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Ｄ
ブ
ロ
ッ
ク
の
活
動
に
続
き
、

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
の
三
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク

の
新
た
な
活
動
が
始
ま
り
ま
し
た
。

三
月　

二
日（
火
）Ａ
ブ
ロ
ッ
ク

三
月　

六
日（
金
）Ｂ
ブ
ロ
ッ
ク

三
月
十
三
日（
金
）Ｃ
ブ
ロ
ッ
ク

と
開
催
い
た
し
ま
し
た
。
お
い
し

い
御
食
事
を
頂
き
な
が
ら
、
意
見

交
換
を
い
た
し
ま
し
た
。
大
勢
参

加
頂
き
、有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

平
成
二
十
八
年
四
月
九
日（
土
）

伊
勢
市
観
光
文
化
会
館
に
て
「
櫻

井
よ
し
こ
氏
講
演
会
」
を
予
定
し

て
お
り
ま
す
。
詳
細
は
次
回
に
掲

載
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
お
楽
し
み

に
。 新

た
な
活
動

講
演
会
の
　 

　

　 

　
お
知
ら
せ

〜
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
ブ
ロ
ッ
ク

か
ら
の
報
告
〜

い
い
、
現
在
の
火ひ

除よ
け

橋ば
し

に
当
た
り

ま
す
。
参
宮
者
は
こ
の
橋
で
馬
や

駕
篭
を
下
り
、
そ
こ
か
ら
は
一
切

の
武
具
や
仏
具
の
持
ち
込
み
が
禁

じ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
風
習

を
『
伊い

勢せ

参さ
ん

宮ぐ
う

按あ
ん

内な
い

記き

』
は
、
神

を
敬う
や
まい
奉ま
つ

る
ゆ
え
の
習
わ
し
と
記

し
て
い
ま
す
。

　

北
御
門
に
は
古
く
か
ら
鳥
居
が

立
っ
て
い
た
よ
う
で
、
北き
た

御み

門か
ど

口ぐ
ち

鳥と
り

居い

、
北き
た

御み

門か
ど

の
鳥
居
、
ま
た
は

北き
た

鳥と
り

居い

と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

い
ず
れ
も
北
の
神
門
と
い
う
意
味

で
す
。
多た

賀か
の

宮み
や

の
鳥
居
で
は
な
い

か
と
い
わ
れ
た
時
代
も
あ
り
ま
し

た
が
、
そ
れ
は
間
違
い
の
よ
う
で

す
。

　

『
太だ
い

神じ
ん

宮ぐ
う

参さ
ん

詣け
い

記き

』
に
は
北
御

門
は
毘び

沙し
ゃ

門も
ん

天て
ん

の
垂す
い

迹じ
ゃ
くの
跡
と
紹

介
さ
れ
て
い
ま
す
。
毘
沙
門
天
が

北
方
の
守
護
神
で
、
別
名
を
多た

聞も
ん

天て
ん

と
い
う
こ
と
か
ら
生
じ
た
伝
承

か
と
想
像
し
ま
す
。

　

ま
た
、
か
つ
て
は
北き
た

御み

門か
ど

社し
ゃ

と

い
う
小
さ
な
社や
し
ろが
あ
り
ま
し
た
。

『
倭
や
ま
と

姫ひ
め
の

命み
こ
と

世せ
い

記き

』
な
ど
は
、
若わ
か

雷い
か
づ
ち
の

命み
こ
とを
ま
つ
り
、
京
都
の
賀

茂
神
社
の
祭
神
と
同
じ
と
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
賀
茂
神
社
が
京
都

の
北
方
に
鎮
座
し
て
い
る
こ
と
と

関
連
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

　

江
戸
時
代
、
神
宮
の
一
般
的
な

呼
称
は
太
神
宮
で
し
た
。
太
の
文

字
は
太
い
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、

最
も
立
派
な
、「
大
々
神
宮
」
を

表
し
て
い
る
の
で
す
。
厳
密
に
は

内
宮
を
指
し
ま
す
が
、
両
太
神
宮

と
い
う
呼
び
方
も
あ
り
ま
し
た
。

今
回
か
ら
始
ま
る
連
載
は
、
少
し

懐
古
的
に
し
て
「
太
神
宮
あ
ち
こ

ち
」
と
し
て
み
ま
し
た
。

　

さ
て
、
第
一
回
は
外
宮
の
北き
た

御み

門か
ど

か
ら
始
め
ま
す
。「
御
門
」
と

言
い
ま
す
が
、
北
の
入
り
口
の
こ

と
で
実
際
に
門
は
あ
り
ま
せ
ん
。

内
宮
の
神
主
が
外
宮
前
を
通
る
時

に
は
必
ず
馬
や
駕か

篭ご

を
下
り
た
ほ

ど
大
事
な
場
所
で
し
た
。

　

外
宮
の
正
面
玄
関
は
表
参
道
で
、

昔
か
ら
天
皇
の
使
者
は
表
か
ら
参

入
し
ま
し
た
が
、
参
宮
者
の
多
く

は
北
御
門
か
ら
入
っ
て
い
た
よ
う

で
す
。
宮
川
を
渡
り
、
筋す
じ

向か
い

橋ば
し

方

面
か
ら
外
宮
に
向
か
っ
て
来
る
の

で
す
か
ら
、
北
御
門
の
方
が
都
合

が
よ
か
っ
た
訳
で
す
。

　

道
中
、
食
事
や
金
子
の
施
行
を

受
け
た
柄ひ

杓し
ゃ
くは
参
宮
者
の
象
徴
で

も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
柄
杓
を
北き
た

御み

門か
ど

橋ば
し

で
豊と
よ

川か
わ

に
流
す
風
習
が
あ

り
ま
し
た
。

　

こ
の
北
御
門
橋
は
豊と
よ

川か
わ

橋ば
し

と
も

　

今
年
度
も
、
女
性
部
会
の
皆
さ

ん
が
管
内
各
小
学
校
を
訪
れ
、
租

税
教
室
の
講
師
と
な
り
児
童
の
皆

さ
ん
と
、
税
金
の
勉
強
を
い
た
し

ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
、
税
金
の

大
切
さ
を
伝
え
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

ん
。
ま
た
江
戸
時
代
は
米よ
ね

沢ざ
わ

藩
の

上う
え

杉す
ぎ

家け

が
造
営
を
担
っ
て
い
ま
し

た
。
謙け
ん

信し
ん

公こ
う

以
来
の
毘
沙
門
天
信

仰
に
よ
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。

　

前
出
『
按
内
記
』
に
よ
る
と
、

地
元
の
人
は
旅
行
の
前
の
首か
ど

途で

に

こ
の
社
に
参
拝
す
る
習
わ
し
が
あ

っ
た
そ
う
で
す
が
、
当
時
で
も
そ

の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
は
希ま
れ

で

あ
る
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
外
宮
に
伝
来
し
た
神か
ぐ

楽ら

歌う
た

に
「
北
御
門
の
歌
」
が
あ
り

ま
す
の
で
紹
介
し
ま
す
。

　
　
　

北き
た

御み

門か
ど

の
歌

宮
へ
ま
こ
と
に
参
ら
れ
ば
、

北
の
御み

門か
ど

よ
り
参
ら
れ
よ
。

北
の
御
門
よ
り
参
れ
ば
ぞ
、

万よ
ろ
づの
願
ひ
を
満み

て
給た
ま

ふ
。

榊さ
か
き

葉ば

に
幣み

帛
て
ぐ
ら

副そ

へ
て
誰
が
世
に
、

北
の
御
門
と
斎
ひ
そ
め
け
む
。

大
空
に
踏
み
轟
と
ど
ろ
か
す
鳴
る
神
は
、

土
に
降
り
て
は
社
と
ぞ
成
る
。

北
御
門
鳴
る
雷
は
宝
に
て
、

昨
日
も
今
日
も
夕
立
ぞ
す
る
。

北き
た

御み

門か
ど

鳴
る
雷
七し
ち

竜
り
ゅ
う

八は
ち

竜
り
ゅ
う

九く

竜り
ゅ
う

三さ
ん

所し
ょ

に
遊
び
の
上
じ
や
う

分ぶ
ん

を
進ま
ゐ

ら

す
る
賛ほ
め

聞
こ
し
め
せ
玉
の
宝ほ
う

殿で
ん

。

北
に
は
高
き
山
あ
る
ぞ
、

松
の
林
に
高
き
岡
、

日に
ち

山せ
ん

月こ
く

山せ
ん

中
の
間ま

に
、

万よ
ろ
づの
願
ひ
を
満み

て
給た
ま

ふ
。

（『
神
宮
近
世
奉
賽
拾
要
』
増
補

大
神
宮
叢
書
23
所
収　

な
お
一
部

仮
名
を
漢
字
に
改
め
、
句
読
点
を

付
し
ま
し
た
）

外
宮 

北
御
門

神
宮
司
庁
広
報
課
長
　
石 

垣 

仁 

久

第
１
回

租
税
教
室

太
神
宮
あ
ち
こ
ち


