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万
九
千
社

立
虫
神
社

ま
く
せ
の
や
し
ろ

た
ち
む
し
じ
ん
じ
ゃ

社

報

神
戸
の
郷

か

む

べ

さ

と

第
七
四
号

令
和
三
年
夏

［
発
行
］
六
月
吉
日

代
宮
家
（
錦
田
）

よ

こ

や

暑
中
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

平
素
は
お
宮
の
事
に
ご
理
解
と
ご
協
力

を
賜
り
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

疫
病
も
も
う
少
し
の
辛
抱
と
努
力
で
峠

を
越
え
そ
う
で
す
。

一
日
も
早
く
病
に
苦
し
む
方
々
が
回
復

さ
れ
、
全
て
の
人
々
に
浦
安
の
日
々
が
戻

り
ま
す
よ
う
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
梅
雨
が
明
け
れ
ば
や
が
て
夏
本

番
を
迎
え
ま
す
。
暑
さ
厳
し
き
折
、
皆
様

ど
う
ぞ
お
健
や
か
な
日
々
を
お
過
ご
し
下

さ
い
ま
せ
。

宮
司
謹
白

今
季
の
祭

立

虫

神

社

夏

祭

り

夏

祭

り

こ
の
夏
祭
り
は
、
稲
を
は
じ
め
と
す
る

農
作
物
が
日
照
や
風
水
害
、
虫
害
に
あ
う

こ
と
な
く
、
恙
な
く
秋
の
収
穫
を
迎
え
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
人
々
が
伝
染
病
や

暑
さ
に
よ
る
病
気
や
怪
我
に
あ
う
こ
と
な

く
健
や
か
に
穏
や
か
な
日
々
を
暮
ら
せ
る

よ
う
に
神
さ
ま
へ
感
謝
と
祈
り
の
ま
ご
こ

ろ
を
捧
げ
る
も
の
で
す
。

さ
ら
に
諸
産
業
が
益
々
順
調
に
発
展
す

る
よ
う
に
と
、
氏
子
一
同
お
祈
り
を
深
め

る
お
祭
り
で
す
。

例
年
、
小
学
生
の
合
唱
合
奏
、
カ
ラ
オ

ケ
大
会
な
ど
、
賑
や
か
な
催
し
物
も
た
く

さ
ん
あ
り

ま
す
が
、

今
年
は
悪

し
き
疫
病

流
行
予
防

の
た
め

神
賑
わ
い
の
諸
行
事
は
出
来
る
こ
と
を
選

び
つ
つ
、
別
紙
に
よ
り
「
神
人
和
楽
」
…

心
朗
ら
か
に
行
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
う
し
た
時
節
で
あ
り
ま
す
か
ら
こ

そ
、
神
さ
ま
に
日
頃
の
感
謝
を
お
伝
え
し
、

無
病
息
災
と
疫
病
の
退
散
を
心
を
込
め
て

お
祈
り
し
ま
し
ょ
う
。
夏
の
夕
暮
れ
、
皆

様
お
揃
い
で
お
参
り
下
さ
い
。

神
さ
ま
と
神
社
の
側
か
ら
言
え
ば
、
縁

あ
っ
て
神
立
・
千
家
に
暮
ら
す
全
て
の
人

々
が
「
氏
子
さ
ん
」
で
す
。
ど
な
た
で
も

遠
慮
な
く
お
参
り
下
さ
い
ま
せ
。

日

時

七
月
二
十
五
日
（
日
）

一
、

本
殿
祭

午
後
三
時
よ
り
齋
行

一
、

摂
末
社
祭

午
後
五
時
よ
り
齋
行
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本
殿
祭
、
末
社
祭
が
夏
祭
り
の
中
心
で

す
。
御
神
前
に
お
供
え
物
を
し
て
神
さ
ま

を
お
も
て
な
し
し
、
宮
司
が
祝
詞
を
奏
上

し
ま
す
。

本
殿
祭
は
、
氏
子
を
代
表
し
て
、
総
代

の
皆
様
に
昇
殿
し
て
も
ら
い
ま
す
。

末
社
祭
は
、
境
内
を
取
り
囲
む
本
社
ゆ

か
り
の
四
社
を
時
計
回
り
に
そ
れ
ぞ
れ
お

祭
り
し
ま
す
。

※
末
社
当
番
の
皆
様
は
、
五
時
か
ら
祭
典

で
き
ま
す
よ
う
準
備
を
お
願
い
し
ま
す
。

あ
わ
せ
ま
し
て
、
各
社
の
お
護
り
、
氏
子

さ
ん
へ
の
御
神
酒
授
与
な
ど
、
一
夜
の
お

も
て
な
し
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

一
、

大

祓

お

お

は

ら

え

こ
の
日
は
、
夏
越
し
の
大
祓
（
旧
暦

六
月
三
十
日
に
近
い
日
と
し
て
）
も
行
い

ま
す
。

人
形
に
、
半
年
の
ツ
ミ
や
ケ
ガ
レ
を

ひ
と
が
た

う
つ
し
や
り
、
神
前
に
大
祓
詞
を
奏
上
し
、

そ
れ
ら
を
祓
い
去
り
、
今
後
の
無
病
息
災
、

防
魔
鎮
魂
、
疫
病
退
散
を
祈
念
し
ま
す
。

※
人
形
は
、
別
途
、
御
家
庭
（
神
社
維
持

費
家
当
金
納
入
各
戸
）
へ
お
配
り
し
ま
す
。

こ
の
紙
で
、
身
体
を
撫
で
こ
す
り
、
息
を
吹

き
か
け
た
う
え
、
氏
名
、
年
齢
、
性
別
を
書

い
て
、
夏
祭
当
日
拝
殿
に
用
意
し
た
人
形

受
け
箱
に
お
納
め
下
さ
い
。
お
焚
き
上
げ
し

て
祓
い
ま
す
。

◎
人
形
と
引
き
換
え
に
、
疫
病
退
散

無
病
息
災
の
お
守
り
「
茅
の
輪
」

（
無
償
）
を
各
戸
一
体
お
受

け
下
さ
い
。

※
平
素
、
氏
子
の
神
社
維
持
費
家
当
金
を

未
納
の
御
家
庭
で
、「
大
祓
」
の
人
形
を
ご

希
望
の
方
に
、
社
務
所
で
必
要
数
を
お
授

け
し
ま
す
。
遠
慮
な
く
お
申
し
出
下
さ
い
。

《
あ
と
が
き
》
▼
神
社
周
辺
の
豊
か
な
歴
史

的
自
然
的
景
観
と
社
叢
風
景
を
守
る
た
め
に
、

令
和
元
年
五
月
、
万
九
千
神
社
「
令
和
の
森

づ
く
り
」
基
金
を
設
立
し
ま
し
た
。
▼
そ
の

後
、
日
本
中
の
多
く
の
皆
様
の
御
奉
賛
に
よ

り
、
令
和
二
年
五
月
に
第
一
期
事
業
の
神
等

去
出
広
場
、
神
宮
遙
拝
所
、
駐
車
場
整
備
工

事
が
竣
功
し
ま
し
た
。
▼
令
和
二
年
秋
か
ら

本
年
五
月
に
は
第
二
期
主
要
事
業
の
出
雲
大

社
遙
拝
所
遷
座
改
築
、
参
道
並
木
の
再
整
備

工
事
が
竣
功
し
ま
し
た
。
去
る
五
月
四
日
み

ど
り
の
日
に
は
、
出
雲
市
長
様
ほ
か
御
来
賓

の
方
々
と
共
に
、
時
節
柄
、
総
代
ほ
か
神
社
、

工
事
関
係
者
等
の
少
人
数
に
よ
り
新
参
道
の

竣
功
奉
告
祭
と
清
祓
、
通
り
初
め
を
行
い
ま

し
た
。
▼
景
観
破
壊
と
い
う
一
大
危
機
を
令

和
の
人
の
真
心
で
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
い

ま
す
。
た
だ
た
だ
感
謝
の
気
持
ち
で
一
杯
で

す
。
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ

か
ら
も
「
一
所
懸
命
」
護
持
し
ま
す
。（
宮
司
）


