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社じ
ゃ

と
、
月
夜
見
宮
域
内
の
摂
社
高た
か

河が
わ
ら原
神じ
ん

社じ
ゃ

に
も
ツ
キ
ヨ
ミ
の
神
の

御み

魂た
ま

が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、

月
夜
見
宮
と
月
読
宮
は
現
在
で
は

河
川
と
は
縁
の
無
い
場
所
に
あ
り

ま
す
が
、
か
つ
て
は
河
川
が
宮
域

の
側
を
流
れ
て
い
ま
し
た
。
特
に

月
夜
見
宮
の
背
後
の
県
道
は
、
か

つ
て
宮
川
本
流
で
あ
っ
た
清き
よ

川か
わ

が

形
成
し
た
自
然
堤
防
で
、
高た
か

川が
わ
ら原

の
地
名
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は

斎さ
い

王お
う

が
三さ
ん

節せ
つ

祭さ
い

を
奉
仕
す
る
際
の

宿
泊
所
と
な
る
離り

宮き
ゅ
う

院い
ん

が
在
り

ま
し
た
が
、
延え
ん

暦り
ゃ
く

十
六
年
（
七

九
七
）
小お

俣ば
た

に
移
転
し
ま
し
た
。

移
転
の
理
由
が「
南
北
の
川
氾
濫
」

と
あ
り
ま
す
の
で
、
地
形
と
し
て

は
川
に
挟
ま
れ
た
水
運
の
便
が
良

い
地
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
高
川
原
は
古
代
水
上

交
通
の
要
所
で
、
そ
の
た
め
度わ

た

会ら
い

の
駅え
き

と
し
て
勅ち
ょ
く

使し

が
到
着
す
る

駅え
き

使し

院い
ん

も
あ
り
ま
し
た
。『
延え
ん

喜ぎ

式し
き

』（
巻
第
二
八
兵ひ
ょ
う

部ぶ

省し
ょ
う

）
に
、

度
会
駅
に
は
駅
馬
八
疋ひ
き

を
置
く
こ

と
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

月
夜
見
宮
か
ら
外
宮
に
通
じ
る

神か
み

路じ

通
り
に
は
、
謎
め
い
た
白
馬

伝
説
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
起
源

は
古
代
の
駅え
き

制せ
い

に
ま
で
遡
さ
か
の
ぼ

る
の

か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

読
尊
の
表
記
法
は
『
古こ

事じ

記き

』
に

拠よ

り
、
月
夜
見
尊
は
『
日に

本ほ
ん

書し
ょ

紀き

』

に
拠
り
ま
す
。
文
字
は
異
な
り
ま

す
が
、
同
じ
神
様
で
す
。
神
宮
で

は
ツ
キ
ヨ
ミ
と
申
し
上
げ
ま
す

が
、
一
般
に
は
ツ
ク
ヨ
ミ
と
よ
み

ま
す
。
月
の
下
に
他
の
名
詞
が
付

く
と
、
キ
が
ク
に
交
替
し
て
ツ
ク

ヨ
ミ
と
な
り
ま
す
。
こ
ち
ら
の
方

が
古
い
読
み
方
ら
し
く
、
東
国
方

言
に
も
例
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、『
日
本
書
紀
』
に
は
月つ
く

弓ゆ
み
の

尊み
こ
と

の
表
記
も
見
ら
れ
ま
す
。

こ
の
用
例
は
、
三
日
月
の
形
が
弓

に
似
て
い
る
こ
と
か
、
ま
た
は
槻つ
き

弓ゆ
み

（
槻
は
弓
の
適
材
）
と
の
関
連

も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

さ
て
、
月
を
読
む
と
は
、
月
齢

を
知
る
こ
と
で
す
。「
読
む
」
に

は
「
鯖
を
読
む
」
と
い
う
よ
う
に
、

数
え
る
意
味
も
あ
り
ま
す
。
月
齢

を
読
む
こ
と
は
、
日
を
数
え
月
日

の
運
行
を
知
る
こ
と
で
、
暦
の
無

い
時
代
に
月
日
を
知
る
こ
と
は
重

要
な
こ
と
で
し
た
。
ま
た
、
月
齢

か
ら
潮
の
干
満
も
知
り
得
ま
す
の

で
、
月
の
神
は
、
船
を
操
る
人
々

に
守
護
神
と
し
て
祀
ら
れ
る
例
が

見
ら
れ
ま
す
。

　

神
宮
で
も
、
河
川
と
の
関
係
が

考
え
ら
れ
る
佐そ

う
ち八

の
摂
社
川か

わ
ら原

神じ
ん

読よ
み
の

宮み
や

の
俗
称
が
生
じ
ま
し
た
。

名
称
の
問
題
は
、
明
治
初
年
両
大

神
宮
が
神じ
ん

宮ぐ
う

司し

庁ち
ょ
う

の
一
括
管
轄

と
な
っ
た
際
、
外
宮
の
別
宮
を
月つ
き

夜よ

見み
の

宮み
や

と
す
る
こ
と
で
解
決
し
ま

す
。
こ
れ
は
二
宮
が
同
名
で
あ
る

の
で
区
別
し
た
ま
で
で
、
そ
れ
以

外
の
理
由
は
存
在
し
ま
せ
ん
。

　

月
夜
見
宮
の
祭
神
は
月つ
き

夜よ

見み
の

尊み
こ
と

と
月つ
き

夜よ

見み
の

尊
み
こ
と
の

荒あ
ら

御み

魂た
ま

で
、

こ
の
神
は
男
神
で
す
。『
万ま
ん

葉よ
う

集し
ゅ
う

』
に
は
月つ
く

読よ
み

壮お
と
こ士
と
い
う
用

例
も
あ
り
ま
す
。

　

内
宮
の
月
読
宮
は
月つ
き

読よ
み
の

尊み
こ
と

、

隣
接
す
る
月つ
き

読よ
み

荒あ
ら

御み

魂た
ま
の

宮み
や

に
月つ
き

読よ
み
の

尊
み
こ
と
の

荒あ
ら

御み

魂た
ま

が
別
に
祀
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
月
夜
見
宮
は
一
つ

の
御
殿
に
月
夜
見
尊
と
荒
御
魂
が

お
祀
り
さ
れ
て
い
ま
す
。
前
述
の

『
儀
式
帳
』
に
「
正し
ょ
う

殿で
ん

二に

区く

、
玉た
ま

垣が
き

一ひ
と

重え

、
御ご

門も
ん

一い
ち

間け
ん

」
と
あ
り
ま

す
の
で
、
摂
社
の
時
か
ら
同
じ
御

垣
の
内
に
荒
御
魂
を
祀
る
小
殿
が

別
に
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
何
時

の
頃
か
ら
か
合ご
う

殿で
ん

と
な
っ
た
よ
う

で
す
。

　

祭
神
名
の
表
記
に
つ
い
て
、
月

　

今
回
は
月
夜
見
宮
を
紹
介
し
ま

す
。
月
夜
見
宮
は
四
所
あ
る
外
宮

の
別
宮
の
一
つ
で
す
。
創
建
年
代

は
不
明
で
す
が
、
平
安
時
代
に
編

纂
さ
れ
た
『
止と

由ゆ

気け

宮ぐ
う

儀ぎ

式し
き

帳ち
ょ
う

』

に
、
外
宮
が
管
理
す
る
度
会
郡
内

の
神
社
二
十
四
社
の
筆
頭
に
「
月

読
神
社
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い

ま
す
。
つ
ま
り
、
平
安
期
は
既
に

外
宮
第
一
の
摂せ
っ

社し
ゃ

で
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
内
宮
の
別
宮
月つ
き

読よ
み
の

宮み
や

と
名
称
が
似
て
い
ま
す
が
、

月
読
神
社
は
外
宮
の
摂
社
で
す
の

で
所
属
と
社し
ゃ

格か
く

が
ま
っ
た
く
異
な

る
別
個
の
神
社
で
す
。

　

鎌
倉
時
代
の
承じ

ょ
う

元げ
ん

四
年
（
一

二
一
〇
）
外
宮
か
ら
の
奏
請
に
よ

り
摂
社
月
読
神
社
に
朝
廷
よ
り

宮き
ゅ
う

号ご
う

宣せ
ん

下げ

が
あ
り
、
別
宮
に
昇

格
し
て
月つ
き

読よ
み
の

宮み
や

と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
長
ら
く
内
宮
の
月
読
宮

と
同
名
の
ま
ま
で
し
た
が
、
一
方

は
内
宮
、
一
方
は
外
宮
と
所
属
が

異
な
っ
て
い
た
の
で
特
に
不
都
合

は
無
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

降く
だ

っ
て
、
江
戸
時
代
に
内
宮
の

月
読
宮
と
区
別
す
る
た
め
、
新し
ん

月つ
き

月
夜
見
宮石

垣
仁
久

神
宮
司
庁
　
広
報
課
長

神
宮
権
禰
宜

第
２
回

太
神
宮
あ
ち
こ
ち

●
安
田
　
幸
枝
（
鳥
羽
支
部
）

日
本
生
命
保
険（
相
）

鳥
羽
営
業
部

●
米
田
真
奈
美
（
明
倫
支
部
）

（
有
）足
立
ス
タ
ン
プ

　

平
成
二
十
七
年
度
の
納
税

表
彰
式
が
、
十
一
月
十
三
日

（
金
）、
伊
勢
シ
テ
ィ
ホ
テ
ル

で
執
り
行
わ
れ
、
女
性
部
会

か
ら
平
石
紀
久
子
さ
ん
が
、

伊
勢
税
務
推
進
協
議
会
長
表

彰
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

納
税
表
彰
式

磯
部
建
設
工
業
㈱　
　
　

平
石
紀
久
子

平
成
27
年
11
月
30
日
現
在

はつらつ
新入部
会員紹介

敬称略


