
   

 

令
和
三
年
二
月
号
（
第
三
十
四
号
） 

発
行 

嶋
満
神
社
奉
賛
会 

 

皆
様
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

今
年
も
会
員
の
皆
様
に
と
っ
て
幸
せ
な
年
と
な
り
ま
す
よ
う
、
お

祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

さ
て
昨
年
大
晦
日
に
、 

役
員
さ
ん
方
の
手
に
よ
り 

例
年
の
よ
う
に
き
れ
い
に 

お
飾
り
を
し
て
頂
き
、
無 

事
新
年
を
迎
え
る
こ
と
が 

で
き
ま
し
た
。 

 

お
供
え
を
頂
戴
し
ま
し 

た
皆
様
に
も
感
謝
申
し
上 

げ
ま
す
。 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス 

の
猛
威
も
な
か
な
か
収
ま 

り
そ
う
に
あ
り
ま
せ
ん
が
、 

感
染
拡
大
防
止
と
い
う
観 

点
で
言
え
ば
、
私
た
ち
一 

人
一
人
が
自
分
の
こ
と
だ 

け
で
な
く
他
人
を
思
い
や 

る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の 

で
は
な
い
か
と
も
思
い
ま 

す
。
こ
の
上
は
ワ
ク
チ
ン 

と
と
も
に
、
皆
の
心
が
け 

で
、
早
く
収
束
し
て
、
元 

の
日
常
が
早
く
戻
っ
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。 

 

 

お
菓
子
の
神
様
、
本
家
本
元 

  

本
誌
第
二
十
二
号
で
ご
紹
介
し
た
和
歌
山
県
の
橘
本
神
社
を
覚

え
て
お
い
で
で
し
ょ
う
か
。（
平
成
二
十
九
年
四
月
号
） 

祭
神
は
「
田
道
間
守
の
命
」（
タ
ジ
マ
モ
リ
ノ
ミ
コ
ト
）
。
但
馬
の
国
、

出
石
神
社
に
祀
ら
れ
て
い
る
天
日
槍
命
（
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
ノ
ミ
コ
ト
）
の

子
孫
、
と
い
う
こ
と
で
し
た
ね
。 

垂
仁
天
皇
の
命
に
よ
り
常
世
の
国
か
ら
苦
労
し
て
不
老
長
寿
の

霊
菓
「
橘
の
実
」
を
持
ち
帰
っ
た
人
で
「
お
菓
子
の
神
様
」
と
呼
ば

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。 

 

「
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
」
は
そ
の
名
の
通
り
「
太
陽
神
」
転
じ
て
「
農

業
神
」
の
性
格
を
持
ち
ま
す
。
ま
た
ヒ
ボ
コ
は
「
日
矛
・
日
槍
」
か

ら
鉄
に
関
わ
る
渡
来
人
と
の
関
係
も
う
か
が
わ
れ
ま
す
。 

そ
し
て
ま
た
本
誌
第
十
八
号
（
平
成
二
十
八
年
一
月
号
）
や
第
二

十
六
号
（
平
成
三
十
年
七
月
号
）
で
紹
介
し
た
朝
鮮
の
王
子
、
ツ
ヌ

ガ
ア
ラ
シ
ト
（
朝
鮮
か
ら
敦
賀
へ
や
っ
て
き
て
敦
賀
の
語
源
と
な

っ
た
）
と
同
一
人
物
視
す
る
見
方
も
あ
る
と
言
い
ま
す
か
ら
、
守
備

範
囲
は
グ
ッ
と
広
く
な
っ
て
来
ま
す
。 

そ
の
ヒ
ボ
コ
の
五
世
の
孫
が
タ
ジ
マ
モ
リ
で
あ
り
、
豊
岡
市
に

あ
る
中
嶋
神
社
に
「
お
菓
子
の
神
様
」
と
し
て
お
祀
り
さ
れ
て
い
る

の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
ち
ら
が
タ
ジ
マ
モ
リ
を
お
祀
り
す
る
全
国

の
総
本
社
で
す
。 

「
タ
ジ
マ
モ
リ
」
が
「
但
馬
」
の
地
名
の
由
来
で
あ
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

こ
の
中
嶋
神
社
の
お
祭
り
「
菓
子
祭
」
に
は
全
国
の
菓
子
業
者
の

方
が
お
参
り
さ
れ
、
コ
ロ
ナ
で 

中
止
に
な
る
以
前
、
そ
の
前
日 

祭
に
は
お
い
し
い
ス
イ
ー
ツ
を 

目
当
て
に
市
の
中
心
部
は
黒
山 

の
人
出
と
な
る
賑
わ
い
で
し
た
。 

 

今
は
「
お
菓
子
」
と
い
う
象 

徴
的
な
と
ら
え
方
の
み
が
一
般 

的
と
な
っ
て
い
ま
す
が
こ
の
タ 

ジ
マ
モ
リ
さ
ん
、
渡
来
系
氏
族 

の
三
宅
氏
の
祖
と
言
わ
れ
、
ヤ 

マ
ト
政
権
の
直
轄
地
「
屯
倉
」 

（
ミ
ヤ
ケ
）
の
管
理
者
で
あ
る 

こ
と
か
ら
、
但
馬
か
ら
丹
波
、 

若
狭
に
か
け
て
の
日
本
海
側
を
そ
の
技
術
を
持
っ
て
拓
き
、
発
展

さ
せ
た
渡
来
人
と
中
央
政
権
と
の
関
わ
り
が
読
み
取
れ
ま
す
。 

 

古
代
丹
波
（
丹
後
は
の
ち
に
丹
波
か
ら
分
か
れ
た
）、
但
馬
、
若

狭
は
大
陸
の
最
先
端
の
文
化
を
受
け
入
れ
る
「
先
進
地
」
だ
っ
た
の

で
す
か
ら
、
こ
う
い
っ
た
話
題
に
は
事
欠
き
ま
せ
ん
。 

  

さ
て
タ
ジ
マ
モ
リ
さ
ん
が
橘
の
実
を
持
ち
帰
っ
た
浜
が
現
在
の

京
丹
後
市
、
夕
日
が
浦
で
あ
り
、
地
名
の
「
木
津
」
は
「
橘
」
の
音

読
み
「
キ
ツ
」
に
由
来
す
る
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
か
ら
ス
イ
ー
ツ

の
お
祭
り
に
も
深
～
い
歴
史
ド
ラ
マ
が
あ
る
の
で
す
ね
。 

 
 
 
 
 

資
料
出
典 

「
古
代
史
の
謎
を
歩
く
」 

宝
島
社 

と
よ
お
か
ス
イ
ー
ツ
ギ
ャ
ラ
リ
ー 

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト 


