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さ
れ
て
い
る
宮
司
さ
ん
も
お
ら

れ
ま
す
が
、
大
半
の
宮
司
さ
ん

は
苦
労
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
も

そ
の
内
の
一
人
で
す
。
私
の
場

合
、
主
が
会
社
人
従
が
神
職
と

ゆ
う
生
活
を
し
て
い
ま
す
の
で

自
分
自
身
に
神
職
と
ゆ
う
自
信

が
未
だ
に
持
て
ず
、
総
代
、
氏

子
の
人
達
に
自
分
の
思
い
を
う

ま
く
伝
え
る
こ
と
が
出
来
ず
苦

労
し
て
い
ま
す
。
ま
た
自
分
が

奉
仕
し
て
い
る
神
社
の
こ
と
を

充
分
に
把
握
し
て
い
な
い
こ
と
、

こ
の
二
点
が
大
き
な
原
因
だ
と

思
い
ま
す
。
私
の
場
合
あ
る
程

度
原
因
が
分
か
っ
て
来
ま
し
た

の
で
、
こ
の
二
点
を
早
く
克
服

し
て
教
化
活
動
を
実
行
し
て
い

こ
う
と
思
い
ま
す
。

以
上

西
部
青
年
神
職
会
会
長

塚
田
義
史

五
月
二
十
九
日
三
十
日
の

両
日
に
亘
り
、
鳥
取
県
神
道

青
年
会
氏
子
青
年
会
を
主
管

と
し
て
第
三
十
二
回
中
国
地

区
氏
子
青
年
・
神
道
青
年
合

同
研
修
会
を
開
催
い
た
し
ま

し
た
。当

日
は
百
四
十
名
と
い
う

多
数
の
ご
参
加
を
戴
き
、
成

功
裏
に
研
修
会
を
終
え
ま
し

た
こ
と
を
ま
ず
は
ご
報
告
申

し
上
げ
ま
す
。
執
行
部
と
致

し
ま
し
て
も
、
合
同
研
修
会

準
備
委
員
会
（
仮
称
）
を
設

け
、
関
係
各
位
の
ご
協
力
の

下
、
準
備
を
進
め
て
参
り
ま

し
た
。
そ
の
中
で
最
大
の
問

「
氏
青
神
青
合
同

研
修
会
を
終
え
て
」

鳥
取
県
神
道
青
年
会
会
長

青
砥
一
彦 私

が
、
神
職
と
し
て
御
奉
仕

さ
せ
て
頂
い
て
半
年
以
上
経
ち

ま
し
た
が
、
ま
だ
こ
の
因
幡
地

方
の
奏
伝
楽
等
一
生
懸
命
覚
え

て
い
る
所
で
す
。
こ
れ
か
ら
も

助
勤
に
行
く
事
が
有
れ
ば
各
神

社
の
色
々
な
や
り
方
を
勉
強
し
、

氏
子
の
人
達
か
ら
信
頼
さ
れ
る

様
な
神
職
を
目
指
し
て
神
明
奉

仕
に
尽
力
し
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

氏
名
田
中
正
臣

（
た
な
か
ま
さ
お
み
）

東
部
若
葦
会

奉
務
神
社犬

山
神
社

題
で
あ
り
ま
し
た
開
催
に
関

わ
る
費
用
に
つ
き
ま
し
て
も
、

神
社
庁
の
拠
出
金
を
満
額
予

算
組
し
て
戴
き
ま
し
た
り
、

各
宮
司
様
よ
り
の
ご
寄
付
を

頂
戴
で
き
ま
し
た
こ
と
で
、

ど
う
に
か
面
目
を
保
つ
こ
と

も
で
き
ま
し
た
。
こ
の
場
を

お
借
り
し
て
ま
ず
は
各
位
の

ご
厚
意
に
厚
く
お
礼
申
し
上

げ
ま
す
。

今
回
参
加
さ
れ
た
方
々
は

皆
、
我
々
と
同
じ
神
職
で
あ

り
、
敬
神
の
念
の
篤
い
氏
子

の
方
々
で
し
た
。
そ
の
皆
様

が
、
研
修
会

の
お
礼
を
言

声

新
入
会
員
紹
介

へ終
了
後
心
よ
り

っ
て
帰
っ
て
い
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か
れ
ま
し
た
。
こ
れ
も
偏
に

会
員
各
位
の
ご
努
力
の
賜
と

思
い
ま
す
。
研
修
会
開
催
前

に
、
見
た
目
の
豪
華
さ
で
は

な
く
遠
来
の
友
を
迎
え
る
様

に
細
や
か
な
気
遣
い
を
求
め

ま
し
た
が
、
そ
の
こ
と
を
皆

様
が
善
く
実
践
し
て
戴
い
た

事
の
証
だ
と
思
い
ま
す
。
本

当
に
有
り
難
う
御
座
い
ま
し

た
。
こ
の
研
修
会
の
第
一
の

目
的
は
当
然
神
道
に
係
わ
る

者
の
研
鐇
で
す
が
、
そ
れ
以

上
に
、
同
じ
道
を
目
指
す
者

と
し
て
の
連
帯
感
を
高
め
る

も
の
で
も
あ
る
の
で
す
。

願
わ
く
ば
、
今
回
の
研
修

会
開
催
で
得
た
経
験
や
連
帯

感
を
、
今
後
の
神
道
青
年
会

の
運
営
に
生
か
し
て
頂
け
れ

ば
、
会
長
職
を
務
め
た
者
と

し
て
、
こ
の

き
る
も
の
は

十
年
度
鳥
取
県
神
道
青
年
会
事
業
計
画
書

業

県
神
青
通
信
第
六
号
の
発
行
（
西
部
担
当
）

中
国
地
区
氏
青
・
神
青
合
同
研
修
会
（
当
県
担
当
）

神
青
協
創
立
五
十
周
年
記
念
事
業

単
位
会
に
お
け
る
事
業
の
推
進

目
標

神
道
青
年
と
し
て
の
意
識
の
昂
揚
と
自
己
研
修
の
実
践

単
位
会
の
相
互
交
流
を
進
め
る

神
青
協
活
動
方
針
事
業
計
画
に
基
づ
き
活
動
を
進
め
る

項 目 10年度予算額 9年度決算額

費 102，000円 105，000円

成 金 210，000円 210，000円

収 入 20，000円 30，000円

越 金 154，835円 62，880円

計 486，835円 407，880円

第6
ロ
言 会

一
助
一
雑
一
繰
一
合

上
の
喜
び
に
尽

あ
り
ま
せ
ん
。
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項 目

総 会 費

役員会薑

事 業 費

対外派遣助成費

事 務 蕾

神青協負担金

地区負担金

特別積立金

予 備 費

マア

鳥
取
県
西
伯
郡
大
山
町
孝
麗
山みや

（
七
五
二
の
東
北
山
麓
に
「
宮

西
つ
手
抄内

」
と
い
う
戸
数
三
○
戸
の
小
集

落
が
あ
る
。
山
麓
に
は
大
小
約
百

余
基
の
古
墳
が
密
集
し
て
い
る
こ

と
よ
り
、
こ
の
付
近
は
古
代
か
ら

人
の
生
活
の
場
と
な
っ
て
い
た
こ

と
が
想
像
さ
れ
る
。

こ
の
部
落
の
東
南
端
に
高
杉
神

社
と
い
う
一
社
が
あ
る
。
こ
の
神

う
わ
な
り

社
に
は
古
く
か
ら
「
蝋
神
事
」
と

い
う
珍
し
い
神
事
が
行
わ
れ
近
郷

の
話
題
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
奇
祭
が
果
し
て
い
つ
の
頃

か
ら
行
わ
れ
て
い
た
の
か
正
確
な

記
録
が
な
い
の
で
川
か
で
は
な
い

が
当
社
に
保
存
さ
れ
て
い
る
祭
伝

記
並
鳥
取
県
神
社
誌
に
よ
れ
ば
、

室
町
時
代
以
前
か
ら
行
な
わ
れ
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
神
事
は
師
年
の
例
祭
の
時

氏
子
中
よ
り
三
名
ず
つ
輪
番
制
で

う
ち
が
み

打
神
（
霊
代
人
）
を
選
出
し
奉
仕

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
打
神

は
神
霊
に
よ
り
神
懸
り
の
状
態
と

し
い
神
事
で
あ
る
が
、
終
戦

な
り
打
合
い
を
行
な
う
と
い
う
珍

奇奈 へ
へ

，

云
口 計

後

シ
デ
と
は
古
事
記
の
岩
戸
隠
れ

の
條
に
「
派
Ⅳ
津
ま
さ
か
き
の
下

枝
に
は
白
に
ぎ
て
青
に
ぎ
て
を
取

り
し
で
」
と
あ
る
よ
う
に
垂
れ
る

と
い
う
意
味
で
、
縄
に
つ
け
て
垂

れ
る
こ
と
か
ら
シ
デ
と
い
い
、
垂

紙
や
四
手
と
い
う
文
字
を
あ
て
ま

す
。

シ
デ
は
も
と
も
と
穀
（
か
じ
）

を
織
っ
た
も
の
を
川
い
た
の
が
、

後
に
麻
や
紺
に
変
わ
り
、
今
Ⅲ
普

通
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
紙
を
代
用

す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
す
。

シ
デ
の
用
法
と
し
て
は
玉
串
に

付
け
て
幣
帛
と
し
て
奉
ら
れ
る
場

合
と
、
注
連
縄
に
付
け
て
用
い
ら

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
注
連
縄

に
付
け
て
用
い
る
場
合
に
は
神
に

捧
げ
る
も
の
と
い
う
意
味
で
は
な

く
、
注
連
純
の
所
在
を
は
っ
き
り

す
る
た
め
の
標
識
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

、（
編
集
後
記
）

／

、

神
祇
問
答
よ
り

「
シ
デ
」
に
つ
い
て

今
年
度
は
、
中
国
地
区
氏
青
神

青
合
同
研
修
会
と
い
う
大
事
業
が

あ
り
ま
し
た
が
、
県
内
の
氏
青
と

神
青
の
メ
ン
バ
ー
の
協
力
の
も
と
』

成
功
裏
に
研
修
会
を
終
え
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

今
後
と
も
Ⅲ
会
の
活
動
が
益
々

盛
ん
に
な
り
ま
す
こ
と
を
願
っ
て

や
み
ま
せ
ん
。

色
々
な
事
情
に
よ
り
十
余
年
間
中

断
し
て
い
た
、
そ
の
間
部
落
内
に

不
祥
事
（
炳
人
等
が
続
出
）
が
次
々

と
お
こ
る
よ
う
に
な
り
氏
子
合
図

り
、
今
後
四
年
に
一
度
（
旧
暦
閏

年
）
実
施
す
る
こ
と
に
な
り
現
在

に
い
た
っ
て
い
る
。

創
立
年
月
日
は
不
詳
で
あ
る
が

昔
か
ら
藩
主
の
祈
願
所
と
し
て
社

領
三
石
八
斗
七
合
を
受
け
、
武
門

武
将
の
崇
敬
も
厚
く
、
神
社
の
棟

札
や
古
文
書
に
も
元
汗
入
郡
大
社

あ
る
い
は
高
杉
郷
大
社
と
記
さ
れ

て
い
る
。

慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
丑
十

一
月
、
現
在
地
に
移
転
再
興
し
た

と
書
い
た
棟
札
も
あ
る
。
ま
た
、

神
事
の
山
来
に
つ
い
て
は
次
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

雄
略
天
皇
内
辰
の
年
、
神
々
の

怒
に
ふ
れ
、
地
方
住
民
が
次
々
と

災
難
に
遭
っ
て
大
変
心
を
痛
め
た
。

そ
の
と
き
、
当
社
の
御
神
託
に
二

人
の
官
女
、
松
姫
命
と
千
代
姫
命

く
わ
し

の
霊
魂
が
、
細
姫
に
対
す
る
嫉
妬

の
た
た
り
で
あ
る
と
の
こ
と
、
よ

っ
て
こ
れ
を
神
社
に
祭
祀
し
、
お

告
げ
の
ま
ま
に
宮
殿
を
建
て
て
、

一
ノ
御
前
社
（
細
姫
Ⅱ
本
殿
）
ニ

ノ
御
前
社
（
松
姫
命
Ⅱ
仲
殿
）
三

ノ
御
前
社

（
千
代
姫
命
Ⅱ
末
殿
）
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を
奉
斉
し
、
祭
日
に
蝋
神
事
を
斉

行
し
た
と
こ
ろ
、
神
慮
が
や
わ
ら

ぎ
、
幸
せ
に
生
活
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ

の
神
事
が
今
に
い
た
る
ま
で
受
け

継
が
れ
て
い
る
。

当
社
の
古
書
類
は
毛
利
、
尼
子

の
兵
乱
の
た
め
ほ
と
ん
ど
焼
失
し

た
が
、
幸
兵
火
を
免
れ
た
随
神
の

古
神
像
二
体
が
現
存
し
て
い
る
。

ま
た
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）

ま
で
は
尚
杉
郷
八
か
村
の
鎮
守
氏

神
で
あ
っ
た
が
、
孝
霊
山
牧
草
採

取
に
つ
い
て
山
論
が
あ
り
、
坊
領
、

佐
摩
、
今
在
家
は
大
山
領
で
あ
っ

た
が
た
め
、
坊
領
に
神
社
を
創
立

し
氏
子
を
離
れ
、
続
い
て
平
、
中

高
、
神
原
、
長
田
も
分
離
し
た
。

し
か
し
祭
は
そ
の
後
も
同
日
に
行

な
い
、
総
氏
神
と
し
て
尊
信
し
た
。

大
正
元
年
十
月
三
十
一
日
、
宮

や
し
き

内
村
邸
鎮
座
一
ノ
御
前
社
、
宮
内

字
早
稲
上
鎮
座
の
ニ
ノ
御
前
社
三

ノ
御
前
社
を
合
祀
、
さ
ら
に
、
大

正
二
年
十
月
、
平
字
村
屋
敷
鎮
座

の
平
神
社
、
宮
内
字
村
屋
敷
鎮
座

の
荒
神
社
を
も
合
併
し
た
。
そ
の

後
昭
和
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

平
神
社
は
再
び
分
離
し
て
元
の
位

置
に
奉
斉
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

を
受
け
、
白
尾
神
社
か
ら
西
灘

神
社
へ
、
神
輿
に
鏡
餅
を
乗
せ

担
ぎ
町
内
を
一
周
し
ま
す
。
午

前
零
時
よ
り
福
餅
つ
き
と
称
し

て
、
三
十
唾
の
餅
を
つ
き
、
雑

煮
に
し
て
千
五
百
杯
ぐ
ら
い
参

拝
者
に
振
舞
い
ま
す
。

こ
の
様
に
、
伝
統
行
事
を
、

子
ど
も
達
に
踏
襲
さ
せ
、
や
さ

し
い
心
づ
く
り
を
、
目
ざ
し
て

い
ま
す
。

現
在
会
員
は
十
七
名
で
、
年

会
費
四
千
円
で
、
自
分
達
の
力

に
依
り
、
神
社
を
母
体
と
し
て
、

地
域
に
根
ざ
し
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

他
に
は
、
四
月
の
花
見
は
会

員
フ
ァ
ミ
リ
ー
で
焼
肉
パ
ー

テ
ィ
ー
を
開
き
、
家
族
間
の
親

交
を
深
め
、
八
月
に
は
氏
青
Ｏ

Ｂ
を
交
え
、
境
内
整
備
の
後
、

親
睦
会
を
行
っ
て
い
ま
す
。

氏
青
は
県
内
で
は
二
会
し
か

有
り
ま
せ
ん
。
青
年
神
職
会
の

皆
様
の
ご
尽
力
に
よ
り
一
会
で

も
多
く
出
来
る
事
を
、
よ
ろ
し

く
お
願
い
致
し
ま
す
。

白
尾
西
灘
両
神
社
氏
子
青
年
会
々
長

南
家
純
悟

本
県
の
最
西
南
端
に
位
置
す

る
Ⅱ
野
郡
日
南
川
に
「
ホ
ト
ホ

ト
」
と
呼
ば
れ
る
正
月
の
行
事

か
残
っ
て
い
る
。
こ
の
行
事
は
、

四
十
二
歳
の
厄
年
を
迎
え
た
男

性
と
そ
の
家
の
厄
落
と
し
を
す

る
伝
統
行
事
で
来
訪
者
を
疫
病

神
に
見
立
て
バ
ケ
ツ
の
水
を
か

け
る
事
に
よ
り
厄
を
祓
う
珍
し

い
行
事
で
あ
る
。
古
く
か
ら
一

月
十
四
日
に
行
わ
れ
、
か
つ
て

は
町
内
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
朧

ん
に
行
わ
れ
て
い
た
が
戦
中
・

戦
後
に
は
す
た
れ
て
し
ま
い
現

在
で
は
同
町
の
多
里
（
た
り
）

地
区
が
そ
の
伝
統
を
伝
え
て
い

る
。
当
日
厄
年
に
当
た
る
本
人

宅
で
は
夕
方
に
な
る
と
近
在
の

親
戚
縁
者
ら
が
大
勢
で
押
し
か

け
祝
い
の
酒
盛
り
を
は
じ
め
る
。

宴
も
た
け
な
わ
の
頃
、
疫
病
神

役
の
若
者
数
人
が
縁
起
物
の
藁

細
工
の
馬
・
ぜ
に
つ
な
ぎ
（
柚

物
）
・
松
竹
梅
で
作
っ
た
飾
り
物

な
ど
を
ザ
ル
に
い
れ
訪
問
、
縁

側
に
備
え
「
ホ
ト
ホ
ト
」
と
大

声
で
唱
え
来
訪
を
つ
げ
る
と
素

東
部
若
葦
会

平
成
十
年
度
の
若
葦
会
卓
上

研
修
会
は
、
テ
ー
マ
を
普
段
よ

く
話
し
合
う
、
神
明
ご
奉
仕
の

こ
と
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
少
し
視

野
を
広
げ
「
血
液
に
つ
い
て
」

「
環
境
ホ
ル
モ
ン
に
つ
い
て
」
を

テ
ー
マ
に
取
り
上
げ
て
開
催
し

ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
変
わ
っ
た
テ
ー

マ
を
選
ん
だ
経
過
と
し
て
、
会

員
に
普
段
か
ら
関
心
の
あ
る
事

柄
を
聞
き
集
め
、
み
ん
な
で
話

し
合
っ
て
見
る
こ
と
で
、
こ
れ

か
ら
の
神
明
ご
奉
仕
の
う
え
で

少
し
で
も
役
に
立
つ
よ
う
な
、

新
し
い
発
見
が
あ
れ
ば
と
考
え

ま
し
た
。

し
か
し
資
料
も
な
く
雑
談
し

て
も
、
あ
ま
り
有
意
義
で
な
い

た
め
、
初
め
に
会
員
で
こ
の
よ

う
な
テ
ー
マ
に
関
係
す
る
仕
事

に
従
事
し
て
い
る
方
に
、
資
料

を
用
意
し
て
も
ら
い
、
そ
れ
を

も
と
に
い
ろ
い
ろ
話
を
し
て
も

ら
伯
耆
圏
の
民
俗
行
事

い
キ
ー
し
た
。

へへ

東
・
中
・
西
単
位
会
の
取
り
組
み

早
く
物
陰
な
ど
に
い
っ
た
ん
は

隠
れ
る
。
待
ち
か
ま
え
て
い
た

そ
の
家
の
家
族
は
そ
の
ザ
ル
に

川
意
し
て
お
い
た
、
お
神
酒
・

肴
・
餅
・
祝
儀
な
ど
を
入
れ
て

お
く
。
再
び
疫
病
神
役
の
数
人

が
ザ
ル
を
持
ち
帰
ろ
う
と
姿
を

現
す
と
家
人
が
一
斉
に
水
を
か

け
る
。
疫
病
神
達
は
ず
ぶ
ぬ
れ

に
な
り
な
が
ら
逃
げ
Ⅲ
る
。
か

つ
て
は
若
者
達
が
最
も
楽
し
み

に
し
て
い
た
行
事
で
あ
っ
た
。

あ
く
ま
で
も
私
見
で
あ
る
が
、

お
そ
ら
く
疫
病
神
役
の
若
者
が

持
参
す
る
ザ
ル
に
い
れ
た
縁
起

物
は
祓
い
の
為
の
贈
物
で
あ
り

素
蓋
鳴
尊
の
高
天
之
原
追
放
の

段
の
「
科
す
る
に
千
座
置
戸
を

以
て
し
、
遂
に
促
め
徴
る
。
髪

を
抜
か
し
む
る
に
至
り
、
以
て

其
の
罪
を
蹟
は
し
む
。
亦
、
其

の
手
足
の
爪
を
抜
き
て
之
を
蹟

は
し
む
と
も
日
ふ
。
巳
に
し
て

つ
ひ
に
逐
降
ひ
き
。
」
に
通
ず
る

も
の
が
あ
ろ
う
。
ま
た
疫
病
神

役
が
「
ホ
ト
ホ
ト
」
と
大
声
で

来
訪
を
告
げ
る
言
葉
も
「
陰

登
・
陰
登
」
で
、
女
陰
を
表
現

す
る
言
霊
の
呪
力
に
よ
り
厄
を

さ
す
が
に
、
専
門
的
な
話
が

多
く
難
し
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま

し
た
が
、
初
め
て
知
る
こ
と
ば

か
り
で
と
て
も
た
め
に
な
っ
た

と
思
い
ま
す
。

そ
の
後
み
ん
な
で
い
ろ
い
ろ

と
話
し
合
い
を
し
ま
し
た
が
、

そ
の
中
で
も
普
段
あ
ま
り
聞
け

な
い
、
そ
の
よ
う
な
専
門
の
仕

事
を
す
る
う
え
で
の
余
談
話
し

な
ど
も
聞
け
和
や
か
な
話
し
合

い
が
で
き
、
結
構
楽
し
い
時
間

を
過
ご
し
ま
し
た
。

こ
の
度
は
、
残
念
な
こ
と
に

出
席
者
が
都
合
で
少
し
少
な
め

で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
な
か
な

か
よ
い
研
修
会
で
あ
っ
た
と
思

い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
、
こ
の

よ
う
な
視
野
が
広
が
る
、
少
し

変
わ
っ
た
研
修
会
も
ま
た
企
画

し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

成 神
道
青
年
会
総
会
を
開
催

中
部
青
年
神
職
会

平
成
十
年
七
月
十
日
鳥
取
県

九
年
度
の
決
算
、
事
業

Ｏ
ア
↓耳

，

報
告

祓
う
と
考
え
れ
ば
天
照
大
御
神

や
天
之
石
屋
戸
と
の
関
連
も
興

味
深
い
も
の
が
あ
る
。
さ
ら
に

親
戚
縁
者
が
集
う
祝
い
の
酒
盛

り
も
天
宇
受
寶
命
が
神
懸
か
り

を
し
て
踊
る
の
を
見
た
神
々
が

共
に
笑
う
様
の
よ
う
で
も
あ
る
。

人
の
一
生
は
、
水
の
儀
式
と
か

か
わ
り
も
深
く
誕
生
す
れ
ば
す

ぐ
さ
ま
産
湯
を
使
い
嬰
児
に
生

命
力
を
与
え
、
死
し
て
は
末
期

の
水
で
生
命
の
蘇
生
を
願
い
、

ま
た
永
の
別
れ
を
惜
し
む
惜
別

の
水
と
も
な
る
。
厄
男
の
家
人

が
疫
病
神
に
水
を
か
け
る
の
も

生
命
の
浄
化
（
樮
祓
）
と
更
新

（
若
返
り
の
呪
力
）
を
願
う
意
味

が
あ
ろ
う
。
雪
深
い
山
里
の
人
々

の
こ
う
し
た
何
げ
な
い
行
事
の

中
に
も
神
話
の
一
節
が
見
え
隠

れ
し
、
神
々
の
「
み
手
振
り
」

が
現
今
に
再
現
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

西
部
青
年
神
職
会

木
山
典
明

の
承
認
、
及
び
平
成
十
年
度
の

予
算
事
業
計
両
を
決
定
。
こ
れ

で
、
今
年
度
の
活
動
を
ス
タ
ー

ト
し
た
。

十
月
二
十
日
、
鎮
霊
神
社
秋

季
大
祭
に
奉
仕
。
参
加
者
五
名
。

平
成
十
一
年
二
月
六
日
、
中

部
青
年
神
職
会
臨
時
総
会
（
第

三
十
二
川
中
国
地
区
氏
青
神
青

合
同
研
修
会
助
成
金
募
金
計
画

に
つ
い
て
）
及
び
新
年
会
を
開

催
。
募
金
方
法
を
決
定
し
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、
担
当
者
が
募

金
活
動
を
開
始
し
た
。

二
月
十
一
日
建
国
祭
祭
典
奉

仕
。
東
伯
町
八
橘
に
後
鎮
座
坐

す
諏
訪
神
社
に
お
願
い
し
、
参

加
者
六
名
。
四
月
末
に
二
月
十

一
日
、
中
部
青
年
神
職
会
独
自

の
取
り
組
み
と
し
て
毎
年
恒
例

の
建
国
祭
祭
典
奉
仕
を
計
画
し

た
が
、
会
員
の
日
程
が
折
り
合

わ
ず
、
四
月
実
施
を
見
合
わ
せ

た
。
六
月
以
降
の
開
催
を
予
定

し
て
い
る
。

前
年
度
に
比
べ
、

氏
子
青
年
会
の

活
動
に
つ
い
て

私
達
氏
青
は
、
年
中
行
事
を

総
じ
て

へへ

今
年
度
の
活
動
は

く
、
会
員
の
参
加

と
お
し
て
、
子
ど
も
達
と
の
ふ

れ
あ
い
を
、
大
切
に
し
て
い
ま

す
。

節
分
祭
で
は
、
会
員
が
赤
鬼
、

白
鬼
に
扮
装
し
、
子
ど
も
達
が
、

こ
の
鬼
に
向
っ
て
豆
撒
き
を
行

い
、
映
画
も
上
映
し
て
、
楽
し

い
一
時
を
過
し
ま
す
。

六
月
の
輪
く
ぐ
り
祭
で
は
、

金
魚
す
く
い
、
焼
そ
ば
、
フ
ラ

ン
ク
フ
ル
ト
、
ソ
ー
セ
ー
ジ
等

の
模
擬
店
を
出
し
、
収
益
金
は
、

初
詣
時
の
雑
煮
の
餅
米
等
の
費

用
に
充
当
し
て
い
ま
す
。

七
夕
祭
で
は
、
事
前
に
一
五

十
個
位
の
行
燈
を
組
立
て
、
八

月
七
日
そ
の
行
燈
に
子
ど
も
達

の
願
い
事
を
書
い
て
も
ら
い
、

点
灯
し
参
道
に
吊
し
夏
の
夜
を

彩
り
ま
す
。
屋
外
に
て
映
画
も

上
映
。
か
き
氷
、
フ
ラ
イ
ド
ポ

テ
ト
等
も
出
店
し
ま
す
。
七
夕

飾
り
も
、
各
家
庭
よ
り
持
参
し

て
も
ら
い
、
境
内
に
立
て
て
、

翌
日
、
清
祓
を
受
け
焼
却
し
て

い
ま
す
。

正
月
行
事
は
、
大
晦
日
午
後

十
時
半
よ
り
、
年
男
年
女
の
人

に
集
合
し
て
も
ら
い
、
お
祓
い

西
部
青
年
神
職
会
の
活
動
は
、

主
に
氏
青
、
神
青
合
同
研
修
会

の
打
ち
合
わ
せ
等
で
、
日
程
的

に
詰
ま
っ
て
し
ま
い
、
今
年
度

は
事
業
計
川
通
り
に
は
い
き
ま

せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
は
、
全
て

会
長
で
あ
る
私
の
怠
慢
が
原
因

で
し
た
。
会
員
の
皆
様
に
は
大

変
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
し
た
。

活
動
報
告
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

私
が
今
感
じ
て
い
る
こ
と
を
書

か
せ
て
も
ら
い
ま
す
。
私
達
神

社
界
は
な
ぜ
教
化
活
動
が
下
手

な
の
か
。
巾
に
は
地
域
、
総
体
、

氏
子
の
皆
さ
ん
と
上
手
に
付
き

合
っ
て
お
ら
れ
、
う
ま
く
神
社

と
結
び
つ
け
て
活
発
に
活
動
を

も
少
な
く
、
活
発
な
活
動
と
な

ら
な
か
っ
た
。
一
部
の
会
員
か

ら
は
、
会
議
中
心
の
集
ま
り
や
、

会
員
だ
け
の
活
動
で
は
な
く
、

会
員
の
家
族
を
巻
き
込
ん
だ
、

工
夫
を
凝
ら
し
た
活
動
を
盛
り

、
『
則

込
み
、
活
性
化
を
図
る
こ
と
力

必
要
で
あ
る
と
い
う
意
見
も
出

さ
れ
て
い
る
。

西
部
青
年
神
職
会
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を
奉
斉
し
、
祭
日
に
鰍
神
事
を
斉

行
し
た
と
こ
ろ
、
神
慮
が
や
わ
ら

ぎ
、
幸
せ
に
生
活
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ

の
神
事
が
今
に
い
た
る
ま
で
受
け

継
が
れ
て
い
る
。

当
社
の
古
書
類
は
毛
利
、
尼
子

の
兵
乱
の
た
め
ほ
と
ん
ど
焼
失
し

た
が
、
幸
兵
火
を
免
れ
た
随
神
の

古
神
像
二
体
が
現
存
し
て
い
る
。

ま
た
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）

ま
で
は
高
杉
郷
八
か
村
の
鎮
守
氏

神
で
あ
っ
た
が
、
孝
霊
山
牧
草
採

取
に
つ
い
て
川
論
が
あ
り
、
坊
領
、

佐
摩
、
今
在
家
は
大
山
領
で
あ
っ

た
が
た
め
、
坊
領
に
神
社
を
創
立

し
氏
子
を
離
れ
、
続
い
て
平
、
中

高
、
神
原
、
長
田
も
分
離
し
た
。

し
か
し
祭
は
そ
の
後
も
同
日
に
行

な
い
、
総
氏
神
と
し
て
尊
信
し
た
。

大
正
元
年
十
月
三
十
一
Ⅲ
、
宮

や
し
き

内
村
邸
鎮
座
一
ノ
御
前
社
、
宮
内

字
早
稲
上
鎮
座
の
ニ
ノ
御
前
社
三

ノ
御
前
社
を
合
祀
、
さ
ら
に
、
大

正
二
年
十
Ｈ
、
平
字
村
屋
敷
鎮
座

の
平
神
社
、
宮
内
字
村
屋
倣
鎮
座

の
荒
神
社
を
も
合
併
し
た
。
そ
の

後
昭
和
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

平
神
社
は
再
び
分
離
し
て
元
の
位

置
に
奉
斉
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

を
受
け
、
白
尾
神
社
か
ら
西
灘

神
社
へ
、
神
輿
に
鏡
餅
を
乗
せ

担
ぎ
町
内
を
一
周
し
ま
す
。
午

前
零
時
よ
り
福
餅
つ
き
と
称
し

て
、
三
十
唾
の
餅
を
つ
き
、
雑

煮
に
し
て
千
五
百
杯
ぐ
ら
い
参

拝
者
に
振
舞
い
ま
す
。

こ
の
様
に
、
伝
統
行
事
を
、

子
ど
も
達
に
踏
襲
さ
せ
、
や
さ

し
い
心
づ
く
り
を
、
目
ざ
し
て

い
ま
す
。

現
在
会
員
は
十
七
名
で
、
年

会
費
四
千
円
で
、
自
分
達
の
力

に
依
り
、
神
社
を
母
体
と
し
て
、

地
域
に
根
ざ
し
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

他
に
は
、
四
月
の
花
見
は
会

員
フ
ァ
ミ
リ
ー
で
焼
肉
パ
ー

テ
ィ
ー
を
開
き
、
家
族
間
の
親

交
を
深
め
、
八
月
に
は
氏
青
Ｏ

Ｂ
を
交
え
、
境
内
整
備
の
後
、

親
睦
会
を
行
っ
て
い
ま
す
。

氏
青
は
県
内
で
は
二
会
し
か

有
り
ま
せ
ん
。
青
年
神
職
会
の

皆
様
の
ご
尽
力
に
よ
り
一
会
で

も
多
く
出
来
る
事
を
、
よ
ろ
し

く
お
願
い
致
し
ま
す
。

白
尾
西
灘
両
神
社
氏
子
青
年
会
々
長

南
家
純
悟

本
県
の
最
西
南
端
に
位
置
す

る
日
野
郡
日
南
町
に
「
ホ
ト
ホ

ト
」
と
呼
ば
れ
る
正
月
の
行
事

か
残
っ
て
い
る
。
こ
の
行
事
は
、

四
十
二
歳
の
厄
年
を
迎
え
た
男

性
と
そ
の
家
の
厄
落
と
し
を
す

る
伝
統
行
事
で
来
訪
者
を
疫
病

神
に
見
立
て
バ
ケ
ツ
の
水
を
か

け
る
事
に
よ
り
厄
を
祓
う
珍
し

い
行
事
で
あ
る
。
古
く
か
ら
一

月
十
山
日
に
行
わ
れ
、
か
つ
て

は
町
内
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
朧

ん
に
行
わ
れ
て
い
た
が
戦
中
・

戦
後
に
は
す
た
れ
て
し
ま
い
現

在
で
は
同
町
の
多
里
（
た
り
）

地
区
が
そ
の
伝
統
を
伝
え
て
い

る
。
当
日
厄
年
に
当
た
る
本
人

宅
で
は
夕
方
に
な
る
と
近
在
の

親
戚
縁
者
ら
が
大
勢
で
押
し
か

け
祝
い
の
酒
盛
り
を
は
じ
め
る
。

宴
も
た
け
な
わ
の
頃
、
疫
病
神

役
の
若
者
数
人
が
縁
起
物
の
藁

細
工
の
馬
・
ぜ
に
つ
な
ぎ
（
杣

物
）
・
松
竹
梅
で
作
っ
た
飾
り
物

な
ど
を
ザ
ル
に
い
れ
訪
問
、
縁

側
に
備
え
「
ホ
ト
ホ
ト
」
と
大

声
で
唱
え
来
訪
を
つ
げ
る
と
素

平
成
十
年
度
の
若
葦
会
卓
上

研
修
会
は
、
テ
ー
マ
を
普
段
よ

く
話
し
合
う
、
神
Ⅲ
ご
奉
仕
の

こ
と
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
少
し
視

野
を
広
げ
「
血
液
に
つ
い
て
」

「
環
境
ホ
ル
モ
ン
に
つ
い
て
」
を

テ
ー
マ
に
取
り
上
げ
て
開
催
し

ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
変
わ
っ
た
テ
ー

マ
を
選
ん
だ
経
過
と
し
て
、
会

員
に
普
段
か
ら
関
心
の
あ
る
事

柄
を
聞
き
集
め
、
み
ん
な
で
話

し
合
っ
て
見
る
こ
と
で
、
こ
れ

か
ら
の
神
明
ご
奉
仕
の
う
え
で

少
し
で
も
役
に
立
つ
よ
う
な
、

新
し
い
発
見
が
あ
れ
ば
と
考
え

ま
し
た
。

し
か
し
資
料
も
な
く
雑
談
し

て
も
、
あ
ま
り
有
意
義
で
な
い

た
め
、
初
め
に
会
員
で
こ
の
よ

う
な
テ
ー
マ
に
関
係
す
る
仕
事

に
従
事
し
て
い
る
方
に
、
資
料

を
用
意
し
て
も
ら
い
、
そ
れ
を

も
と
に
い
ろ
い
ろ
話
を
し
て
も

ら
い
キ
《
１
」
た
。

伯
耆
圏
の
民
俗
行
事

東
部
若
葦
会

へ
へ

東
・
中
・
西
単
位
会
の
取
り
組
み

早
く
物
陰
な
ど
に
い
っ
た
ん
は

隠
れ
る
。
待
ち
か
ま
え
て
い
た

そ
の
家
の
家
族
は
そ
の
ザ
ル
に

用
意
し
て
お
い
た
、
お
神
酒
・

肴
・
餅
・
祝
儀
な
ど
を
入
れ
て

お
く
。
再
び
疫
病
神
役
の
数
人

が
ザ
ル
を
持
ち
帰
ろ
う
と
姿
を

現
す
と
家
人
が
一
斉
に
水
を
か

け
る
。
疫
病
神
達
は
ず
ぶ
ぬ
れ

に
な
り
な
が
ら
逃
げ
川
る
。
か

つ
て
は
若
者
達
が
最
も
楽
し
み

に
し
て
い
た
行
事
で
あ
っ
た
。

あ
く
ま
で
も
私
見
で
あ
る
が
、

お
そ
ら
く
疫
病
神
役
の
若
者
が

持
参
す
る
ザ
ル
に
い
れ
た
縁
起

物
は
祓
い
の
為
の
贈
物
で
あ
り

素
蓋
鳴
尊
の
高
天
之
原
追
放
の

段
の
「
科
す
る
に
千
座
置
戸
を

以
て
し
、
遂
に
促
め
徴
る
。
髪

を
抜
か
し
む
る
に
至
り
、
以
て

其
の
罪
を
婚
は
し
む
。
亦
、
其

の
手
足
の
爪
を
抜
き
て
之
を
蹟

は
し
む
と
も
日
ふ
。
巳
に
し
て

つ
ひ
に
逐
降
ひ
き
。
」
に
通
ず
る

も
の
が
あ
ろ
う
。
ま
た
疫
病
神

役
が
「
ホ
ト
ホ
ト
」
と
大
声
で

来
訪
を
告
げ
る
言
葉
も
「
陰

登
・
陰
登
」
で
、
女
陰
を
表
現

す
る
言
霊
の
呪
力
に
よ
り
厄
を

神
道
青
年
会
総
会
を
開
催

さ
す
が
に
、
専
門
的
な
話
が

多
く
難
し
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま

し
た
が
、
初
め
て
知
る
こ
と
ば

か
り
で
と
て
も
た
め
に
な
っ
た

と
思
い
ま
す
。

そ
の
後
み
ん
な
で
い
ろ
い
ろ

と
話
し
合
い
を
し
ま
し
た
が
、

そ
の
中
で
も
普
段
あ
ま
り
聞
け

な
い
、
そ
の
よ
う
な
専
門
の
仕

事
を
す
る
う
え
で
の
余
談
話
し

な
ど
も
聞
け
和
や
か
な
話
し
合

い
が
で
き
、
結
構
楽
し
い
時
間

を
過
ご
し
ま
し
た
。

こ
の
度
は
、
残
念
な
こ
と
に

出
席
者
が
都
合
で
少
し
少
な
め

で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
な
か
な

か
よ
い
研
修
会
で
あ
っ
た
と
思

い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
、
こ
の

よ
う
な
視
野
が
広
が
る
ゞ
少
し

変
わ
っ
た
研
修
会
も
ま
た
企
画

し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

成
九
年
度
の

中
部
青
年
神
職
会

平
成
十
年
七
月
十
日
鳥
取
県

決
算
、
事
業
。
平

報
告

祓
う
と
考
え
れ
ば
天
照
大
御
神

や
天
之
石
屋
戸
と
の
関
連
も
興

味
深
い
も
の
が
あ
る
。
さ
ら
に

親
戚
縁
者
が
集
う
祝
い
の
酒
勝

り
も
天
宇
受
寶
命
が
神
懸
か
り

を
し
て
踊
る
の
を
見
た
神
々
が

共
に
笑
う
様
の
よ
う
で
も
あ
る
。

人
の
一
生
は
、
水
の
儀
式
と
か

か
わ
り
も
深
く
誕
生
す
れ
ば
す

ぐ
さ
ま
産
湯
を
使
い
嬰
児
に
生

命
力
を
与
え
、
死
し
て
は
末
期

の
水
で
生
命
の
蘇
生
を
願
い
、

ま
た
永
の
別
れ
を
惜
し
む
惜
別

の
水
と
も
な
る
。
厄
男
の
家
人

が
疫
病
神
に
水
を
か
け
る
の
も

生
命
の
浄
化
（
腰
祓
）
と
更
新

（
若
返
り
の
呪
力
）
を
願
う
意
味

が
あ
ろ
う
。
雪
深
い
山
里
の
人
々

の
こ
う
し
た
何
げ
な
い
行
事
の

中
に
も
神
話
の
一
伽
が
見
え
隠

れ
し
、
神
々
の
「
み
手
振
り
」

が
現
今
に
再
現
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

西
部
青
年
神
職
会

木
山
典
明

総
じ
て
、
今
年
度

前
年
度
に
比
べ
、
会

今
年
度

の
承
認
、
及
び
平
成
十
年
度
の

予
算
事
業
計
画
を
決
定
。
こ
れ

で
、
今
年
度
の
活
動
を
ス
タ
ー

ト
し
た
。

十
月
二
十
日
、
鎮
霊
神
社
秋

季
大
祭
に
奉
仕
。
参
加
者
五
名
。

平
成
十
一
年
二
月
六
日
、
中

部
青
年
神
職
会
臨
時
総
会
（
第

三
十
二
回
中
国
地
区
氏
青
神
青

合
同
研
修
会
助
成
金
募
金
計
画

に
つ
い
て
）
及
び
新
年
会
を
開

催
。
募
金
方
法
を
決
定
し
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、
担
当
者
が
募

金
活
動
を
開
始
し
た
。

二
月
十
一
日
建
国
祭
祭
典
奉

仕
。
東
伯
町
八
橋
に
後
鎮
座
坐

す
諏
訪
神
社
に
お
願
い
し
、
参

加
者
六
名
。
四
月
末
に
二
月
十

一
日
、
中
部
青
年
神
職
会
独
自

の
取
り
組
み
と
し
て
毎
年
恒
例

の
建
国
祭
祭
典
奉
仕
を
計
画
し

た
が
、
会
員
の
日
程
が
折
り
合

わ
ず
、
四
月
実
施
を
見
合
わ
せ

た
。
六
月
以
降
の
開
催
を
予
定

し
て
い
る
。

氏
子
青
年
会
の

活
動
に
つ
い
て

私
達
氏
青
は
、
年
中
行
事
を

へ
へ

の
活
動

員
の
参
加は

と
お
し
て
、
子
ど
も
達
と
の
ふ

れ
あ
い
を
、
大
切
に
し
て
い
ま

す
。

節
分
祭
で
は
、
会
員
が
赤
鬼
、

白
鬼
に
扮
装
し
、
子
ど
も
達
が
、

こ
の
鬼
に
向
っ
て
豆
撒
き
を
行

い
、
映
画
も
上
映
し
て
、
楽
し

い
一
時
を
過
し
ま
す
。

六
月
の
輪
く
ぐ
り
祭
で
は
、

金
魚
す
く
い
、
焼
そ
ば
、
フ
ラ

ン
ク
フ
ル
ト
、
ソ
ー
セ
ー
ジ
等

の
模
擬
店
を
出
し
、
収
益
金
は
、

初
詣
時
の
雑
煮
の
餅
米
等
の
費

川
に
充
当
し
て
い
ま
す
。

七
夕
祭
で
は
、
事
前
に
一
五

十
個
位
の
行
燈
を
組
立
て
、
八

月
七
日
そ
の
行
燈
に
子
ど
も
達

の
願
い
事
を
書
い
て
も
ら
い
、

点
灯
し
参
道
に
吊
し
夏
の
夜
を

彩
り
ま
す
。
屋
外
に
て
映
画
も

上
映
。
か
き
氷
、
フ
ラ
イ
ド
ポ

テ
ト
等
も
出
店
し
ま
す
。
七
夕

飾
り
も
、
各
家
庭
よ
り
持
参
し

て
も
ら
い
、
境
内
に
立
て
て
、

翌
Ⅱ
、
清
祓
を
受
け
焼
却
し
て

い
ま
す
。

正
月
行
事
は
、
大
晦
日
午
後

十
時
半
よ
り
、
年
男
年
女
の
人

に
集
合
し
て
も
ら
い
、
お
祓
い

と
結
び
つ
け
て
活
発
に
活
動
を

合
っ
て
お
ら
れ
、

西
部
青
年
神
職
会
の
活
動
は
、

主
に
氏
青
、
神
青
合
同
研
修
会

の
打
ち
合
わ
せ
等
で
、
日
程
的

に
詰
ま
っ
て
し
ま
い
、
今
年
度

は
事
業
計
Ⅲ
通
り
に
は
い
き
ま

せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
は
、
全
て

会
長
で
あ
る
私
の
怠
慢
が
原
因

で
し
た
。
会
員
の
皆
様
に
は
大

変
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
し
た
。

活
動
報
告
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

私
が
今
感
じ
て
い
る
こ
と
を
書

か
せ
て
も
ら
い
ま
す
。
私
達
神

社
界
は
な
ぜ
教
化
活
動
が
下
手

な
の
か
。
中
に
は
地
域
、
総
体
、

氏
子
の
皆
さ
ん
と
上
手
に
付
き

も
少
な
く
、
活
発
な
活
動
と
な

ら
な
か
っ
た
。
一
部
の
会
員
か

ら
は
、
会
議
中
心
の
集
ま
り
や
、

会
員
だ
け
の
活
動
で
は
な
く
、

会
員
の
家
族
を
巻
き
込
ん
だ
、

工
夫
を
凝
ら
し
た
活
動
を
盛
り

込
み
、
活
性
化
を
図
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
と
い
う
意
見
も
出

さ
れ
て
い
る
。

西
部
青
年
神
職
会

う
ま
く
神
社
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さ
れ
て
い
る
宮
司
さ
ん
も
お
ら

れ
ま
す
が
、
大
半
の
宮
司
さ
ん

は
苦
労
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
も

そ
の
内
の
一
人
で
す
。
私
の
場

合
、
主
が
会
社
人
従
が
神
職
と

ゆ
う
生
活
を
し
て
い
ま
す
の
で

自
分
自
身
に
神
職
と
ゆ
う
自
信

が
未
だ
に
持
て
ず
、
総
代
、
氏

子
の
人
達
に
自
分
の
思
い
を
う

ま
く
伝
え
る
こ
と
が
出
来
ず
苦

労
し
て
い
ま
す
。
ま
た
自
分
が

奉
仕
し
て
い
る
神
社
の
こ
と
を

充
分
に
把
握
し
て
い
な
い
こ
と
、

こ
の
二
点
が
大
き
な
原
因
だ
と

思
い
ま
す
。
私
の
場
合
あ
る
程

度
原
因
が
分
か
っ
て
来
ま
し
た

の
で
、
こ
の
二
点
を
早
く
克
服

し
て
教
化
柄
動
を
実
行
し
て
い

こ
う
と
思
い
ま
す
。

以
上

西
部
青
年
神
職
会
会
長

塚
田
義
史

五
月
二
十
九
日
三
十
日
の

両
日
に
亘
り
、
鳥
取
県
神
道

青
年
会
氏
子
青
年
会
を
主
管

と
し
て
第
三
十
二
回
中
国
地

区
氏
子
青
年
・
神
道
青
年
合

同
研
修
会
を
開
催
い
た
し
ま

し
た
。当

日
は
百
四
十
名
と
い
う

多
数
の
ご
参
加
を
戴
き
、
成

功
裏
に
研
修
会
を
終
え
ま
し

た
こ
と
を
ま
ず
は
ご
報
告
申

し
上
げ
ま
す
。
執
行
部
と
致

し
ま
し
て
も
、
合
同
研
修
会

準
備
委
員
会
（
仮
称
）
を
設

け
、
関
係
各
位
の
ご
協
力
の

下
、
準
備
を
進
め
て
参
り
ま

し
た
。
そ
の
中
で
最
大
の
問

E
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1ﾉﾘ部青年神職会

「
氏
青
神
青
合
同

研
修
会
を
終
え
て
」

鳥
取
県
神
道
青
年
会
会
長

青
砥
一
彦 私

が
、
神
職
と
し
て
御
奉
仕

さ
せ
て
頂
い
て
半
年
以
上
経
ち

ま
し
た
が
、
ま
だ
こ
の
因
幡
地

方
の
奏
伝
楽
等
一
生
懸
命
覚
え

て
い
る
所
で
す
。
こ
れ
か
ら
も

助
勤
に
行
く
事
が
有
れ
ば
各
神

社
の
色
々
な
や
り
方
を
勉
強
し
、

氏
子
の
人
達
か
ら
信
頼
さ
れ
る

様
な
神
職
を
目
指
し
て
神
明
奉

仕
に
尽
力
し
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

氏
名
田
中
正
臣

（
た
な
か
ま
さ
お
み
）

東
部
若
葦
会

奉
務
神
社犬

山
神
社

題
で
あ
り
ま
し
た
開
催
に
関

わ
る
費
用
に
つ
き
ま
し
て
も
、

神
社
庁
の
拠
出
金
を
満
額
予

算
組
し
て
戴
き
ま
し
た
り
、

各
宮
司
様
よ
り
の
ご
寄
付
を

頂
戴
で
き
ま
し
た
こ
と
で
、

ど
う
に
か
面
目
を
保
つ
こ
と

も
で
き
ま
し
た
。
こ
の
場
を

お
借
り
し
て
ま
ず
は
各
位
の

ご
厚
意
に
厚
く
お
礼
申
し
上

げ
ま
す
。

今
回
参
加
さ
れ
た
方
々
は

皆
、
我
々
と
同
じ
神
職
で
あ

り
、
敬
神
の
念
の
篤
い
氏
子

の
方
々
で
し
た
。
そ
の
皆
様

が
、
研
修
会
終
了
後
心
よ
り

の
お
礼
を
言
っ
て
帰
っ
て
い

新
入
会
員
紹
介

へ
へ

》
、
《
》

蕊 ；

平成9年度決算及び10年度予算書

〔収入の部〕 事
業

一
、
県
神
青
通
信
第
六
号
の
発
行
（
西
部
担
当
）

二
、
中
国
地
区
氏
青
・
神
青
合
同
研
修
会
（
当
県
担
当
）

三
、
神
青
協
創
立
五
十
周
年
記
念
事
業

四
、
単
位
会
に
お
け
る
事
業
の
推
進

重
点
目
標

一
、
神
道
青
年
と
し
て
の
意
識
の
昂
揚
と
自
己
研
修
の
実
践

二
、
単
位
会
の
州
互
交
流
を
進
め
る

三
、
神
青
協
涌
動
方
針
事
業
計
画
に
基
づ
き
活
動
を
進
め
る

か
れ
ま
し
た
。
こ
れ
も
偏
に

会
員
各
位
の
ご
努
力
の
賜
と

思
い
ま
す
。
研
修
会
開
催
前

に
、
見
た
目
の
豪
華
さ
で
は

な
く
遠
来
の
友
を
迎
え
る
様

に
細
や
か
な
気
遣
い
を
求
め

ま
し
た
が
、
そ
の
こ
と
を
皆

様
が
善
く
実
践
し
て
戴
い
た

事
の
証
だ
と
思
い
ま
す
。
本

当
に
有
り
難
う
御
座
い
ま
し

た
。
こ
の
研
修
会
の
第
一
の

目
的
は
当
然
神
道
に
係
わ
る

者
の
研
鑛
で
す
が
、
そ
れ
以

上
に
、
同
じ
道
を
目
指
す
者

と
し
て
の
連
帯
感
を
高
め
る

も
の
で
も
あ
る
の
で
す
。

願
わ
く
ば
、
今
回
の
研
修

会
開
催
で
得
た
経
験
や
連
帯

感
を
、
今
後
の
神
道
青
年
会

の
運
営
に
生
か
し
て
頂
け
れ

ば
、
会
長
職
を
務
め
た
者
と

ば
、
ハ

き
る
も
の
は
あ
り
ま

ー
レ
ー
」
、

平
成
十
年
度
烏
取
県
神
道
青
年
会
事
業
計
画
書

9年度決算額

105，000円

210，000円

30，000円

62，880円

407，880円

項 目 10年度予算額

102，000円

210，000円

20，000円

154，835円

486，835円

こ
の
上
の
喜
び
脾

寶

一

金

一
入
一
金
一
計

会
一
助
一
雑
一
繰
一
合

成
一
収
一
越

せ
ん
。

V－

尽 〔支出の部〕

10年度予算額

30，000円

30，000円

150，000円

140，000円

25，000円

54，000円

30，000円

10，000円

17，835円

486，835円

9年度決算額

5，000円

20，392円

30，000円

80，000円

23，653円

54，000円

30，000円

10，000円

0円

253，045円

項 目

総 会 費

役員会薑

事 業 寶

対外派遣助成費

事 務 實

神胄協負担金

地区負担金

特別積立金

予 備 薑

合 計

鳥
取
県
西
伯
郡
大
川
川
孝
麗
Ⅲみや

（
七
五
二
の
東
北
山
麓
に
「
宮

、
う
・
巧内

」
と
い
う
戸
数
三
○
戸
の
小
集

落
が
あ
る
。
山
麓
に
は
大
小
約
百

余
基
の
古
墳
が
密
集
し
て
い
る
こ

と
よ
り
、
こ
の
付
近
は
古
代
か
ら

人
の
生
活
の
場
と
な
っ
て
い
た
こ

と
が
想
像
さ
れ
る
。

こ
の
部
落
の
東
南
端
に
商
杉
神

社
と
い
う
一
社
が
あ
る
。
こ
の
神

う
わ
な
り

社
に
は
古
く
か
ら
「
捌
神
聯
」
と

い
う
珍
し
い
神
事
が
行
わ
れ
近
郷

の
話
題
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
奇
祭
が
果
し
て
い
つ
の
頃

か
ら
行
わ
れ
て
い
た
の
か
正
確
な

記
録
が
な
い
の
で
明
か
で
は
な
い

が
当
社
に
保
存
さ
れ
て
い
る
祭
伝

記
並
鳥
取
県
神
社
誌
に
よ
れ
ば
、

室
町
時
代
以
前
か
ら
行
な
わ
れ
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
神
事
は
毎
年
の
例
祭
の
時

氏
子
中
よ
り
三
名
ず
つ
輪
祷
制
で

う
ち
が
み

打
神
（
霊
代
人
）
を
選
出
し
奉
仕

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
打
神

は
神
霊
に
よ
り
神
懸
り
の
状
態
と

し
い
神
事
で
あ
る
が
、
終
戦

な
り
打
合
い
を
行
な
う
と
い
う
珍

身祭 へグミ

つ
わ
小
ｊ

後

神
祇
問
答
よ
り

「
シ
デ
」
に
つ
い
て

シ
デ
と
は
古
事
記
の
岩
戸
隠
れ

の
條
に
「
五
百
津
ま
さ
か
き
の
下

枝
に
は
白
に
ぎ
て
青
に
ぎ
て
を
取

り
し
で
」
と
あ
る
よ
う
に
垂
れ
る

と
い
う
意
味
で
、
繩
に
つ
け
て
爪

れ
る
こ
と
か
ら
シ
デ
と
い
い
、
飛

紙
や
四
手
と
い
う
文
字
を
あ
て
ま

す
。

シ
デ
は
も
と
も
と
穀
（
か
じ
）

を
織
っ
た
も
の
を
用
い
た
の
が
、

後
に
麻
や
絹
に
変
わ
り
、
今
Ｈ
普

通
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
紙
を
代
用

す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
す
。

シ
デ
の
用
法
と
し
て
は
玉
串
に

付
け
て
幣
帛
と
し
て
奉
ら
れ
る
場

合
と
、
注
連
繩
に
付
け
て
川
い
ら

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
注
連
繩

に
付
け
て
用
い
る
場
合
に
は
神
に

捧
げ
る
も
の
と
い
う
意
味
で
は
な

く
、
注
連
繩
の
所
在
を
は
っ
き
り

す
る
た
め
の
標
識
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

へ
編
集
後
記
）

／

Ｉ

今
年
度
は
、
中
国
地
区
氏
青
神

青
合
同
研
修
会
と
い
う
大
事
業
が

あ
り
ま
し
た
が
、
県
内
の
氏
青
と

神
青
の
メ
ン
バ
ー
の
協
力
の
も
と
、

成
功
裏
に
研
修
会
を
終
え
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

今
後
と
も
両
会
の
活
動
が
益
々

盛
ん
に
な
り
ま
す
こ
と
を
願
っ
て

や
み
ま
せ
ん
。

色
々
な
事
情
に
よ
り
十
余
年
間
中

断
し
て
い
た
、
そ
の
間
部
落
内
に

不
祥
事
（
病
人
等
が
続
川
）
が
次
々

と
お
こ
る
よ
う
に
な
り
氏
子
合
図

り
、
今
後
四
年
に
一
度
（
旧
暦
閏

年
）
実
施
す
る
こ
と
に
な
り
現
在

に
い
た
っ
て
い
る
。

創
立
年
月
日
は
不
詳
で
あ
る
が

昔
か
ら
藩
主
の
祈
願
所
と
し
て
社

領
三
石
八
斗
七
合
を
受
け
、
武
門

武
将
の
崇
敬
も
厚
く
、
神
社
の
棟

札
や
古
文
書
に
も
元
汗
入
郡
大
社

あ
る
い
は
高
杉
郷
大
社
と
記
さ
れ

て
い
る
。

慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
孔
十

一
月
、
現
在
地
に
移
転
再
興
し
た

と
書
い
た
棟
札
も
あ
る
。
ま
た
、

神
事
の
由
来
に
つ
い
て
は
次
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

雄
略
天
皇
丙
辰
の
年
、
神
々
の

怒
に
ふ
れ
、
地
方
住
民
が
次
々
と

災
難
に
遭
っ
て
大
変
心
を
痛
め
た
〔

そ
の
と
き
、
当
社
の
御
神
託
に
二

人
の
官
女
、
松
姫
命
と
千
代
姫
命

く
わ
し

の
霊
魂
が
、
細
姫
に
対
す
る
嫉
妬

の
た
た
り
で
あ
る
と
の
こ
と
、
よ

っ
て
こ
れ
を
神
社
に
祭
祀
し
、
お

告
げ
の
ま
ま
に
宮
殿
を
建
て
て
、

一
ノ
御
前
社
（
細
姫
Ⅱ
本
殿
）
ニ

ノ
御
前
社
（
松
姫
命
Ⅱ
仲
殿
）
三

ノ
御
前
社
（
千
代
姫
命
Ⅱ
末
殿
）


