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射
水
神
社
宮
司　

松

本

正

昭

皇
紀
二
千
六
百
六
十
九
年
平
成

二
十
一
年
の
初
春
を
迎
え
、
新
年
を

寿
ぎ
賀
詞
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

本
年
は
、
畏
く
も
天
皇
陛
下
が
御

位
に
即
か
れ
て
よ
り
二
十
年
目
を
恙

な
く
迎
え
ら
れ
ま
し
た
こ
と
、
国
民

斉
し
く
慶
び
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
。

　

折
し
も
慶
長
十
四
年
、
加
賀
二
代

藩
主
前
田
利
長
公
は
小
矢
部
川
・
千

保
川
・
庄
川
の
天
然
の
防
禦
を
備
え

も
ち
、
そ
し
て
射
水
・
砺
波
平
野
の

穀
倉
地
帯
や
外
港
と
な
る
伏
木
・
放

生
津
を
結
ぶ
船
運
に
恵
ま
れ
た
関
野

の
地
・
高
岡
台
地
（
古
城
公
園
）
を

敵
地
と
し
、
現
在
の
射
水
神
社
鎮
座

地
に
本
丸
を
構
え
高
岡
城
と
し
て
の

城
郭
を
構
築
し
入
城
さ
れ
た
こ
と
は

周
知
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て

千
保
川
の
水
利
を
生
か
し
高
岡
産
業

を
起
こ
し
、
平
安
楽
土
を
乞
い
願
い

中
国
最
古
の
詩
集
「
詩
経
」
の
「
鳳

凰
鳴
矣
、
干
彼
高
岡
」
か
ら
「
高
岡
」

と
名
付
け
、
以
来
、
今
年
、
開
町

四
百
年
を
迎
え
ま
し
た
こ
と
は
、
眞

に
目
出
度
い
こ
と
で
あ
り
、
高
岡
市

の
更
な
る
隆
昌
を
祈
念
す
る
と
こ
ろ

で
あ
り
ま
す
。

　

惜
し
く
も
元
和
元
年
、
徳
川
政
権

下
の
一
国
一
城
制
に
よ
り
高
岡
城
が

廃
城
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
は
残

念
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
明
治

八
年
、
民
意
暢
達
の
名
の
も
と
に
、

当
時
の
高
岡
区
長
・
服
部
嘉
十
郎
氏

が
公
園
に
指
定
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
請

願
し
、
時
同
じ
く
し
、
射
水
神
社
は

長
い
年
月
に
亘
っ
て
鎮
座
さ
れ
て
い

た
二
上
山
麓
か
ら
、
国
幣
中
社
と
し

て
相
応
し
い
地
と
し
高
岡
城
本
丸
跡

地
に
遷
座
す
る
こ
と
の
二
つ
が
認
可

さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　

前
田
利
家
・
利
長
公
は
、
二
上

神
（
射
水
神
社
祭
神
）
の
信
仰
厚
く
、

幾
度
と
な
く
戦
火
に
よ
り
焼
失
し
た

社
殿
を
修
復
し
、
手
厚
い
庇
護
の
下

に
戦
乱
の
世
に
中
断
さ
れ
た
報
謝
米

の
制
度
を
も
復
活
し
、
そ
れ
故
に
、

明
治
四
年
、
国
幣
中
社
列
格
に
際
し

て
は
、
初
代
宮
司
に
加
賀
藩
家
老
・

青
山
直
次
氏
が
就
任
、
青
山
氏
は
本

丸
跡
地
の
遷
座
に
一
躍
を
担
っ
た
こ

と
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
射
水
神
社
は
利
長

公
と
も
縁
深
き
と
こ
ろ
で
も
あ
り
、

開
町
四
百
年
奉
祝
に
あ
た
り
、
威
徳

を
偲
び
つ
つ
顕
彰
祭
を
斎
行
し
、
諸

行
事
を
計
画
し
準
備
を
進
め
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

平
成
二
十
一
年
の
年
頭
に
あ
た

り
、
崇
敬
者
各
位
に
は
、
活
力
あ
る

歳
に
な
り
ま
す
よ
う
ご
祈
念
申
し
上

げ
ま
す
。

ご
挨
拶
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小
杉　

礼
一
郎
（
オ
レ
ゴ
ン
州
在
住　

54
才
）

　

高
岡
で
生
ま
れ
育
っ
た
私
は
、
十
八
の

時
故
郷
を
離
れ
、
あ
ち
こ
ち
の
日
本
の
山

を
眺
め
、
登
っ
て
き
ま
し
た
。
や
が
て

世
界
各
地
の
山
へ
も
行
き
、
今
で
は
米
国

オ
レ
ゴ
ン
州
に
住
ん
で
二
十
年
に
な
り

ま
す
。
こ
の
間

あ
っ
と
い
う
間

で
し
た
。
こ
れ

は
、
今
秋
、
久
々

に
高
岡
に
ゆ
っ

く
り
滞
在
し
た

浦
島
太
郎
の
つ

ぶ
や
き
で
す
。

　

私
は
機
会
に
恵
ま
れ
世
界
各
地
の
大
自
然
、
高
峰
と
大

峡
谷
、
平
原
や
氷
河
な
ど
の
原
始
景
観
を
た
く
さ
ん
見
て

き
ま
し
た
。
す
る
と
時
折
日
本
に
帰
る
と
視
野
に
入
る
も

の
が
何
も
か
も
小
さ
く
見
え
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
は
部

屋
や
建
物
、
乗
り
物
だ
っ
た
り
、
街
や
川
や
湖
や
平
野
だ
っ

た
り
し
ま
す
。
例
え
ば
庄
川
や
小
矢
部
川
を
車
や
列
車
で

渡
る
時
に
は
「
こ
ん
な
小
さ
な
川
だ
っ
た
か
…
」
と
思
い

ま
す
。
そ
う
い
う
風
に
何
で
も
小
さ
く
見
え
て
し
ま
う
故

郷
の
景
色
で
す
が
、
二
上
山
だ
け
は
逆
に
大
き
く
見
え
て

き
ま
し
た
。

　
「
あ
ー
高
岡
に
帰
っ
て
き
た
」
と
な
に
よ
り
も
私
に
感
じ

さ
せ
る
も
の
は
二
上
山
で
す
。

　

時
代
は
移
り
、
世
界
は
動
き
自
分
も
齢
を
重
ね
ま
す
。

日
本
が
変
わ
り
、
高
岡
の
街
も
人
々
も
変
わ
っ
て
い
ま
す
。

す
べ
て
が
変
わ
る
中
に
あ
っ
て
変
わ
ら
な
い
も
の
、
こ
こ

が
故
郷
だ
と
い
う
確
か
な
証
し
が
私
に
と
っ
て
は
二
上
山

な
の
で
す
。

　
「
ね
え
、
あ
の
山
の
高
さ
、
ど
れ
く
ら
い
だ
と
思
う
？
」

二
上
山
を
指
し
て
県
外
や
国
外
か
ら
来
た
友
人
何
人
か
に

訊
い
て
み
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
彼
ら
の
答
え
の
ほ
と
ん

ど
が
６
０
０
か
ら
９
０
０
ｍ
の
間
で
し
た
。「
あ
の
山
は
標

高
２
７
４
ｍ
」
と
私
が
言
う
と
皆
び
っ
く
り
し
ま
す
。
高

岡
の
街
な
か
か
ら
二
上
山
頂
ま
で
は
約
５
km
、
仰
角
は
立

山
連
峰
を
望
む
よ
り
ほ
ん
の
僅
か
に
高
い
。
街
と
の
そ
の

絶
妙
な
隔
た
り
、
横
に
張
っ
た
す
っ
き
り
し
た
山
容
と
北

の
背
後
に
ひ
ろ
が
る
空
が
こ
の
山
を
何
倍
も
大
き
く
見
せ

る
の
で
し
ょ
う
。
ビ
ル
な
ど
、
こ
ち
ら
が
高
い
所
に
上
が

れ
ば
二
上
山
は
さ
ら
に
高
く
大
き
く
目
に
映
る
の
も
不
思

議
で
す
。

　

今
回
の
高
岡
滞
在
中
、
そ
ん
な
理
屈
を
考
え
る
の
は
や

め
て
、
し
ば
し
じ
っ
と
二
上
山
と
向
か
い
合
い
ま
し
た
。

こ
の
山
の
深
緑
を
見
て
い
る
と
次
第
に
心
が
鎮
ま
っ
て
き

ま
す
。
そ
ん
な
暇
も
な
く
今
日
ま
で
来
た
こ
と
に
先
ず
驚

き
、
や
が
て
山
と
私
の
心
は
勝
手
に
お
喋
り
を
は
じ
め
ま

す
。

　
『
故
郷
の
山
は
有
難
き
哉
』、
そ
の
「
あ
り
が
た
い
」
の

意
味
。
万
葉
の
時
代
の
は
る
か
前
か
ら
そ
う
で
あ
っ
た
よ

う
に
、
二
上
山
は
、
今
こ
の
山
を
見
て
い
る
人
々
が
す
べ

て
代
が
わ
り
し
た
後
も
や
は
り
そ
の
た
お
や
か
な
佇
ま
い

で
そ
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
本
当
に
「
在
り
難
い
」
の
は

こ
の
山
で
は
な
く
実
は
今
こ
こ
に
生
き
て
こ
の
山
を
眺
め

て
い
る
自
分
（
達
）
の
不
思
議
だ
・
・
・
。

　

こ
の
故
郷
の
山
は
街
に
近
す
ぎ
ず
見
上
げ
る
ほ
ど
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
顔
を
上
げ
れ
ば
い
つ
も
そ
こ
に
あ

る
。
天
気
の
悪
い
日
、
立
山
連
峰
も
南
砺
方
向
の
山
も
見

え
な
い
時
、
雨
幕
を
通
し
て
で
も
二
上
山
だ
け
は
見
え
る
。

そ
れ
は
私
に
は
「
見
え
る
山
」「
見
る
山
」
で
な
く
、
晴
れ

の
日
も
雨
の
日
も
母
の
心
の
よ
う
に
「
見
守
っ
て
く
れ
て

い
る
山
」
な
の
で
す
。

　

有
史
前
か
ら
二
上
山
は
い
っ
た
い
何
千
万
人
の
人
々
の

遷
り
か
わ
り
を
見
守
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
？
想
像
す
る
し

か
な
い
過
去
か
ら
未
来
へ
と
続
く
永
久
（
と
わ
）
な
る
も

の
が
実
際
に
そ
こ
に
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
今
ま
た
海
の
彼

方
に
戻
っ
た
私
の
心
の
中
に
も
確
か
に
あ
る
こ
と
の
不
思

議
。
そ
れ
は
畏
敬
の
念
と
い
う
言
葉
を
越
え
る
言
い
表
せ

ぬ
想
い
で
す
。
地
球
上
に
高
い
山
は
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す

が
私
の
二
上
山
は
此
処
に
し
か
な
い
。
私
の
不
思
議
な
山

の
有
難
さ
、
人
に
話
し
て
も
判
っ
て
も
ら
え
な
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
。　
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本
年
も
高
岡
市
を
中
心
と
し
た
書

道
に
親
し
む
方
々
の
ご
協
力
を
得
て
、

賑
々
し
く
奉
納
書
道
展
が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

　

く
し
く
も
平
成
二
十
一
年
は
、
高
岡

市
開
町
４
０
０
年
の
記
念
の
年
と
、
当

社
が
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
奉
納
書
道

展
が
、
第
３０
回
の
節
目
の
年
を
迎
え
ま

す
。

例
年
、
多
大
な
る
ご
助
力
を
賜
り
ま
す

射
水
神
社
奉
納
書
道
展
実
行
委
員
会
の

み
な
さ
ま
と
も
十
分
に
協
議
し
、
本
書

道
展
も
ま
た
、
豊
か
で
明
る
い
高
岡
を

イ
メ
ー
ジ
で
き
る
よ
う
、
工
夫
を
こ
ら

し
な
が
ら
、
準
備
を
執
り
行
っ
て
ゆ
き

た
く
存
じ
ま
す
。

　

当
社
に
て
用
務
で
の
ご
奉
仕
を
賜
り

ま
す
、
石
田
勝
二
様
よ
り
、
絵
画
の
ご

奉
納
を
賜
り
ま
し
た
。
平
素
の
ご
奉
仕

に
お
い
て
は
、
職
員
よ
り
「
画
伯
」
と

呼
ば
れ
、
気
の
い
い
用
務
員
さ
ん
と
し

て
知
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
ご
奉
仕
の

か
た
わ
ら
写
真
や
絵
画
な
ど
の
多
趣
味

を
も
っ
て
知
ら
れ
、
絵
画
に
関
し
て
は

高
岡
市
美
術
展
に
お
い
て
二
度
、
大
賞

の
栄
誉
を
与
え
ら
れ
る
、
町
の
大
画
伯

で
あ
り
ま
す
。

　

今
回
ご
奉
納
い
た
だ
い
た
絵
画
は

「
水
車
小
屋
」。
画
伯
の
代
表
作
の
一
つ

「
船
小
屋
」
な
ど
を
例
に
引
く
ま
で
も

な
く
、
人
里
の
素
朴
で
愛
ら
し
い
風
景

を
一
幅
の
絵
画
に
お
さ
め
る
、
画
伯
独

壇
場
の
力
作
を
ご
奉
納
賜
り
ま
し
た
。

奉
納
書
道
展

　

当
社
に
お
き
ま
し
て
は
、
参
道
脇
の

紅
梅
・
白
梅
が
、
つ
と
に
有
名
と
な
っ

て
き
て
は
お
り
ま
す
が
、
秋
も
ま
た
手

水
舎
お
よ
び
包
丁
塚
付
近
は
、
秋
の
訪

れ
を
感
じ
さ
せ
る
か
の
ご
と
く
も
み
じ

が
色
づ
き
、
参
拝
者
の
方
々
を
魅
了
し

て
お
り
ま
す
。

　

本
年
は
暖
冬
と
の
予
測
。
も
み
じ
達

も
例
年
よ
り
の
ん
び
り
と
色
を
変
え
て

ゆ
き
ま
し
た
。

　

思
う
に
地
球
温
暖
化
が
叫
ば
れ
る
昨

今
。
自
然
の
あ
り
よ
う
か
ら
ワ
ン
テ
ン

ポ
ず
つ
遅
れ
て
ゆ
く
人
間
。
木
々
は
何

も
変
わ
る
こ
と
な
く
四
季
折
々
に
変
化

し
て
行
き
ま
す
。
紅
葉
が
遅
い
。
桜
が

速
い
と
の
概
念
か
ら
、
も
う
一
歩
踏
み

込
ん
で
、
森
羅
万
象
の
営
み
を
見
つ
め

て
行
く
必
要
を
痛
感
し
ま
す
。

境
内
紅
葉

絵
画
奉
納
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本　

厄

前　

厄

後　

厄

◆
祈
祷
受
付
時
間　

元
旦　

午
前
０
時
〜
午
後
五
時
／
二
日
以
降　

午
前
九
時
〜
午
後
五
時

　
　
　
　
　
　
　
　

お
問
い
合
せ　

社
務
所　

電
話
０
７
６
６（
２
２
）３
１
０
４

御神恩をいただき、幸おおからん事を。神 前 結 婚 式神 前 結 婚 式神 前 結 婚 式神 前 結 婚 式神 前 結 婚 式神 前 結 婚 式神 前 結 婚 式神 前 結 婚 式

平成20年6月～
11月挙式の方々
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直
会（
な
お
ら
い
）の

意
義
に
つ
い
て
教
え
て
下
さ
い

　

直
会
と
は
、
祭
り
の
終
了
後
に
、
神

前
に
供
え
た
御
饌
御
酒
（
み
け
み
き
）

を
神
職
を
は
じ
め
参
列
者
の
方
々
で
戴

く
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　

古
く
か
ら
、
お
供
え
し
て
神
々
が
召

し
上
が
っ
た
食
物
を
人
々
が
戴
く
こ
と

で
、
神
々
の
恩
頼
（
み
た
ま
の
ふ
ゆ
）

を
戴
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て

き
ま
し
た
。
こ
の
共
食
に
よ
り
神
と
人

が
一
体
と
な
る
こ
と
が
、
直
会
の
根
本

的
意
義
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

簡
略
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
御
酒

を
戴
く
こ
と
が
一
般
的
な
儀
礼
と
な
っ

て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
御
酒
が
御
饌
の

中
で
も
米
か
ら
造
ら
れ
る
重
要
な
品
目

で
あ
り
、
ま
た
調
理
を
せ
ず
に
そ
の
場

で
直
接
頂
く
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
象

徴
的
に
お
こ
な
う
も
の
と
な
り
ま
し

た
。

　

神
々
に
お
供
え
し
た
物
を
下
げ
て
頂

く
と
い
う
こ
と
は
、
宮
中
に
お
い
て
も

毎
年
お
こ
な
わ
れ
る
新
嘗
祭
（
に
い
な

め
さ
い
）
の
際
に
、
天
皇
陛
下
が
親
し

く
新
穀
を
神
々
に
捧
げ
、
ま
た
御
自
ら

も
召
し
上
が
る
と
い
う
儀
礼
に
見
る
こ

と
が
で
き
、「
神
人
共
食
」
と
い
う
祭
り

の
根
本
的
意
義
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

直
会
の
語
源
を
「
な
お
り
あ
い
」
と
す

る
説
が
あ
り
ま
す
。
神
職
は
祭
り
に
奉
仕

す
る
に
あ
た
り
、
心
身
の
清
浄
に
努
め
る

な
ど
の
斎
戒
を
し
ま
す
。
神
社
本
庁
の「
斎

戒
に
関
す
る
規
程
」
に
は
、「
斎
戒
中
は
、

潔
斎
し
て
身
体
を
清
め
、
衣
服
を
改
め
、

居
室
を
別
に
し
、
飲
食
を
慎
み
、
思
念
、

言
語
、
動
作
を
正
し
く
し
、
穢
（
け
が
れ
）、

不
浄
に
触
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
あ
る
よ

う
に
、
通
常
の
生
活
と
は
異
な
る
さ
ま
ざ

ま
な
制
約
が
あ
り
、
祭
り
の
準
備
か
ら
祭

典
を
経
て
、
祭
典
後
の
直
会
を
も
っ
て
す

べ
て
の
行
事
が
終
了
し
、斎
戒
を
解
く
「
解

斎
」（
げ
ざ
い
）
と
な
り
、
も
と
の
生
活

に
戻
り
ま
す
。「
な
お
ら
い
」
の
語
源
は
、

「
も
と
に
戻
る
＝
直
る
」
の
関
係
を
示
し

て
直
会
の
役
割
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、

直
会
が
祭
典
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
指
し

て
い
ま
す
。

　

直
会
が
神
事
と
し
て
一
般
の
宴
と
は

異
な
る
の

も
、
こ
う

し
た
意
義

を
も
っ
て

お
こ
な
わ

れ
て
い
る

か
ら
な
の

で
す
。

富
山
の
酒
に
つ
い
て

　
「
お
神
酒
上
が
ら
ぬ
神
は
な
し
」
と
云
い
ま
す
が
、

神
事
に
は
、
古
来
よ
り
お
酒
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い

も
の
で
す
。 

　

富
山
県
は
豊
か
な
自
然
と
、
そ
の
恵
み
に
よ
っ
て
、

美
味
し
い
お
酒
が
数
多
く
造
ら
れ
て
い
ま
す
。

現
在
、
県
内
に
は
２５
蔵
が
あ
り
、
古
く
は
江
戸
時
代
の

初
期
に
創
業
し
て
い
る
蔵
も
あ
り
ま
す
が
、
大
半
は
、

江
戸
時
代
後
期
か
ら
明
治
時
代
に
創
業
さ
れ
た
よ
う
で

す
。
明
治
４
年
に
新
免
許
制
度
が
導
入
さ
れ
、
ピ
ー
ク

時
に
は
、
２
２
２
場
も
の
蔵
が
営
業
し
て
い
た
よ
う
で

す
が
、
そ
の
後
の
戦
争
や
恐
慌
で
廃
業
が
相
次
ぎ
、
ま

た
、
昭
和
の
高
度
成
長
期
以
降
、
灘
、
伏
見
の
大
手
酒

メ
ー
カ
ー
の
製
造
販
売
戦
略
に
飲
み
込
ま
れ
、
地
方
の

蔵
は
衰
退
し
て
い
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な

逆
境
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
手
間
隙

を
か
け
、
酒
質
を
磨
き
あ
げ
、
大
手
メ
ー
カ
ー
と
は
一

線
を
画
く
こ
と
で
、
再
び
愛
飲
者
か
ら
の
支
持
を
得
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

で
は
、
愛
飲
者
か
ら
支
持
さ
れ
る
酒
質
の
由
来
は
ど

こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
ず
は
、
お
米
の
こ
と
で
す
が
、
県
内
の
各
蔵
と
も

酒
造
好
適
米
（
お
酒
造
り
に
適
し
た
米
の
こ
と
）
の
使

用
割
合
が
高
く
８
割
を
超
え
て
い
ま
す
。（
全
国
平
均

約
２
割
）
お
そ
ら
く
全
国
一
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

そ
し
て
こ
の
お
米
を
よ
く
磨
き
ま
す
。
飯
米
よ
り
も

２
割
以
上
多
く
精
米
し
ま
す
。
普
通
酒
で
３
割
（
精
米

歩
合
７
割
）、
吟
醸
酒
な
ど
で
は
４
割
か
ら
７
割
近
く

も
磨
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
玄
米
を
精
米
し
て
い
く

と
、
デ
ン
プ
ン
以
外
の
部
分
（
タ
ン
パ
ク
質
、
脂
肪
分
、

ビ
タ
ミ
ン
な
ど
）が
削
ら
れ
て
減
少
し
て
い
き
ま
す
が
、

こ
れ
ら
の
物
質
が
多
い
ま
ま
だ
と
、
麹
菌
や
酵
母
の
生

育
が
進
み
す
ぎ
た
り
、
香
り
の
生
成
が
阻
害
さ
れ
た
り

し
ま
す
。
ま
た
、
タ
ン
パ
ク
質
は
、
お
酒
の
味
の
主
成

分
で
あ
る
ア
ミ
ノ
酸
に
な
り
ま
す
が
、
多
す
ぎ
る
と
味

わ
い
を
損
ね
ま
す
。
ま
た
、
精
米
歩
合
が
低
く
な
る
ほ

ど
、
鉄
や
マ
ン
ガ
ン
な
ど
酒
質
を
劣
化
さ
せ
る
成
分
も

少
な
く
な
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

　

つ
ぎ
に
大
切
な
原
料
の
水
で
す
が
、
水
は
、
そ
の
成

分
が
酒
質
に
大
き
く
影
響
し
ま
す
。
特
に
原
酒
の
割
水

で
は
、
規
定
の
ア
ル
コ
ー
ル
度
数
ま
で
薄
め
る
た
め
、

水
の
成
分
の
良
し
悪
し
が
酒
質
に
直
接
影
響
し
ま
す
。

富
山
県
に
は
良
質
（
ほ
ど
良
い
量
に
ミ
ネ
ラ
ル
を
含
ん

だ
）
の
湧
き
水
が
多
く
、
各
蔵
で
は
こ
れ
ら
の
水
を
仕

込
み
に
使
用
し
て
い
ま
す
。
こ
の
水
の
良
さ
は
正
に
富

山
県
に
与
え
ら
れ
た
自
然
の
恵
み
で
す
。
食
の
安
全
が

問
わ
れ
る
今
日
に
あ
っ
て
、
富
山
県
の
蔵
元
は
、
正
直

に
一
生
懸
命
に
良
い
お
酒
を
醸
し
て
い
ま
す
。
近
年
、

日
本
酒
の
消
費
量
が
低
下
し
て
い
ま
す
が
、
お
近
く
の

お
酒
屋
さ
ん
や
、
直
接
蔵
元
を
訪
ね
て
、
郷
土
の
お
酒

に
触
れ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
美
味
し
い
発
見
が
あ
る
は

ず
で
す
。

越
中
の
食
彩

山
田
勝
久

山
田
酒
店

県内での酒造の姿
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〇
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岡
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〇
四
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六
六
）
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ー
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一
五
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刷
所　

キ
ク
ラ
印
刷
株
式
会
社

⑪
初
穂
知
識
米

　
　

〜
か
ん
ま
ん
ぼ
ろ
〜

　
「
越
中
二
守
山
由
来
」
に
よ
る
と
「
人

身
御
供
」
を
停
止
し
た
代
わ
り
に
「
初
穂

知
識
米
」
を
徴
収
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と

あ
る
。『
高
岡
の
伝
承
』（
昭
和
五
十
四
年

刊
）
に
よ
れ
ば
高
岡
市
周
辺
で
は
、
明
治

生
ま
れ
の
人
た
ち
は
子
供
の
頃
、
い
た
ず

ら
を
す
る
と
、「
二
上
山
来
っ
ぞ
！
」「
か

ん
ま
ん
ぼ
ろ
来
っ
ぞ
！
」
と
江
戸
時
代
生

ま
れ
の
親
か
ら
、
お
ど
さ
れ
た
も
の
だ
と

い
う
。「
二
上
山
、
ふ
た
が
み
さ
ー
ん
。」

と
「
二
上
山
か
ら
神
様
が
米
を
集
め
に
ご

ざ
っ
た
。」
ま
た
「
石
動
山
、せ
き
ど
う
さ
ー

ん
。」
と
富
山
・
石
川
県
境
に
あ
る
石
動
山

か
ら
も
米
を
集
め
に
来
た
ら
し
い
。
江
戸

時
代
、
二
上
山
か
ら
集
め
に
来
る
の
は
山

伏
姿
の
荒
く
れ
男
達
で
、
各
家
か
ら
米
を

一
升
ず
つ
集
め
て
廻
っ
て
い
た
。
出
す
の

が
遅
か
っ
た
り
、
盛
り
が
悪
か
っ
た
り
す

る
と
、
そ
れ
こ
そ
ど
や
し
つ
け
ら
れ
て
、

こ
と
に
来
た
て
の
若
嫁
さ
ん
な
ど
は
か
っ

て
が
わ
か
ら
な
い
の
で
ビ
ク
ビ
ク
も
の

だ
っ
た
。
こ
の
二
上
山
の
男
達
は
「
か
ん

ま
ん
ぼ
ろ
」
と
呼
ば
れ
、
秋
の
取
入
れ
時

期
に
な
る
と
領
内
一
円
か
ら
集
め
ま
わ
っ

た
の
で
あ
る
。„
ふ
た
が
み
さ
ー
ん“

が
来

た
ら
米
二
升
、„
せ
き
ど
う
さ
ー
ん“

が
来

た
ら
米
一
升
と
い
う
話
も
伝
え
ら
れ
て
い

る
。
石
動
山
の
坊
主
が
錫
杖
ふ
っ
て
米
を

取
り
に
来
た
ら
、
自
分
の
食
べ
る
分
が
な

く
て
も
供
出
さ
せ
ら
れ
る
ほ
ど
強
圧
的
で

恐
ろ
し
か
っ
た
が
、
二
上
山
の
方
は
地
元

と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
石
動
山
ほ
ど

に
は
怖
い
イ
メ
ー
ジ
が
な
か
っ
た
が
、
城

端
な
ど
で
は
地
元
で
な
い
せ
い
か
„
二
上

山“

も
け
っ
こ
う
恐
ろ
し
が
ら
れ
て
い
た

ら
し
い
。

　
「
か
ん
ま
ん
ぼ
ろ
」
は
「
カ
ン
マ
ン
・
ボ

ロ
ン
」
で
„
カ
ン
マ
ン“

は
不
動
明
王
の

種
字
、„
ボ
ロ
ン“

は
一
字
金
輪
の
種
字

あ
る
い
は
真
言
の
結
語
で
あ
る
。「
怨
敵
退

散
！
カ
ン
マ
ン
、
ボ
ロ
ン
。
家
内
安
全
！

カ
ン
マ
ン
、
ボ
ロ
ン
。」
と
念
珠
を
摺
り
な

が
ら
声
高
に
祈
り
を
唱
え
る
山
伏
姿
の
男

達
が
、
大
き
な
袋
を
背
負
っ

て
「
初
穂
知
識
米
」
を
集
め

て
廻
っ
た
の
で
あ
る
。

　

下
記
の
定
書
き
は
慶
長

十
五
年
（
一
六
〇
〇
年
）
加

賀
藩
二
代
藩
主
前
田
利
長
公

に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
二
上

山
養
老
寺
が
江
戸
時
代
以
前

す
で
に
前
田
氏
に
認
め
ら
れ
る
ほ
ど
の
格

式
と
実
力
を
有
し
て
い
た
事
を
示
す
も
の

で
あ
る
。「
初
穂
知
識
米
」
の
制
度
は
、
加

賀
藩
の
保
護
の
下
、
明
治
三
年
の
神
仏
分

離
令
ま
で
続
く
の
で
あ
る
。

『高岡の伝承』より

　
　

定

二
上
山
権
現
知
識
初
穂
米
従
越
中
四
郡

軒
別
一
升
宛
永
代
取
集
弥
為
精
誠
武
運

永
久
国
家
安
全
五
穀
成
就
被
抽
懇
祈
長

日
勤
行
不
可
有
怠
慢
之
状
如
件

慶
長
十
五
年
三
月
十
八
日

前
田
利
長　

御
在
判

　
　
　
　

祈
願
所　

養
老
寺

〔
二
上
山
権
現
の
初
穂
知
識
米
は
越
中
四
郡
よ

り
一
軒
ご
と
に
一
升
ず
つ
を
永
遠
に
取
集
め
、

真
心
こ
め
て
加
賀
藩
の
武
運
永
久
・
国
家
安

全
と
五
穀
の
豊
穣
が
更
に
成
就
す
る
為
に
、
懇

ろ
な
祈
祷
を
執
り
行
い
、
長
期
間
の
お
勤
め
を

怠
っ
て
は
な
ら
な
い
事
は
こ
れ
ま
で
通
り
許
可

す
る
も
の
で
あ
る
。〕
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