込
ん
で
陸お

か

曳び

き
さ
れ
た
。

月
内
に
、
御
樋
代
を
納
め
る
船
形
容
器
を
採
る

｢

御

船
代
祭｣

が
、
両
宮
域
内
に
お
い
て
行
な
わ
れ
、｢

御

船
代
木
本
祭｣

と
も
別
名
す
る
。
こ
の
遥
祭
に
合
わ
せ

て
木
曽
山
で
用
材
伐
採
が
進
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
一
般

木
の
御お

木き

曳ひ
き

が
、
十
八
年
・
十
九
年
の
五
月
か
ら
七
月

に
か
け
て
、
二
十
万
を
超
え
る
地
元
民
や
一
日
神
領
民

に
よ
り
賑
々
し
く
行
事
を
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
、
と
り
わ

け
皇
太
子
・
秋
篠
宮
両
殿
下
も
曳
綱
を
手
に
さ
れ
た
こ

と
、
ま
こ
と
に
感
激
の
極
み
で
あ
っ
た
。

陸 曳 き (外宮)

御杣山 (表木曽国有林)
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寒
川
神
社
と
の
出
会
い
は
、
私
が

昭
和
三
十
八
年
に
寒
川
郵
便
局
へ
勤

務
し
た
時
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。

こ
の
頃
、
す
で
に
寒
川
神
社
で
は

毎
年
六
月
の
夏
越
の
大
祓
と
、
十
二

月
の
師
走
の
大
祓
行
事
が
盛
ん
に
行

わ
れ
、
国
内
は
元
よ
り
ア
メ
リ
カ
を

始
め
諸
外
国
に
、
約
二
十
数
万
通
の

大
祓
人
形
が
郵
送
さ
れ
て
お
り
ま
し

た
。
寒
川
神
社
を
信
仰
さ
れ
る
方
の

多
い
こ
と
に
大
変
驚
い
た
こ
と
を
今

で
も
覚
え
て
い
ま
す
。

当
時
の
瀧
本
宮
司
様
や
神
職
の
皆

様
は
信
仰
者
の
開
拓
に
ご
苦
労
さ
れ

た
こ
と
と
思
い
ま
す
。

郵
便
局
で
は
、
上
局
よ
り
毎
年
年

度
末
に
な
る
と
新
年
度
の
予
算

(

郵

便
業
務
収
入)
の
提
示
が
あ
り
、
は

が
き
・
切
手
・
小
包
の
販
売
が
主
な

収
入
源
で
目
標
を
達
成
す
る
の
は
、

容
易
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
寒
川
神
社
様
は
、
一
番
の
大

口
顧
客
様
で
目
標
額
の
半
数
近
く
の

ご
利
用
を
い
た
だ
き
大
い
に
助
か
り

ま
し
た
。
寒
川
神
社
様
の
御
蔭
と
局

員
の
営
業
努
力
で
目
標
額
を
毎
年
達

成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の

代
わ
り
一
度
に
沢
山
の
郵
便
物
を
処

理
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
大
変
苦
労
も

し
ま
し
た
。

人
形
の
初
穂
料
を
頂
い
た
方
へ
の

お
返
し
は
七
月
に
約
八
万
通
、
年
明

け
の
元
旦
に
は
約
八
万
数
千
通
の
御

札
や
小
包
が
当
局
か
ら
発
送
さ
れ
ま

し
た
。

特
に
、
元
旦
は
御
札
を
積
ん
だ
ト

ラ
ッ
ク
に
幟
旗
を
立
て
て
搬
入
さ
れ
、

そ
の
活
気
に
満
ち
た
光
景
は
今
で
も

忘
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
当
時

の
局
舎
は
大
変
狭
く
、
御
札
の
入
っ

た
ダ
ン
ボ
ー
ル
箱
の
山
か
ら
郵
便
物

を
取
り
出
し
消
印
を
押
し
た
後
、
地

区
別
に
区
分
け
し
、
郵
袋
に
入
れ
て

保
管
す
る
作
業
に
大
変
手
間
取
っ
た

こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
そ
の
上
、

年
賀
状
の
元
旦
配
達
、
引
受
け
処
理
、

組
立
て
作
業
等
で
大
勢
の
ア
ル
バ
イ

ト
を
雇
っ
て
い
ま
し
た
の
で
尚
更
身

動
き
が
と
れ
な
い
状
態
で
し
た
。

こ
れ
ら
の
経
緯
を
踏
ま
え
て
、
寒

川
神
社
と
郵
便
局
が
効
率
良
く
や
っ

て
い
く
た
め
に
局
長
の
了
解
を
得
て
、

｢

料
金
別
納
印｣

を
封
筒
に
印
刷
し

て
い
た
だ
け
れ
ば
切
手
を
貼
ら
ず
、

消
印
も
押
す
こ
と
な
く
作
業
の
効
率

化
が
出
来
る
旨
の
改
善
案
を
瀧
本
宮

司
様
に
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
瀧
本
宮
司
様
は
大
変
こ
だ
わ
り

の
あ
る
方
で
し
た
。
お
願
い
に
お
伺

い
し
た
時
、
宮
司
様
か
ら
出
た
言
葉

が

｢

杉
崎
君
、
料
金
別
納
は
十
把
一

絡
げ
で
誰
に
で
も
の
意
味
合
い
が
あ

る
、
し
か
し
、
信
仰
さ
れ
る
方
の
身

に
な
れ
ば
寒
川
局
の
日
付
印
が
な
い

と
い
け
な
い
。
寒
川
様
が
私
だ
け
に

送
っ
て
い
た
だ
い
た
と
感
謝
の
気
持

ち
が
違
う｣

こ
の
一
言
が
今
で
も
私

の
脳
裏
に
焼
き
付
い
て
お
り
ま
す
。

や
が
て
、
大
口
の
顧
客
様
に
は
小

包
郵
便
物
の
割
引
制
度
が
適
用
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
そ
の

旨
宮
司
様
に
申
し
上
げ

｢

割
引
い
た

料
金
で
、
料
金
計
器
の
購
入
が
で
き

ま
す
。
そ
う
す
れ
ば
切
手
を
貼
ら
ず

に
寒
川
局
名
と
日
付
が
効
率
よ
く
封

筒
に
印
字
出
来
ま
す
の
で
、
こ
れ
に

よ
っ
て
お
互
い
に
ム
ダ
な
労
力
と
人

件
費
が
大
幅
に
節
減
さ
れ
ま
す｣

と

再
度
ご
提
案
し
た
と
こ
ろ
、
快
く
ご

理
解
戴
き
す
ぐ
に
購
入
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

更
に
、
上
局
に
上
申
し
た
と
こ
ろ
、

寒
川
神
社
〜
横
浜
郵
便
集
中
局
間
の

直
行
便
が
認
可
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ

以
後
、
寒
川
神
社
の
倉
庫
に
郵
便
車

を
配
車
し
御
札
在
中
の
ダ
ン
ボ
ー
ル

や
小
包
郵
便
物
を
直
接
運
ぶ
事
が
出

来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に

よ
り
、
従
来
に
比
べ
郵
便
局
へ
の
搬

入
作
業
と
引
受
け
処
理
、
輸
送
面
を

大
幅
に
改
善
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
こ
の
時
は
、
瀧
本
宮
司
様
の
ご

決
断
に
対
し
心
底
よ
り
大
変
有
難
く

思
い
ま
し
た
。
私
の
予
て
か
ら
の
念

願
が
漸
く
叶
い
と
て
も
嬉
し
く
思
っ

た
こ
と
が
今
で
も
昨
日
の
よ
う
に
甦
っ

て
き
ま
す
。

私
は
昭
和
五
十
六
年
度
総
代
と
し

て
ご
奉
仕
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
父
正
一
は
昭
和
五
十
四
年
度

宮
山
総
代
長
と
し
て
ご
奉
仕
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
親
子
二
代
で
宮

山
総
代
長
を
仰
せ
つ
か
り
、
身
に
余

る
光
栄
と
存
じ
て
お
り
ま
す
。

寒
川
神
社
大
祓
い
人
形
と
の
出
会

い
が
ご
縁
と
な
り
、
半
世
紀
以
上
の

お
付
き
合
い
が
続
い
て
お
り
ま
す
。

寒
川
神
社
様
が
益
々
発
展
さ
れ
、
こ

れ
か
ら
も
こ
の
ご
縁
が
続
く
事
を
願

い
氏
子
総
代
と
し
て
の
勤
め
を
果
た

し
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。
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杉
崎

孝
行

��
��

��
��

��
神
苑
は
八
月
よ
り
一
般
開
苑

し
、
祈
祷
参
拝
さ
れ
た
方
々
に

入
苑
し
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。

夏
の
暑
い
時
季
に
も
拘
わ
ら
ず

こ
の
二
ヶ
月
間
の
入
苑
者
は
五

千
名
を
越
え
ま
し
た
。
皆
様
に

は
、
寒
川
神
社
の
起
源
に
深
く

関
わ
り
の
あ
る｢

難
波
の
小
池｣

を
拝
す
る
こ
と
で
大
明
神
の
御

神
慮
を
畏
み
、
苑
内
を
散
策
さ

れ
て
和
や
か
な
ひ
と
時
を
お
過

ご
し
頂
い
て
い
る
よ
う
で
す
。

｢

何
か
心
が
洗
わ
れ
た
よ
う
だ

わ｣

と
声
を
掛
け
て
下
さ
る
方

も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

さ
て
、
暑
い
夏
も
よ
う
や
く

過
ぎ
、
涼
し
げ
な
風
が
神
苑
に

そ
よ
ぐ
秋
を
迎
え
、
草
木
も
ホ
ッ

と
一
息
つ
い
て
い
る
か
の
よ
う八氣の泉

�

�
�

に
佇
ん
で
お
り
ま
す
。
ち
ょ
う

ど
こ
の
頃
に
な
る
と
神
苑
で
は

ド
ン
グ
リ
が
落
ち
始
め
、
花
も

終
り
に
近
づ
く
と
様
々
な
木
の

実
が
色
づ
き
ま
す
。
中
で
も
ウ

メ
モ
ド
キ
は
赤
色
に
、
ム
ラ
サ

キ
シ
キ
ブ
は
紫
色
の
小
さ
な
実

を
枝
い
っ
ぱ
い
に
つ
け
独
特
の

艶
や
か
さ
を
放
ち
ま
す
。
自
ず

か
ら

｢

源
氏
物
語｣

の
世
界
へ

と
誘
わ
れ
ま
す
。
秋
は
さ
り
気

な
く
庭
を
彩
る
草
木
に
目
を
向

け
た
い
も
の
で
す
。

神
嶽
山
の
杜
を
形
成
す
る
草

木
に
は

｢

一
花
一
命｣

の
神
霊

が
宿
り
、
訪
れ
る
皆
様
を
心
地

よ
く
迎
え
て
く
れ
ま
す
。
秋
も

深
ま
れ
ば
色
づ
く
紅
葉
が
ま
た

楽
し
み
で
す
。
ご
来
苑
を
お
待

ち
し
て
お
り
ま
す
。

紫式部
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左
記
の
方
々
よ
り
赤
誠
溢
れ
る
ご
奉
賛
を
賜
り
ま
し
た
。
誌
上
よ

り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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�
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(

順
不
同
・
敬
称
略)

十
万
円

樽
本

英
一

東
京
都
中
央
区

二
万
円

矢
野
史
乃
武

相
模
原
市
東
林
間

〃

有
村

幸
三

茅
ヶ
崎
市
東
海
岸
北

〃

鈴
木

紀
夫

兵
庫
県
西
宮
市

〃

佐
藤

文
江

茨
城
県
神
栖
市

〃

㈱
竹
澤
古
典
建
築
設
計

東
京
都
板
橋
区

〃

稲
村

重
雄

東
京
都
町
田
市

〃

服
部

保
次

東
京
都
町
田
市

〃

新
藤

政
二

厚
木
市
寿
町

〃

鎌
田

き
よ

千
葉
県
木
更
津
市

〃

前
田

妙
眞

東
京
都
江
東
区
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□�
�
�
�

平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
日
〜
十
一
月
二
十
三
日

□�
�

寒
川
神
社
に
関
係
の
あ
る
未
発
表
の
作
品

□�
�
�

白
黒
・
カ
ラ
ー
…
四
ッ
切
ま
た
は
六
ッ
切

□�
�
�
�

一
人
五
点
以
内

□�
�
�
�

平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
〜
十
月
三
十
一
日

□ 
�
!
"
#
$
%
&
'
(
&
)
*
+
,
&
-
.
�
	
/
&

0
�
1
2
3

※
編
集
・
合
成
・
組
写
真
等
不
可
。

□4
5
6
7

平
成
二
十
一
年
十
一
月
上
旬(

入
賞
者
へ
直
接
通
知)

□�
�
8
9
:
;

教
化
宣
布
課
�
〇
四
六
七(

七
五)

〇
〇
〇
四

寒
川
俳
壇
で
は
毎
年
恒
例
の

例
祭
奉
灯
大
句
会
が
九
月
六
日

に
参
集
殿
で
行
わ
れ
、
最
優
秀

句
へ
当
神
社
よ
り
一
之
宮
賞
が

授
与
さ
れ
ま
し
た
。

本
句
会
は
、
全
国
で
も
有
数

の
句
会
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、

規
模
や
技
術
の
高
さ
に
は
定
評

が
あ
り
ま
す
。

当
神
社
の
例
祭
期
間
中
は
、

こ
の
大
句
会
で
詠
ま
れ
た
奉
灯

句
が
境
内
に
掲
げ
ら
れ
ま
し
た
。

一
之
宮
賞

�
�
�
� �
��

�
�
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硲
は
ざ
ま

百
合
子
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�
�
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今
般
、
倉
見
神
社
で
は
氏
子
有
志
の

皆
様
方
が
、
天
皇
陛
下
御
即
位
二
十
年

並
び
に
天
皇
皇
后
両
陛
下
御
成
婚
五
十

年
を
奉
祝
し
て
、
正
面
の
鳥
居
横
に
高

さ
８
メ
ー
ト
ル
の
ア
ル
ミ
製
ポ
ー
ル
と

社
号
幟
旗
を
奉
納
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
幟
旗
が
、
お
祭
り
気
分
を
益
々

盛
り
上
げ
御
神
徳
の
発
揚
に
繋
が
る
事

で
し
ょ
う
。
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寒
川
神
社
を
崇
敬
す
る
商
工

業
者
の
方
々
に
よ
っ
て
組
織
さ

れ
、
種
々
の
奉
賛
事
業
を
行
っ

て
い
る
寒
川
神
社
商
工
奉
賛
会

で
は
九
月
十
九
日
商
工
祈
願
祭
・

献
灯
奉
告
祭
に
て
、
生
業
の
繁

栄
が
祈
念
さ
れ
た
後
、
参
集
殿

に
於
い
て
年
次
総
会
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

総
会
で
は
前
年
度
事
業
及
び

決
算
報
告
に
続
き
本
年
度
事
業

計
画
・
予
算
案
が
審
議
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

終
了
後
は
、
春
風
亭
柳
之
助

師
匠
に
よ
る
記
念
高
座
が
開
か

れ
、
大
勢
の
方
が
落
語
の
面
白

さ
を
心
ゆ
く
ま
で
楽
し
ん
で
お

ら
れ
ま
し
た
。
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◆
兼
務
社
だ
よ
り
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少
年
館
お
泊
り
会
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ベ
ン
チ
ャ
ー
隊
の
夏

八
月
二
十
三
日
〜
二
十
五
日

夏
季
キ
ャ
ン
プ
を
実
施
。

一
日
目
は
先
ず
富
士
山
本
宮

浅
間
大
社
を
参
拝
。
本
栖
湖
に

て
カ
ヌ
ー
を
体
験
し
湖
畔
で
一

泊
す
る
。
二
日
目
は
五
合
目
よ

り
富
士
登
山
に
挑
戦
。
途
中
霰

と
雨
に
打
た
れ
な
が
ら
も
約
八

時
間
か
け
て
無
事
登
頂
。
久
須

志
神
社
を
参
拝
し
宿
泊
す
る
。

三
日
目
早
朝
、
山
頂
よ
り
御
来

光
を
仰
ぎ
寒
川
第
二
団
の
隊
旗

を
掲
げ
る
。
今
回
の
テ
ー
マ
で

も
あ
る
明
治
天
皇
御
製

｢

大
空

に
聳
え
て
見
ゆ
る
高
嶺
に
も
登

れ
ば
の
ぼ
る
道
は
あ
り
け
り｣

の
意
を
実
感
し
、
自
身
を
見
つ

め
直
す
キ
ャ
ン
プ
と
な
っ
た
。

八
月
十
七
日
か
ら
一
泊
二
日

の
日
程
で
、
四
十
四
名
の
館
生

が
参
加
し
て
恒
例
の
お
泊
り
会

を
少
年
館
で
行
い
ま
し
た
。

第
一
日
目
は
、
平
塚
の
下
水

道
公
社
四
之
宮
管
理
セ
ン
タ
ー

に
行
き
、
家
庭
や
工
場
か
ら
出

る
排
水
が
浄
化
さ
れ
川
に
戻
る

ま
で
の
過
程
を
見
学
。
ま
た
顕

微
鏡
で
の
微
生
物
探
し
に
も
挑

戦
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
温
泉
施
設
で
汗
を

流
し
帰
館
。
夕
食
に
カ
レ
ー
ラ

イ
ス
を
食
べ
、
國
學
院
大
學
・

皇
學
館
大
学
の
実
習
生
の
お
兄

さ
ん
達
と
ゲ
ー
ム
や
花
火
で
楽

し
い
夜
を
過
し
就
寝
し
ま
し
た
。

翌
日
は
、
午
前
六
時
に
眠
い

眼
を
こ
す
り
な
が
ら
起
床
。
ラ

ジ
オ
体
操
の
後
に
、
少
年
館
隣

り
の
曹
洞
宗
龍
寶
山
興
全
寺
の

本
堂
で
初
め
て
の
座
禅
を
体
験
、

菊
地
英
昭
住
職
よ
り
食
事
の
作

法
等
を
教
わ
り
、
朝
粥
を
美
味

し
く
頂
き
を
ま
し
た
。

低
学
年
の
館
生
に
と
っ
て
は

初
め
て
の
体
験
ば
か
り
、
思
い

出
一
杯
の
お
泊
り
会
で
し
た
。

こ
の
度
、
神
嶽
山
神

苑
開
苑
に
伴
い
、
寒
川

神
社
の
八
方
除
の
信
仰

を
理
解
い
た
だ
く

｢

方

徳
資
料
館｣

が
完
成
、

公
開
い
た
し
ま
し
た
。

テ
ー
マ
は

｢

日
本
文
化

と
方
位
除
信
仰
の
歴
史｣

。

い
ま
あ
る
八
方
除
の
信

仰
は
、
日
本
人
の
こ
こ

ろ
に
植
え
つ
け
ら
れ
た

先
人
の
知
恵
で
す
。

ユ
ニ
ー
ク
で
小
さ
な

資
料
館
で
す
。
古
代
天
文
暦
法
、
陰
陽
五

行
の
伝
播
か
ら
、
キ
ト
ラ
古
墳
、
渾
天

儀
。
四
神
相
応
の
地
平
安
京
、
陰
陽
師

の
活
躍
。
時
代
と
と
も
に
方
位
除
の
信

仰
は
変
遷
し
て
行
き
ま
す
。

ま
た
、
日
本
の
方
位
除
の
歴
史
に
、
ど

の
よ
う
に
寒
川
神
社
の
歴
史
が
重
な
っ
て
い

る
か
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
過
去
か
ら
現
代
へ
。

精
巧
な
ジ
オ
ラ
マ
・
模
型
。
も
っ
と
詳
し
く
理
解
し
た
い
事
項
の
補

助
資
料
と
し
て
、
キ
ー
ワ
ー
ド

｢

解
説
シ
ー
ト｣

が
役
立
ち
ま
す
。

方
位
除
、
八
方
除
の
歴
史
は
方
徳
資
料
館
で
。
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権
禰
宜

岩
田

智
典

権
禰
宜

浅
原

寛

願
い
に
依
り
本
職
を
免
ず
る

平
成
二
十
一
年
九
月
三
十
日

神

社

本

庁
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診
療
放
射
線
技
師

五
十
嵐
明
子

寒
川
病
院
勤
務
を
命
ず
る

平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
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現
在
日
本
で
は
高
齢
化
社
会

が
急
速
に
進
ん
で
い
る
。
一
九

二
〇
年
の
第
一
回
国
勢
調
査
で

は
100
歳
以
上
は
113
人
で
あ
っ
た

が
、
二
〇
〇
九
年
に
は
４
万
人

を
超
え
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

平
均
寿
命
で
も
一
九
二
〇
年
代

に
は
男
性
42.1
歳
、
女
性
43.2
歳
で

あ
っ
た
が
、
今
や
男
性
で
も
80

歳
を
超
え
、
女
性
で
は
90
歳
に

達
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
介
護
・
看
病
を

必
要
と
す
る
高
齢
者
が
激
増
し
、

老
後
の
介
護
を
社
会
全
体
で
支

え
る
仕
組
み
と
し
て
、
二
〇
〇

〇
年
に
介
護
保
険
制
度
が
導
入

さ
れ
た
が
人
的
・
経
費
面
で
の

多
大
な
負
担
と
な
り
、
対
応
策

の
一
つ
と
し
て
予
防
医
学
的
な

方
法
に
力
を
入
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。二

〇
〇
七
年
国
家
的
取
組
み

と
し
て
健
康
日
本
21

(

21
世
紀

に
お
け
る
国
民
健
康
づ
く
り
運

動)

と
し
て
い
く
つ
か
の
方
針

が
出
さ
れ
た
。
要
介
護
・
要
支

援
と
な
っ
た
原
因
疾
患
を
調
べ

る
と
、
脳
血
管
障
害
27.7
％
、
関

節
疾
患
・
骨
折
・
転
倒
が
22.2
％
、

高
齢
に
よ
る
衰
弱
が
三
大
原
因

で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
整
形
外
科
・

リ
ハ
ビ
リ
で
は
関
節
等
運
動
器

障
害
を
不
安
定
症
と
し
て
早
期

に
診
断
し
要
介
護
者
を
減
ら
そ

う
と
し
て
い
る
。

従
来
の
医
療
が
や
や
も
す
る

と
痛
み
に
対
し
て
の
投
薬
、
注

射
等
、
或
い
は
骨
折
に
対
し
て

の
手
術
と
治
療
が
主
と
な
り
、

予
防
的
な
対
応
が
な
お
ざ
り
に

さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
高
齢

化
に
よ
り
バ
ラ
ン
ス
能
力
あ
る

い
は
移
動
歩
行
能
力
が
低
下
し

閉
じ
こ
も
り
、
転
倒
リ
ス
ク
の

高
ま
っ
た
状
態
を
運
動
器
不
安

定
症

(

ロ
コ
モ
テ
ィ
ブ
シ
ン
ド

ロ
ー
ム)

と
定
義
し
、
こ
れ
ら

の
状
態
に
対
応
し
て
筋
力
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
や
体
操
で
心
身
の
活
性

化
を
は
か
り
健
康
寿
命

(

健
康

で
障
害
の
な
い
状
態
で
の
生
存

期
間)

の
延
長
を
と
努
め
て
い

る
。要

介
護
、
要
支
援
予
備
軍
と

し
て
骨
粗
鬆
症
患
者
一
〇
〇
〇

万
人
、
変
形
性
膝
関
節
症
患
者

一
〇
〇
〇
万
人
い
る
と
い
わ
れ

て
お
り
、
大
腿
骨
頚
部
骨
折
患

者
が
年
間
約
15
万
人
と
い
わ
れ

て
い
る
。
少
し
で
も
快
適
な
老

後
を
送
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
、

医
療
関
係
者
も
考
え
方
を
か
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然

で
あ
る
が
、
最
も
必
要
な
こ
と

は
当
事
者

(

予
備
軍)

も
予
防

対
策
の
重
要
性
を
十
分
理
解
し

て
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。そ

の
た
め
の
指
導
者
・
場
所
・

時
間
を
地
域
と
し
て
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

不
明
な
点
は
病
院
・
診
療
所
・

リ
ハ
ビ
リ
施
設
で
確
か
め
て
下

さ
い
。
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◎…武村医師外来日
○…糖尿病外来

＊土曜日は奇数週 (１･３･５週)
＊お電話でご確認の上､ ご来院下さい｡

月 火 水 木 金 土

午前 ◎ ○ ◎ ◎

午後 ◎ ◎ ○ ○

�
�
�
�
�
�

社
報

｢

相
模｣

九
月
号
へ
掲

載
の

(

寒
川
病
院
だ
よ
り)

に
、

誤
り
が
あ
り
ま
し
た
の
で
訂
正

い
た
し
ま
す
。

����������
����������

����������
����������

����������

こ
の
度
、
少
年
館
の
俳
句

講
師
を
阿
部
武
先
生
に
代
わ

っ
て
当
神
社
参
与
�
橋
春
吉

氏
に
お
引
き
受
け
い
た
だ
き

九
月
よ
り
講
座
が
再
開
と
な

り
ま
し
た
。

子
供
達
の
情
操
力
を
豊
か

に
醸
成
し
て
い
た
だ
け
る
も

の
と
期
待
し
て
お
り
ま
す
。
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陛
下
よ
り
御
稲
穂
。
全
国
よ

り
懸
税
が
奉
納
さ
れ
ま
す
。

霊
峰
富
士
山
も
、
秋
の
澄
み
き
っ

た
空
気
で
く
っ
き
り
。
そ
よ
ぐ
風

が
何
と
も
心
地
よ
い
。

稔
り
の
秋
。
祭
り
の
秋
。
味
覚

の
秋
。
行
楽
の
秋
。
運
動
の
秋
。

と
に
か
く
秋
は
楽
し
さ
が
満
載
。

さ が み����� さ が み ����	�
�� �
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庭
隅
の
花
び
ら
も
た
ぬ
半
夏
生
寂
し
き
さ
ま
に
夕
暮
れ
て
ゆ
く

岡
元

芳
子

友
達
の
今
日
の
集
ま
り
は
吾
の
お
ご
り
中
華
料
理
を
食
べ
に
出
か
け
る

出
町

安
子

不
条
理
を
忘
れ
て
笑
え
と
わ
が
総
理
マ
ン
ガ
の
殿
堂
建
て
て
く
れ
る
か

斎
藤
く
に
お

黒
き
影
よ
ぎ
る
と
見
し
に
枇
杷
の
実
を
銜
え
て
鴉
の
飛
び
立
ち
ゆ
け
り

宇
田
川
時
子

澄
み
わ
た
る
川
の
流
れ
に
ゆ
ら
ゆ
ら
と
梅
花
藻
の
花
白
く
踊
れ
り

浜
田

寿
子

梅
雨
の
夜
に
美
し
き
月
輝
や
き
て
心
洗
わ
る

｢

明
日
、
晴
れ
る
か
な｣

山
口

幸
子

五
月
の
海
さ
ら
り
と
足あ

裏う
ら

く
す
ぐ
れ
る
波
お
だ
や
か
に
潮
風
に
お
う

山
根
喜
美
代

人
生
の
重
み
を
短う

歌た

に
込
め
ら
る
る
八
十
八
歳
宇
田
川
さ
ん
の
短う

歌た

安
藤

慧

見
上
げ
れ
ば
百
尺
観
音
万
緑
に
染
ま
り
五
月
雨

さ
み
だ
れ

流
る

鈴
木

助
晴

江
ノ
電
に
古
風
な
和
服
の
二
人
づ
れ
お
茶
席
帰
り
か
鎌
倉
の
秋

川
島
惠
美
子

万
物
の
命
尊
し
吾
が
い
た
ず
ら
に
抵
抗
は
げ
し
き
亀
に
た
じ
ろ
ぐ

�
田
マ
ツ
子

相
模
川
孫
は
聞
き
分
け
る
野
鳥
の
声
珍
し
き
鳥
の
婆ば

ば

に
は
聞
こ
え
ず

工
藤

光
子

ふ
り
返
え
り
目
線
の
移
り
か
ぎ
ら
れ
し
雪
見
障
子
が
花
色
を
引
き

稲
畠

治
江

夏
の
夜
ど
こ
か
ら
聞
こ
ゆ
笛
太
鼓
祭
り
囃
子
に
亡
き
夫
し
の
ぶ

三
留
と
く
子

身
勝
手
な
一
人
よ
が
り
の
北
の
國
わ
が
娘
を
叱
る
と
き
に
思
い
き

平
野

良
三

ひ
と
�
の
菓
子
を
め
が
け
て
集
い
く
る
蟻
の
行
列
ど
こ
ま
で
つ
づ
く

天
利

春
枝

葉
の
半
分
化
粧
し
た
よ
に
白
く
あ
り
小
花
は
垂
れ
て
半
夏
生
臭
う

亀
山

文
子

産
土
神
の
杜
に
立
つ
吾
に
し
ん
し
ん
と
遠
つ
御み

祖お
や

の
声
の
ひ
び
け
り

講
師

杉
本

照
世

村
中
に
日
の
さ
ん
さ
ん
と
威
銃

市
本

益
子

少
年
の
九
九
諳
そ
ら
ん
ず
る
良
夜
か
な

相
原

白
蕗

七
輪
の
埃
払
っ
て
秋
刀
魚
焼
く

菅
沼
う
め
の

秋
風
に
吹
か
れ
し
首
の
な
き
地
蔵

根
岸

君
子

鈴
虫
の
音
や
内
陣
の
太
柱

浅
田
の
ぶ
子

秋
桜
道
で
着
替
え
る
ガ
ー
ド
マ
ン

高
橋
は
る
よ
し

高
原
の
白
き
ペ
ン
シ
ョ
ン
秋
ざ
く
ら

飛
石

槿
花

夜
業
の
灯
人
の
数
だ
け
灯
り
け
り

岡
田
風
呂
釜

朝
涼
や
竹
の
素
肌
の
ひ
か
り
い
て

四
ッ
車
梢
月

堀
の
水
何
か
い
そ
う
な
里
の
秋

宮
入

つ
る

孫
が
来
て
孫
が
主
役
の
敬
老
日

倉
谷

節
子

高
原
の
風
が
育
む
秋
桜

伊
藤

公
一

案
山
子
か
と
見
る
や
と
ぼ
と
ぼ
歩
き
出
す

芹
沢

徳
光

蟋
蟀
の
飛
び
だ
す
靴
を
履
き
に
け
り

露
木
て
る
子

稲
穂
田
の
ド
ミ
ノ
倒
し
の
如
く
あ
り

菅
沼

保
幸

屋
根
打
っ
て
何
か
が
落
ち
ぬ
秋
の
夜

岩
田
美
代
子

新
涼
の
庭
師
が
運
ぶ
石
の
貌

金
指

月
光

見
て
く
れ
の
悪
し
き
秋
茄
子
味
噌
炒

天
沼

子
平

(

一)


