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発
行
所
　
岡
山
市
中
区
円
山
八
五
三

電
　
話
　
〇
八
六
－
二
七
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九
〇
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平
素
は
石
高
神
社
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
ま
し
て
あ
り
が

と
う
ざ
い
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
バ
ッ
ヂ
ミ
ッ
ク
も

ひ
と
段
落
し
て
以
前
の
よ
う
な
明
る
い
日
常
が
戻
っ
て
ま
い
り
ま

し
た
。
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
、
弱
毒
化
し
て
人
間
と
共
存
の
道
へ

と
舵
を
切
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
な
ら
ば
人
類
も
舵
を
切
っ

て
、
地
球
と
い
う
生
態
系
の
中
で
人
間
ど
う
し
平
和
に
共
存
し
た

い
も
の
で
す
。
　
　
　
　
米
　
持
　
英
　
米
　
X
 
X
 
X
 
X

‖
　
屋
根
葺
き
替
え
ー
‖

屋
根
葺
き
替
え

神
社
に
と
り
ま
し
て
は
、
縁
あ
っ

て
こ
の
地
域
に
暮
ら
し
て
い
る
す
べ

て
の
人
が
「
氏
子
さ
ん
」
で
す
。
神

様
は
そ
の
地
域
を
見
守
っ
て
お
ら
れ

ま
す
。
そ
し
て
、
正
月
や
祭
に
は
、

多
く
の
氏
子
さ
ん
た
ち
が
姿
を
見
せ

て
祈
り
を
捧
ぼ
る
の
を
喜
ば
れ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
も
な
く
迎
え
る
明
年
が
皆
様
に

と
り
ま
し
て
幸
多
い
年
と
な
り
ま
す

よ
う
に
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

令
和
元
年
か
ら
拝
殿
・
釣
殿
・
幣
殿
の
屋

根
葺
き
替
え
の
御
寄
進
を
お
願
い
し
て
ま
い

り
ま
し
た
。
現
在
の
と
こ
ろ
約
八
五
〇
万
円

の
ご
浄
財
を
賜
っ
て
い
ま
す
。
見
積
額
が
税

込
み
約
一
、
一
〇
〇
万
円
で
す
の
で
、
約
二

五
〇
万
円
不
足
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が

ら
、
拝
殿
の
瓦
が
垂
れ
て
き
て
い
る
状
態
を

こ
れ
以
上
長
い
間
放
置
し
て
お
く
こ
と
は
大

変
危
険
で
す
。
コ
ロ
ナ
も
一
段
落
し
ま
し
た

の
で
、
来
年
に
は
着
工
す
る
よ
う
に
秋
の
総

代
会
で
決
ま
り
ま
し
た
。
つ
き
ま
し
て
は
、

出
費
多
端
な
折
柄
、
ま
こ
と
に
恐
縮
で
は
ご

ざ
い
ま
す
が
、
今
一
度
御
寄
進
を
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。
改
め
て
申
す
ま
で
も
無
く
御

寄
進
は
任
意
で
す
が
、
ご
協
力
を
頂
け
れ
ば

大
変
有
難
く
存
じ
ま
す
。
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令和5年初日の出

舎利6年の厄年硯年

年齢は数え年

昔
の
宮
山

訴
望
よ
し
、
松
が
い
っ
ぱ
い

明
治
二
十
七
年
記
載
の
当
社
の
記
録
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ

り
ま
す
。

「
宮
山
は
単
一
な
る
小
丘
に
し
て
高
さ
七
丈
余
り
あ
り
て
凡
そ
百

五
十
年
以
上
の
老
松
此
処
彼
処
に
散
在
老
幹
枝
垂
せ
り
　
或
い
は

七
八
歩
に
し
て
松
樹
桝
爵
蜜
と
し
て
青
色
を
呈
せ
り
　
周
囲
殆
と

円
形
を
な
し
た
る
円
山
な
り
　
風
景
雅
絶
南
に
児
島
湾
を
観
望
し

自
ら
無
塵
の
潔
地
に
し
て
実
に
国
都
の
美
観
勝
地
と
称
す
る
に
足

れ
り
」宮

司
が
子
供
の
頃
に
も
松
が
数
多
く
生
え
て
お
り
、
特
に
東
南

や
南
側
に
は
若
い
松
が
轡
集
し
て
い
ま
し
た
。
松
茸
を
採
取
し
た

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
東
側
に
は
白
っ
ぽ
い
土
が
む
き
出
し
の
斜
面

が
あ
り
、
子
供
た
ち
が
束
ね
た
藁
に
乗
っ
て
滑
っ
て
遊
ん
で
い
ま

「
　
恒
例
行
事
　
一

恒
例
行
事

正
月
一
日
は
、
初
日
の
出
を
韓
ん
だ
あ
と
、
歳
旦
祭
の
祝
詞

を
奏
上
し
ま
す
。
そ
の
後
、
夕
方
五
時
頃
ま
で
新
年
祈
祷
を
承
っ

て
い
ま
す
。
一
昨
年
か
ら
関
田
例
祈
開
園
U
で
同
封
粕
川
。

ど
ん
ど
祭
は
、
一
月
十

四
日
以
降
の
最
初
の
土
曜
ま

た
は
日
曜
に
実
施
し
て
い
ま

す
。
毎
年
十
四
日
か
ら
十
九

日
の
間
に
な
り
ま
す
。

厄
蔽
い
は
、
数
え
年
で
歳

を
ひ
と
つ
と
っ
た
正
月
や
旧

正
月
の
こ
ろ
お
参
り
し
ま
す
。

禽
抽
象
葦
の
ど
ん
ど

一
員
十
四
日
（
白
）

十
時
開
始

針
金
と
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の

師
り
は
、
は
す
し
て
く
馨
さ
い
。

し
た
。
昭
和
三
十
年
代
ま
で
は
、
「
ま

つ
ご
か
き
」
を
し
た
り
、
木
を
切
っ
て

燃
料
を
得
て
い
ま
し
た
。
昭
和
四
十
年

代
に
は
燃
料
を
山
に
頼
ら
な
く
な
っ
た

こ
と
と
、
松
く
い
虫
に
よ
っ
て
松
が
次
々

と
枯
れ
て
い
き
、
広
葉
樹
ば
か
り
に
な

り
ま
し
た
。
数
年
前
に
木
を
切
っ
た
の

で
、
南
か
ら
東
に
か
け
て
の
見
晴
ら
し

は
昔
同
様
に
良
く
な
り
ま
し
た
。
今
年

の
初
日
の
出
も
き
れ
い
に
見
え
ま
し
た
。

厄
年
の
年
齢
は
、
人
の
一
生
の
中
で
も
、
体
力
や
社
会
的
に
転
機

を
迎
え
や
す
い
時
期
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
厄
蔽
い
や
健
康
診

断
を
考
え
ら
れ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
二
月
一
日
ま
た
は
節

分
の
頃
ま
で
に
お
参
り
く
だ
さ
い
。
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年
視
い
は
、
神
様
に
長
寿
の
報
告
と
感
謁
を
し
て
家
族
と
お
祝
い

を
す
る
人
生
の
お
祭
り
の
ひ
と
つ
で
す
。

輪
く
ぐ
り
祭
は
、
毎
年
七
月
三
十
一
日
の
晩
で
す
。
秋
祭
の
氏

参
り
は
、
毎
年
十
月
三
日
の
晩
で
す
。
こ
の
日
だ
け
夜
店
が
出
ま
す
。

一

現

存

す

る

標

札

一

現
存
す
る
標
札

当
社
に
は
、
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）
か
ら
の
標
札
が
保
存
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
標
札
か
ら
、
正
徳
五
年
に
社
殿
が
建
て
ら
れ
、

天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
に
建
て
替
え
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
そ
の
他
、
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
、
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
、

明
治
二
年
、
明
治
二
十
四
年
、
昭
和
七
年
の
本
殿
葺
替
、
昭
和
四
十

七
年
の
本
殿
葺
替
、
平
成
二
年
の
幣
殿
葺
替
標
札
が
あ
り
ま
す
。
昭

和
四
十
七
年
に
は
桧
皮
葺
を
銅
板
葺
き
に
変
え
、
平
成
二
年
の
葺
き

替
え
は
古
瓦
を
再
使
用
し
て
い
ま
す
。

三
十
二
二
三
遷
輩
輩

、
、
∴

…
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＆
A
⑨
…
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神
社
で
は
な
ぜ

数
え
年
を
使
う
の
？

神
社
で
は
、
厄
年
の
年
齢
な
ど
を
数
え
年
で
表
し
ま
す
。

現
代
で
は
、
誕
生
日
に
一
歳
年
齢
を
加
え
る
満
年
齢
を
用
い
て

い
ま
す
が
、
わ
が
国
に
は
古
来
、
誕
生
日
に
関
係
な
く
正
月
に

一
才
年
齢
を
加
え
る
数
え
年
の
風
習
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

正
月
が
年
神
さ
ま
を
迎
え
て
お
祝
い
す
る
大
切
な
時
季
で
す
の

で
、
そ
の
時
に
併
せ
て
一
歳
ず
つ
年
を
と
る
数
え
年
が
ふ
さ
わ

し
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
す
。
ま
た
、
零
の
概
念
が
無

く
、
一
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
生
ま
れ
た
日
か
ら
一
歳
で
、
新
年

を
迎
え
る
と
二
歳
に
な
り
ま
し
た
。
神
社
で
は
、
日
本
の
伝
統

的
な
考
え
方
を
継
承
し
て
い
く
こ
と
か
ら
、
数
え
年
を
尊
重
し

て
い
る
の
で
す
。

建
物
の
階
数
の
数
え
方
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
地
上
階
は
零

階
に
な
り
ま
す
が
、
日
本
で
は
一
階
と
い
う
数
え
方
に
な
っ
て

い
ま
す
。
共
通
の
考
え
方
が
見
え
て
興
味
深
く
感
じ
ま
す
。
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子〝洋二去芸二幸●

篭髄読替擬

享
ノ
シ
シ
つ
…
垂
註
書

イ
ノ
シ
シ
　
つ
い
に
宮
山
に
出
没

石
高
神
社
の
あ
る
宮
山
に
も
十
月
中

旬
に
な
っ
て
イ
ノ
シ
シ
が
掘
り
返
し
た

跡
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

写
真
は
、
伐
採
し
た
枯
れ
木
を
ほ
じ
く
っ

た
も
の
で
す
。
同
じ
頃
の
昼
間
に
は
、

キ
ッ
ネ
の
よ
う
な
太
い
尾
の
動
物
も
宮

司
が
目
撃
し
ま
し
た
。
三
年
前
に
は
、

タ
ヌ
キ
も
見
ま
し
た
。
ア
ナ
グ
マ
の
掘
っ

た
小
さ
い
穴
も
よ
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

三
三
三
三
三
真
二
－

石
高
神
社
へ
の
道
案
内

当
社
の
南
側
と
西
側
に
は
、
石
段
の
参
道
が
あ
り
ま
す
。

自
動
車
で
お
参
り
の
折
に
は
、
宮
山
の
東
側
を
山
に
沿
っ

て
進
む
と
北
側
か
ら
山
に
上
が
る
道
が
あ
り
ま
す
。
少
し

上
が
っ
た
左
側
の
空
き
地
ま
た
は
本
殿
の
裏
に
駐
車
で
き

ま
す
。
正
月
の
昼
間
に
は
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
帰
る

方
を
優
先
に
譲
り
合
い
を
お
願
い
致
し
ま
す
。
ま
た
、
宮

山
の
東
北
の
カ
ー
ブ
は
見
通
し
が
悪
い
の
で
お
気
を
つ
け

く
だ
さ
い
。


