
 

令
和
元
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九
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号
（
第
三
十
号
） 

発
行 

嶋
満
神
社
奉
賛
会 

 

本
年
度
の
例
祭
も
無
事
終
了 

 

今
年
も
当
嶋
満
神
社
の
例
祭
が
去
る
八
月
十
八
日

（
日
）
、
吉
坂
の
岩
室
稲
荷
社
、
森
本
宮
司
様
の
手
に
よ

り
厳
か
に
執
り
行
わ
れ
、
無
事
終
了
い
た
し
ま
し
た
。 

宮
司
様
も
息
子
様
に
代
替
わ
り
さ
れ
、
新
し
い
時
代
を

託
す
希
望
の
例
祭
と
な
り
ま
し
た
。 

ま
た
い
つ
も
な
が
ら
奉
賛
会
員
の
方
々
に
は
ご
多
忙
中
、

大
変
ご
苦
労
様
で
し
た
。
ま
た
た
く
さ
ん
の
お
供
え
も
い

た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

さ
て
、
今
年
で
三
年
目
の
「
お
み
く
じ
入
り
福
餅
授
与
」

で
す
が
、
今
年
は
お
参
り
の
方
を
増
や
す
べ
く
、
お
み
く

じ
の
み
の
販
売
も
行
っ
て
み
ま
し
た
。
結
果
は
残
念
な
が

ら
参
拝
者
を
増
や
す
ま
で
に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
何

か
魅
力
的
な
方
法
を
考
え
た
い
と
は
思
っ
て
い
ま
す
が
、

ま
ず
は
奉
賛
会
員
の
方
々
に
於
か
せ
ら
れ
ま
し
て
は
率

先
し
て
お
参
り
、
ま
た
ご
近
所
の
方
を
お
誘
い
い
た
だ
き
、

お
い
で
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 続
、
カ
ミ
モ
ホ
ト
ケ
モ 

 

 

前
号
で
は
ち
ょ
っ
と
難
し
い
「
神
仏
習
合
」、
に
つ
い

て
の
記
事
を
素
人
の
く
せ
に
厚
か
ま
し
く
も
書
か
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
に
関
し
て
か
な
り
明
快
な
知

識
を
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
本
を
読
ん
で
み
ま
し
た
。 

「
神
も
仏
も
大
好
き
な
日
本
人
」
島
田
裕
巳
著 

筑
摩
書

房 

で
す
。 

 

そ
れ
に
よ
れ
ば
今
現
在
の
よ
う
に
「
神
社
は
神
社
、
お

寺
は
お
寺
」
と
は
っ
き
り
分
か
れ
た
形
に
な
っ
た
の
は
明

治
維
新
の
神
仏
分
離
令
以
降
、
た
か
だ
か
百
五
十
年
前
か

ら
で
（
本
書
で
は
執
筆
が
十
年
前
な
の
で
百
四
十
年
と
な

っ
て
い
ま
す
）
、
そ
れ
以
前
、
仏
教
伝
来
以
降
の
千
五
百

年
間
と
い
う
も
の
は
、
神
様
も
仏
様
も
わ
が
国
民
は
ご
ち

ゃ
ま
ぜ
に
信
仰
し
て
き
ま
し
た
。 

 

神
社
の
敷
地
内
に
は
こ
れ
を
守
護
す
る
「
神
宮
寺
」
が

作
ら
れ
、
お
寺
の
境
内
に
は
守
護
神
を
祭
る
神
社
が
勧
請

さ
れ
ま
し
た
。
そ
も
そ
も
の
初
め
は
伊
勢
の
多
度
神
宮
寺

の
縁
起
に
書
か
れ
た
神
託
に
見
ら
れ
ま
す
。
神
様
曰
く

「
自
分
は
罪
を
犯
し
て
神
の
身
と
な
っ
た
の
で
、
こ
の
状

態
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
仏
に
帰
依
し
た
い
」
と
。 

び
っ
く
り
で
す
ね
。
本
誌
前
号
で
は
「
仏
教
を
も
と
に

国
造
り
を
進
め
た
い
時
の
政
権
の
意
向
が
働
い
た
」
と
述

べ
ま
し
た
が
、
こ
こ
に
ま
さ
に
そ
の
匂
い
を
か
ぐ
こ
と
が

で
き
ま
す
。 

      

 

た
だ
そ
ん
な
話
が
民
衆
に
す
ん
な
り
受
け
入
れ
ら
れ

た
背
景
に
は
、
神
道
に
は
な
い
が
、
仏
教
に
は
あ
る
も

の･･
･

「
救
済
論
」
が
大
き
く
影
響
し
た
の
で
し
ょ
う
。

仏
教
で
は
ど
う
す
れ
ば
人
は
救
わ
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は

極
楽
浄
土
へ
行
け
る
の
か
を
明
確
に
説
い
て
い
ま
す
が
、

神
道
に
は
そ
れ
が
な
い
。 

本
誌
第
二
十
三
号
で
述
べ
た
よ
う
に
、
も
と
も
と
神
道

に
は
祭
殿
も
何
も
な
く
、
「
開
祖
も
、
教
義
も
、
救
済
も

な
か
っ
た
」
（
神
道
は
な
ぜ
教
え
が
な
い
の
か･

･
･

島
田
裕
巳
著
） 

の
で
す
か
ら
。 

時
代
を
経
て
各
神
社
は
そ
れ
ぞ
れ
「
○
○
に
ご
利
益
の

あ
る
神
社
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、

当
時
は
そ
ん
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。 

仏
教
に
は
他
に
も
神
道
と
結
び
つ
く
こ
と
で
利
点
は

あ
り
ま
し
た
。
お
寺
の
内
や
浄
土
を
模
し
た
庭
園
な
ど
で

は
表
現
し
き
れ
な
い
「
神
聖
性
」
を
神
社
の
神
域
に
見
出

し
た
、
と
島
田
裕
巳
氏
は
言
い
ま
す
。 

明
治
に
な
っ
て
こ
の
形
は
大
き
く
変
わ
り
ま
す
。 

政
府
に
よ
っ
て
神
様
と
仏
様
は
完
全
に
分
離
さ
れ
、
天
皇

家
は
国
家
の
祭
祀
を
司
る
神
主
の
役
割
を
担
う
こ
と
と

な
り
ま
す
。
神
様
は
「
国
家
神
道
」
と
な
り
、
先
の
「
時

の
政
権
の
意
向
」
が
完
全
に
逆
転
し
た
の
で
す
。
私
た
ち

が
宗
教
に
対
し
て
持
っ
て
い
た
「
ず
っ
と
続
い
て
き
た
伝

統
」
と
い
う
概
念
は
、
実
は
明
治
以
降
の
百
五
十
年
間
の

も
の
だ
っ
た
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
今
回
は
終
わ
り
に
し
た

い
と
思
い
ま
す
。 


