
白

鳥

神

社

史



鳥居からの拝殿

本
殿
前
の
正
月
の
〆
縄
と
お
か
ざ
り



改
築
前
の
本
社
の
お
さ
や

改築された本社



御改築の際の「槌」

御
改
築
の
際
の
棟
札



か
ど
松
の
ホ
オ
カ
ッ
プ

上方古墳から発掘された「須恵器」
約1,300年前のもの



序

日
本
武
尊
を
祀
る
我
が
白
鳥
神
社
は
そ
の
創
建
は
不
詳
で
あ
る
が
、
美
濃
国
神
明
帳
に

従
四
位
白
鳥
神
社
と
明
記
さ
れ
て
い
る
所
か
ら
、
少
く
ど
も
千
年
以
上
の
昔
か
ら
お
祀
り

し
て
い
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
現
在
本
郡
内
の
神
社
は
凡
そ
三
百
社
も
あ
る
が
、
こ
の

神
明
帳
に
は
僅
か
に
十
八
社
だ
け
し
か
の
つ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
古
い
神
社
で
氏
子

従
来
の
行
事
か
ら
み
て
も
代
々
こ
の
神
を
崇
敬
し
て
き
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
こ
の
度

御
本
殿
が
改
築
さ
れ
そ
の
御
遷
宮
を
機
に
こ
の
由
緒
あ
る
神
社
に
つ
い
て
将
来
の
た
め
社

史
を
編
纂
し
て
記
録
を
残
し
た
い
も
の
と
の
議
が
起
り
、
主
論
者
で
あ
る
大
橋
敬
二
、
大

橋
鴎
二
、
高
木
佳
又
の
三
氏
が
発
起
と
な
り
、
編
纂
委
員
と
し
て
こ
の
三
氏
の
外
に
田
中

妥
次
郎
、
田
中
勉
、
田
中
秀
夫
、
高
木
三
郎
、
大
橋
進
、
高
木
正
義
の
諸
氏
を
加
え
、
其

後
大
垣
市
の
林
周
教
先
生
、
神
職
の
大
橋
直
広
先
生
に
色
々
史
料
の
提
供
や
鑑
定
を
お
願

い
し
て
編
纂
を
始
め
た
が
遺
憾
な
が
ら
大
橋
敬
二
氏
は
中
途
で
死
亡
さ
れ
、
田
中
安
次
郎



氏
は
病
気
で
辞
退
さ
れ
て
、
七
人
の
委
員
で
仕
事
を
進
め
て
き
て
不
充
分
な
が
ら
■
に

「
白
鳥
神
社
史
」
を
集
録
し
、
氏
子
各
位
に
配
布
す
る
こ
と
に
し
た
が
、
私
共
の
鎮
守
の

神
が
如
何
に
古
く
尊
い
か
を
よ
く
諒
解
さ
れ
益
々
こ
の
神
を
崇
敬
せ
ら
れ
る
こ
と
を
念
願

し
て
本
史
の
序
と
す
る
。

昭
和
丗
五
年
十
月
一
日

委
員
代
表

区
長

高

木

佳

又



一

、

当

社

の

由

来

昔
日
本
武
尊
が
大
和
の
都
を
御
出
発
に
な
つ
て
、
東
国
の
賊
を
平
ら
げ
給
い
、
御
帰
途

伊
吹
山
の
悪
者
を
も
平
定
さ
れ
て
、
伊
吹
か
ら
不
破
郡
玉
村
、
松
尾
村
、
そ
し
て
美
濃
の

中
道
(
牧
田
街
道
)
に
か
ゝ
り
給
い
、
次
に
沢
田
村
を
経
て
此
多
芸
郡
上
方
村
を
お
通
り

に
な
っ
た
こ
と
は
古
事
記
に
も
み
え
て
い
る
。

こ
ゝ
に
多
芸
野
の
上
と
あ
る
の
は
、
こ
の
上
方
村
は
地
理
的
に
考
え
て
も
、
多
芸
野
の
上

に
あ
た
る
と
こ
ろ
か
ら
、
上
方
の
称
が
起
き
た
も
の
と
思
う
。
思
う
に
命
は
強
勇
の
御
性

質
で
あ
っ
た
の
で
、
病
を
お
し
て
こ
の
地
ま
で
お
出
で
に
な
っ
た
が
、
尚
も
御
病
は
つ
の

り
、
加
え
て
御
足
さ
叶
わ
な
く
な
り
給
う
た
。
往
古
こ
の
地
方
は
多
芸
山
の
麓
の
た
め
飲

水
の
乏
し
い
地
で
、
た
ま
た
ま
こ
の
地
に
清
泉
が
湧
出
て
い
た
の
で
御
脳
深
き
尊
は
水
を



求
め
に
こ
の
地
に
お
い
で
に
な
り
、
其
清
泉
を
お
飲
み
に
な
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
後
世
私

共
の
祖
先
が
尊
の
御
徳
を
偲
び
祭
神
と
し
て
崇
敬
し
て
き
た
も
の
と
思
う
。
社
名
も
最
初

は
「
白
鳥
明
神
」
と
い
つ
た
よ
う
に
文
献
に
で
て
い
る
。
日
本
書
記
を
み
る
と
「
明
神
」

の
二
字
を
「
ア
ラ
カ
ガ
ミ
」
と
訓
じ
し
て
お
る
。
お
そ
ら
く
「
カ
ミ
」
と
い
ゝ
「
カ
ガ
ミ
」

と
言
う
も
神
聖
な
御
神
徳
を
讃
美
し
奉
る
辞
で
、
こ
の
社
名
か
ら
し
て
も
又
私
共
の
白
鳥

神
社
の
歴
史
の
古
き
を
物
語
つ
て
く
れ
ま
す
。
そ
れ
が
江
戸
時
代
に
入
つ
て
白
鳥
権
現
と

称
し
、
次
い
で
明
治
六
年
に
今
日
の
白
鳥
神
社
と
ど
な
え
る
よ
う
に
な
つ
た
。

ニ

、

祭

神

に

つ

い

て

御
神
体
は
最
初
の
も
の
は
散
失
し
て
な
い
が
、
現
在
の
は
室
町
時
代
(
約
六
百
年
前
)

に
再
製
し
あ
げ
た
御
神
像
で
あ
る
。
そ
の
御
神
体
は
男
女
両
神
の
御
座
像
の
木
像
で
あ
る
。

男
神
は
倭
建
命
で
高
さ
八
寸
位
で
御
衣
冠
の
半
像
で
、
女
神
は
倭
比
売
神
で
高
さ
七
寸
位

で
御
重
髪
の
半
像
で
、
面
体
共
お
顔
等
が
朽
損
し
て
い
る
。



始
め
は
文
字
が
き
ざ
ん
で
あ
っ
た
が

今
は
一
字
も
よ
む
こ
と
が
出
来
な
い
。

三

、

棟

札

に

つ

い

て



元
禄
十
四
年
(
約
二
五
〇
年
前
)
五
月
と
、
延
享
五
年
(
約
二
〇
〇
年
前
)
三
月
に
は
本

殿
の
造
営
が
あ
り
遷
宮
式
を
行
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
延
享
五
年
三
月
一
日
の
遷
宮
導
師
は

大
墳
村
妙
徳
院
亮
海
法
師
と
あ
り
ま
す
。

四

、

当

社

に

ま

つ

わ

る

神

事

-
・
お
宿
替
え
及
神
移
し
の
儀

当
社
の
宮
当
番
は
毎
年
十
一
月
十
八
日
に
神
職
奉
仕
の
上
、
お
宿
替
え
の
祝
詞
を
あ

げ
、
玉
こ
ろ
お
み
く
じ
に
依
り
来
年
の
当
番
を
き
め
、
一
切
の
社
用
を
其
人
に
委
任
す

る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。
其
選
に
当
つ
た
者
は
無
上
の
光
栄
と
喜
び
、
夕
刻
身
を
清
め

御
神
燈
を
あ
げ
、
神
酒
を
供
え
、
新
神
宿
の
奉
告
を
す
る
。

次
い
で
十
一
月
廿
九
白
夜
丑
三
の
刻
を
期
し
て
、
前
神
宿
か
ら
神
移
し
の
儀
を
行
う
。

神
宿
の
み
し
る
し
と
し
て
〝
わ
に
ぐ
ち
″
を
お
う
つ
し
申
す
。

註

〝

わ

に

ぐ

ち

〟

(

林
氏
の
鑑
定
に
よ
る
と
約
三
〇
〇
年
前

江
川
で
で
き
た
も
の

)

昔
は
神
前
に
飾
り
、
こ
れ
を
な
ら
し
て
参
拝
し
た
。
い
つ
か
盗
人
が
こ
れ
を
盗
み
出

し
、
牛
谷
附
迫
ま
で
い
く
と
体
の
自
由
を
失
い
、
一
歩
も
歩
く
こ
と
が
出
来
な
く
な



つ
た
と
か
。
よ
っ
て
盗
人
は
幟
悔
し
て
其
の
非
を
神
に
謝
し
、
お
許
し
を
乞
い
始
め

て
身
の
自
由
を
得
た
と
か
。
其
後
〝
わ
に
ぐ
ち
〟
の
あ
ら
た
か
さ
を
今
更
の
よ
う
に

い
た
く
感
じ
た
村
人
は
御
神
体
の
お
し
る
し
と
し
た
所
以
で
あ
る
。

こ
の
神
移
し
の
儀
は
前
記
の
よ
う
に
部
落
民
の
寝
静
ま
る
頃
を
見
計
ら
い
、
新
旧
神
宿

に
依
り
先
づ
諸
進
具
を
お
移
し
す
る
。
こ
れ
が
終
る
と
新
神
宿
は
紋
服
に
身
を
正
し
ヽ

サ
ン
俵
、
白
布
、
マ
ス
ク
を
準
備
し
旧
神
宿
に
参
り
、
神
酒
そ
の
他
を
戴
き
、
お
移
し

に
関
す
る
一
切
の
打
合
わ
せ
を
す
ま
す
。
愈
々
そ
の
時
刻
(
前
記
)
が
く
る
と
、
新
神

宿
は
白
布
を
首
か
ら
か
け
、
サ
ン
俵
(
米
の
皮
俵
を
小
さ
く
し
た
も
の
で
、
そ
の
右
肩

に
ゴ
ヘ
イ
を
か
ざ
る
)
の
上
に
旧
神
宿
か
ら
御
神
体
を
う
く
。
そ
の
時
の
感
想
を
こ
の

神
宿
に
あ
た
つ
た
誰
も
が
同
様
に
語
る
に
は
「
米
一
俵
仕
を
胸
に
抱
く
の
思
い
で
、
こ

の
重
さ
で
ど
う
し
て
家
ま
で
奉
持
出
来
る
か
を
案
じ
る
」
と
。
誰
も
が
如
何
に
身
心
緊

張
す
る
か
が
よ
く
う
か
ゞ
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
旧
神
宿
の
先
導
で
新
神
宿
に
到
り
、
床

の
間
に
安
置
し
奉
る
。
こ
の
間
両
者
共
一
切
無
言
で
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
終
っ

て
旧
神
宿
に
神
酒
を
ふ
る
ま
い
無
事
に
儀
の
終
っ
た
こ
と
を
喜
び
あ
う
。
今
に
至
る
も

こ
の
厳
粛
な
儀
式
は
そ
の
ま
ゝ
に
残
っ
て
い
る
。
因
み
に
大
正
年
間
以
来
神
宿
と
し
て



奉
仕
し
た
人
を
記
す
。

(
以
前
は
不
明
)

大
正
十
年
田
中
喜
太
郎

大
正
十
三
幸
田
車
重
太
郎

昭
和
二
卑
高
木
喜
一
郎

昭

和

五

年

田

中

清

一

昭

和

八

年

大

橋

健

一

昭
和
十
一
年
大
橋
林
作

昭
和
十
四
年
田
中
惣
書

昭
和
十
七
年
田
中
光
男

昭
和
二
十
年
田
中
宇
三
郎

昭
和
廿
三
年
大
橋
敬
二

昭
和
廿
六
年
田
中
源
市

昭
和
廿
九
年
田
中
徳
次
郎

昭
和
廿
二
年
大
橋
正
録

大
正
十
一
年
大
橋
林
作

大
正
十
四
年
甲
中
覚
太
郎

昭
和
三
年
田
中
時
次
郎

昭

和

六

年

高

木

逸

平

昭

和

九

年

大

橋

金

一

昭
和
十
二
年
田
中
儀
太
郎

昭
和
十
五
年
田
中
治
市

昭
和
十
八
年
田
中
大
次
郎

昭
和
廿
一
年
大
橋
小
十
郎

昭
和
廿
四
年
大
橋
健
吉

昭
和
廿
七
年
高
木
修
一

昭
和
三
十
年
田
中
宇
三
郎

昭
和
丗
三
年
高
木
三
郎

大
正
十
二
年
田
中
治
市

大
正
十
五
年
田
中
鶴
吉

昭

和

甲

年

田

中

平

治

昭

和

七

年

田

中

鶴

吉

昭
和
十
年
田
中
安
次
郎

昭
和
十
三
年
大
橋
鶴
吉

昭
和
十
六
年
高
木
逸
平

昭
和
十
九
年
大
橋
敬
二

昭
和
廿
二
年
高
木
常
次
郎

昭
和
廿
五
年
田
中
久
次
郎

昭
和
廿
八
年
高
木
三
郎

昭
和
丗
一
年
高
木
常
次
郎

昭
和
丗
四
年
高
木
正
義



2
・
お
神
酒
び
ろ
め

毎
年
十
二
月
一
日
に
新
神
宿
は
、
旧
神
宿
、
官
係
、
親
類
縁
者
を
招
い
て
一
ヶ
年
神

に
お
仕
え
す
る
身
に
な
つ
た
喜
び
を
一
同
に
披
露
す
る
た
め
酒
宴
を
は
る
習
わ
し
に
な

っ
て
い
る
。
そ
の
宴
終
つ
て
一
同
は
正
月
の
神
前
の
お
飾
り
の
〆
縄
を
な
う
。
本
社
用

と
し
て
(
長
さ
九
尺
、
中
央
部
の
直
径
的
一
尺
)
一
本
、
摂
社
用
(
長
さ
三
尺
-
六
尺

の
も
の
)
四
本
、
計
五
本
作
り
正
月
ま
で
当
家
の
床
の
間
に
安
置
す
る
。

3
・
神
宿
の
諸
奉
仕

神
宿
は
二
わ
宿
替
え
の
十
一
月
か
ら
翌
年
の
十
一
月
迄
一
ヶ
年
間
獣
肉
は
一
切
た
つ
て
、

一
切
の
身
の
穢
を
さ
け
、
ひ
た
す
ら
に
神
に
お
供
え
申
す
が
、
特
に
左
記
の
よ
う
な
か

わ
つ
た
行
事
が
今
尚
残
つ
て
い
る
。

イ

ス

ゝ

払

い

及

び

正

月

の

〆

繩

飾

り

、

門

松

立

て

神
宿
は
大
晦
日
が
近
づ
く
と
身
を
清
め
て
社
殿
内
の
清
掃
を
し
て
後
、
鏡
も
ち
及
〆

縄
を
飾
り
つ
け
る
。

そ
の
飾
り
つ
け
は
右
か
ら
順
次

炭
、
た
つ
く
り
、
俵
藻
、
う
ら
白
、
え
び
、
緒
、
だ
い
だ
い
、
ゆ
づ
り
葉
の
八
色



で
あ
る
。
そ
の
い
わ
れ
を
古
人
か
ら
き
く
に
、
「
す
み
や
か
に
田
作
り
、
俵
も
ど
つ

て
、
裏
に
白
い
庫
を
た
て
、
え
び
の
よ
う
に
腰
の
ま
が
る
迄
働
き
、
親
代
々
ゆ
ず
る

と
か
。門

松
は
昔
か
ら
五
楷
又
は
三
楷
の
松
を
本
社
に
三
対
、
摂
社
に
各
二
対
、
計
十
一

対
を
立
て
、
向
つ
て
右
に
男
松
と
男
竹
、
左
に
女
な
ど
女
竹
を
立
て
、
三
方
に
控
杭

を
そ
え
る
。
そ
の
上
に
お
供
物
を
の
せ
る
た
め
藁
で
作
っ
た
ホ
ー
カ
ツ
プ
二
個
つ
ゝ

を
つ
け
た
。
然
し
昭
和
廿
九
年
か
ら
山
林
愛
護
の
国
策
に
そ
っ
て
本
社
前
に
二
対
だ

け
立
て
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ロ

正

月

の

神

事

神
宿
は
大
晦
日
の
午
後
に
な
る
ど
冷
水
を
浴
び
て
身
を
清
め
、
座
敷
に
籠
つ
て
無

言
の
行
に
入
る
。
こ
う
し
て
正
月
三
日
の
昼
迄
九
三
日
間
家
族
や
村
人
に
対
し
て
も

一
切
無
言
で
、
ひ
た
す
ら
神
へ
の
奉
仕
に
あ
た
る
。
正
月
三
日
間
の
神
前
へ
の
お
供

物
は
、
朝
夕
は
お
餅
二
切
れ
、
ボ
ラ
肉
二
切
、
お
昼
は
ご
は
ん
と
ボ
ラ
肉
二
切
れ
を

夫
々
門
松
の
ホ
ー
カ
ッ
プ
に
お
供
え
し
、
後
改
め
て
お
払
い
に
参
上
す
る
。
勿
論
元

旦
の
朝
は
氏
子
の
誰
よ
り
も
早
く
参
拝
し
て
お
供
え
を
す
る
。
こ
の
三
日
間
は
紋
付



袴
で
お
つ
か
え
す
る
。

ハ

左

義

長

毎
年
一
月
十
四
日
門
松
、
〆
飾
り
等
を
境
内
の
中
央
で
焼
き
、
子
供
も
大
人
も
大

勢
集
つ
て
、
今
年
も
病
災
を
の
が
れ
る
よ
う
に
と
餅
を
焼
い
て
食
べ
る
。

ニ

農

作

物

豊

凶

の

お

札

一
月
十
五
日
朝
神
宿
宅
で
通
称
お
粥
札
を
行
っ
て
そ
の
年
の
豊
凶
を
占
い
村
人
に

し
ら
せ
る
。

ホ

神

宿

の

列

火

神
へ
の
奉
仕
一
年
間
の
う
ち
に
親
戚
縁
者
や
部
落
内
に
出
産
と
か
葬
式
等
の
あ
る

場
合
は
三
日
間
「
別
火
」
と
い
っ
て
食
事
も
自
分
だ
け
は
他
の
者
と
別
の
火
で
煮
た

も
の
を
と
り
、
そ
の
他
煙
草
の
火
な
ど
も
一
切
別
に
す
る
。

4
・
お
さ
や
葺
き

毎
年
十
月
十
四
日
に
本
殿
及
拝
殿
の
お
さ
や
を
ふ
き
か
え
る
行
事
で
あ
る
。
奉
仕

の
村
人
は
二
、
三
日
前
か
ら
身
を
清
浄
に
し
、
当
日
の
服
装
も
洗
い
清
め
た
も
の
を

用
い
る
。
大
正
十
六
年
の
拝
殿
改
造
迄
は
本
殿
と
拝
殿
と
一
年
毎
に
行
つ
て
き
た
が
、



以
後
は
本
殿
だ
け
を
毎
年
葺
替
え
て
き
た
。
然
し
今
回
の
御
本
殿
改
築
に
よ
り
こ
の

長
年
続
け
て
き
た
行
事
も
自
然
な
く
な
つ
た
。

5
・
戦
勝
祈
願
祭

武
神
日
本
武
尊
を
祭
神
と
す
る
当
社
は
古
く
か
ら
戦
争
の
神
と
し
て
近
郷
に
知
ら

れ
、
戦
争
の
度
毎
に
氏
子
は
も
と
よ
り
、
各
方
面
か
ら
日
本
の
戦
勝
と
肉
身
の
出
征

者
の
武
運
長
久
と
を
祈
念
し
て
お
参
り
す
る
人
が
多
く
、
特
に
大
東
亜
戦
争
に
於
て

は
、
こ
れ
ら
お
参
り
す
る
人
が
夫
々
に
武
運
長
久
祈
額
の
幟
を
境
内
に
立
て
、
そ
の

数
が
二
百
本
に
も
及
ん
だ
。
氏
子
と
し
て
は
毎
月
厳
粛
な
祈
願
祭
を
行
っ
て
き
た
。

6
・
雨
乞
い
祈
願

此
上
方
村
辺
の
地
は
多
芸
山
の
麓
で
あ
る
の
に
昔
か
ら
飲
水
の
乏
し
か
つ
た
地
で

特
に
夏
作
の
用
水
に
つ
い
て
は
そ
れ
こ
そ
ま
こ
と
死
活
問
題
で
あ
る
だ
け
に
ひ
で
り

年
に
な
つ
て
頼
み
の
番
水
も
少
く
な
る
と
村
中
の
者
が
神
社
の
境
内
に
集
ま
つ
て
必

死
に
雨
を
乞
う
た
。
い
よ
い
よ
そ
の
深
刻
さ
を
増
す
と
神
職
に
御
祈
祷
を
願
い
、
村

中
の
男
が
大
幟
を
お
し
た
て
、
上
方
山
の
頂
上
に
祝
る
弁
天
さ
ん
ま
で
登
り
祈
願
を

こ
め
た
と
い
う
。
後
年
こ
の
山
登
り
を
や
め
て
村
中
で
日
中
に
官
ご
も
り
を
す
る
よ



う

に

な

つ

た

。

こ

う

し

て

村

人

の

真

心

が

神

に

通

じ

十

分

の

雨

を

い

た

ゞ

く

と

そ

の

お

礼

に

宮

山

に

何

百

と

い

う

燈

寵

を

大

の

字

形

に

つ

け

、

老

い

も

若

き

も

揃

い

の

編

笠

姿

で

踊

り

あ

か

し

た

と

い

う

。

こ

の

日

ば

か

り

は

近

郷

か

ら

見

物

人

が

わ

ん

さ

と

お
し
か
け
踊
り
の
中
心
の
境
内
に
は
奉
納
の
酒
び
ん
が
何
十
本
と
並
ん
だ
ど
も
い
う
。

こ

の

雨

乞

い

踊

り

こ

そ

上

方

の

文

化

財

で

あ

ろ

う

。

村

の

中

年

以

下

の

若

い

人

連

の

た
め
に
雨
乞
い
う
た
を
村
の
時
次
郎
氏
に
き
く
。

○

泉

西

南

北

お

し

づ

ま

り

こ

の

ま

ゝ

し

づ

ま

り

下

さ

れ

よ

昭

和

年

月

こ

の

方

照

り

つ

ゞ

き

田

畑

立

毛

も

枯

れ

す

は

み

み

る

に

み

か

ね

て

な

げ

か

さ

れ

そ

こ

で

氏

子

の

な

げ

き

き

に

氏

神

様

に

伺

え

ば

三

日

三

夜

の

そ

の

う

ち

に

ご

り

し

よ

の

雨

を

下

さ

る

と

こ

ゝ

で

ご

り

し

よ

が

あ

る

な

れ

ば

万

民

よ

ろ

こ

び

か

ぎ

り

な

し

こ

ゝ

で

ご

り

し

よ

が

あ

る

な

れ

ば

お

礼

は

大

の

字

と

ぼ

し

ま

す

な

げ

き

を

甲

せ

ば

ほ

ど

な

が

の

こ

れ

で

し

ば

ら

く

き

り

ま

す

る

○
あ
や
う
た



あ

や

も

り

そ

ら

う

に

し

き

も

ろ

よ

白

鳥

さ

ま

の

ど

ら

よ

ど

も

ろ

よ

い

つ

ま

で

あ

や

を

お

い

そ

ろ

よ

り

も

早

く

し

て

帰

え

ろ

う

あ

め

が

ふ

る

五

、

摂

社

に

つ

い

て

本
社
の
両
側
に
図
の
よ
う
に
四
摂
社
を
お
祀
り
し
て
い
る
。

○
弁
天
神
社
昭
和
十
一
年
八
月
二
十
九
日
に
滋
賀
県
竹
生
島
宝

厳
寺
か
ら
弁
才
元
の
御
分
身
と
し
て
、
廚
子
入
御
木
像
を
お

祀
り
申
す
。
雨
乞
い
の
神
で
あ
る
。

○
御
鍬
神
社
農
事
の
神
で
、
隔
年
外
宮
豊
受
神
社
か
ら
お
札
を

お

う

け

し

て

お

納

め

し

て

い

る

。

○
秋
葉
神
社
火
防
(
ひ
ぶ
せ
)
の
神
様
で
、
毎
年
静
岡
の
秋
葉

神
社
か
ら
お
札
を
お
う
け
し
て
お
納
め
申
す
。

○
神
明
神
社
御
社
は
も
と
松
ノ
木
原
二
二
一
番
地
に
祀
る
も
昭



和
六
年
に
現
在
地
に
お
う
つ
し
申
し
、
更
に
昭
和
丗
四
年
十
二
月
白
鳥
神
社
々
殿
の

改
築
な
り
、
旧
本
社
殿
を
当
社
殿
と
し
て
御
遷
宮
申
し
あ
げ
た
。
尚
昨
年
来
の
御
遷

宮
の
際
、
多
く
の
棟
札
が
出
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
当
社
殿
の
御
改
造
の
年

な
り
回
数
が
凡
そ
想
像
が
出
来
る
。

左
に
判
読
出
来
る
も
の
だ
け
記
し
て
当
社
の
古
き
を
伝
え
よ
う
。

一
、
寛
延
四
辛
末
年

一
、
文
化
二
乙
凶
年
八
月
二
十
二
日

一
、
明
治
十
九
年
十
月
七
日
(
本
殿
一
棟
)

一
、
明
治
二
十
四
年
九
月
一
日
(
正
殿
一
宇
)

一
、
昭
和
二
十
三
年
十
二
月
二
十
四
日

隔
年
内
宮
よ
り
御
礼
を
お
う
け
し
て
お
納
め
申
す
。

六

、

郷

土

の

由

来

私
共
郷
土
の
由
来
を
正
史
(
濃
飛
両
国
通
史
)
の
上
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
美
濃
国
神

明
帳
に
「
当
郡
従
四
位
上
白
鳥
明
神
あ
り
。
こ
れ
住
民
の
祖
神
な
り
。
」
と
あ
る
。
又
地



の
文
献
に
美
濃
国
多
芸
郡
建
部
郷
と
あ
り
ま
す
が
、
建
部
と
は
日
本
武
尊
の
御
名
を
と
つ

た
称
で
、
御
子
稲
依
別
王
の
御
裔
を
建
部
の
君
と
称
し
、
そ
の
私
有
の
部
民
が
大
化
以
後

(
約
一
三
〇
〇
年
前
)
公
民
と
し
て
一
郷
を
な
す
に
至
っ
た
。
従
っ
て
建
部
郷
は
即
ち
今
の
養

老
村
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
よ
う
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
私
共
の
祖
先
も
又
古
い
昔
か
ら
こ

の
地
に
住
ん
で
い
た
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
文
献
に
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
を
立
証

す
る
も
の
に
、
上
方
舌
墳
か
ら
(
今
の
ぬ
く
と
ば
の
畑
の
中
)
大
橋
鶴
二
氏
が
堀
出
さ
れ

た
土
器
が
あ
る
。
こ
の
土
器
は
昔
の
祭
器
の
一
種
で
、
僅
か
に
破
損
し
て
い
る
の
み
で
、

原
形
を
そ
の
ま
ゝ
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
土
器
は
須
恵
器
と
い
う
も
の
で
、
恐
ら
く

ま
だ
こ
の
近
く
に
埋
没
さ
れ
て
い
る
か
、
破
片
と
な
つ
て
田
畑
に
散
逸
さ
れ
て
い
る
も
の

が
今
後
も
み
つ
か
る
も
の
と
思
う
。
こ
の
土
器
は
古
墳
末
期
の
も
の
で
、
今
か
ら
一
ニ
○
○

年
か
ら
一
三
○
○
年
頃
前
の
舌
墳
に
用
い
ら
れ
た
遺
物
で
あ
る
。
当
時
は
文
字
と
て
は
な
く
、

た
ゞ
遺
物
が
も
の
を
言
う
こ
と
を
思
う
と
、
私
共
郷
土
の
最
も
大
切
な
文
化
遺
物
で
あ
る
。

そ
の
頃
相
当
の
土
着
人
が
い
て
田
畑
を
開
墾
し
技
術
は
幼
稚
な
が
ら
も
自
ら
の
含
料
を
つ

く
り
生
活
し
て
い
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
古
墳
は
こ
れ
等
の
住
民
を
支
配
し
た
当
時
の

豪
族
の
墓
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
文
献
か
ら
も
古
墳
の
発
掘
物
か
ら
も
私
共
の
郷
土
は



他
部
落
よ
り
古
い
昔
か
ら
開
け
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
こ
れ
は
確
に
大
き
な
郷
土
の
誇

り
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ん
。
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