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森
原
神
社
の
絵
馬
（
町
指
定
有
形
民
俗

文
化
財
・
薪
森
原
）
は
、
縦
九
四
㎝
、
横

一
七
七
㎝
の
大
き
な
も
の
で
、
伊
勢
参
詣

の
風
景
を
描
い
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
一
一
人
の
一
行
が
荷
物
を
担
い
だ
従

者
を
連
れ
て
歩
い
て
い
る
様
子
を
描
き
、

左
の
鳥
居
や
背
景
に
見
え
る
社
殿
の
一
部

と
思
わ
れ
る
屋
根
の
千ち

木ぎ

が
伊
勢
神
宮
で

あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。
判
読
で

き
る
文
字
か
ら
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）

二
月
の
年
号
が
読
み
取
れ
ま
す
。

　

江
戸
時
代
の
社
会
は
、
庶
民
が
自
由
に

旅
を
す
る
こ
と
が
制
限
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
神
社
仏
閣
の
参
詣
は
例
外

的
に
認
め
ら
れ
て
い
た
た
め
、
人
々
は
伊

勢
詣
り
や
金
毘
羅
参
り
、
大
山
詣
り
な
ど

に
か
こ
つ
け
て
、
物
見
遊
山
を
し
な
が
ら

道
中
を
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。
特
に
伊
勢

参
詣
は
一
大
ブ
ー
ム
に
な
っ
た
時
期
も
あ

り
、
薪
森
原
で
戦
前
ま
で
盛
ん
に
行
わ
れ

て
い
た
人
形
芝
居
の
起
源
も
、
伊
勢
参
詣

の
帰
り
に
大
阪
で
見
た
文
楽
に
魅
せ
ら
れ

て
始
め
た
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
の
で
、

各
地
の
名
所
を
堪
能
し
て
い
た
こ
と
が
う

か
が
わ
れ
ま
す
。

　

し
か
し
、
信
仰
目
的
の
旅
行
は
許
可
さ

れ
た
と
は
い
え
、
相
当
な
日
数
を
要
す

る
伊
勢
ま
で
の
旅
費
は
、
庶
民
に
と
っ
て

は
か
な
り
の
高
額
だ
っ
た
た
め
、
人
々
は

「
伊い

勢せ

講こ
う

」
と
い
う
組
織
を
作
っ
て
い
ま

し
た
。
伊
勢
講
は
神
社
の
氏
子
な
ど
で
構

成
さ
れ
、
構
成
員
は
定
期
的
に
出
し
合
っ

た
お
金
を
積
み
立
て
て
何
人
分
か
の
旅
費

を
作
り
、
く
じ
引
き
な
ど
で
選
ば
れ
た
者

が
農
閑
期
に
伊
勢
参
詣
に
行
く
こ
と
が
で

き
ま
す
。
く
じ
に
当
た
っ
た
者
は
次
回
か

ら
は
く
じ
を
引
く
権
利
を
失
う
た
め
、
構

成
員
は
い
つ
か
は
く
じ
に
当
た
る
よ
う
な

仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

森
原
神
社
は
、
祭
神
が
伊
勢
神
宮
の
祭

神
・
天
照
大
御
神
の
子
で
あ
る
「
天あ

め
の

穂ほ

日ひ
の

命み
こ
と

」で
あ
っ
た
た
め
、氏
子
の
人
々
は
伊
勢

講
を
組
織
し
、
伊
勢
参
詣
を
行
っ
て
い
た

よ
う
で
す
。
こ
の
絵
馬
は
、
こ
の
年
に
伊

勢
講
に
よ
っ
て
参
詣
を
し
た
者
達
が
無
事

に
帰
っ
て
来
た
こ
と
を
感
謝
し
、
自
分
た

ち
の
旅
姿
を
絵
馬
に
し
て
森
原
神
社
に
奉

納
し
た
も
の
と
思
わ
れ

ま
す
。森
原
神
社
に
は
、

こ
の
他
に
も
石い

し

灯ど
う

篭ろ
う

や

石
階
段
な
ど
、
伊
勢
参

詣
か
ら
帰
っ
た
人
々
が

奉
納
し
た
も
の
が
残
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

絵
馬
の
人
物
の
描
写

を
見
る
と
、
皆
着
物
の

裾す
そ

を
ま
く
り
足
に
は
脚き

ゃ

絆は
ん

を
つ
け
、
歩
き
や
す

い
格
好
に
し
て
い
ま
す
。
頭
に
は
笠
を
か

ぶ
り
、
羽
織
を
着
て
い
る
の
は
、
農
閑
期

の
寒
い
時
期
に
旅
し
た
様
子
が
わ
か
り
ま

す
。
腰
に
は
刀
を
差
し
て
い
ま
す
が
、
こ

れ
は
「
道ど

う

中ち
ゅ
う

差ざ
し

」
と
い
う
武
士
の
刀
よ
り

も
短
い
刀
で
、
護
身
用
と
し
て
武
士
以
外

の
人
々
が
旅
を
す
る
際
に
差
し
て
い
た
も

の
で
す
。
ま
た
、
笠
で
見
え
に
く
い
で
す

が
頭
に
は
髷ま

げ

を
結
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

一
見
、
ご
く
普
通
の
庶
民
の
旅
姿
で
す

が
、
こ
の
絵
馬
が
奉
納
さ
れ
る
わ
ず
か
二

か
月
前
の
明
治
三
年
一
二
月
に
、
明
治
政

府
に
よ
り
庶
民
の
帯
刀
が
禁
止
さ
れ
て
い

ま
す
の
で
、
こ
の
時
の
参
詣
は
ま
さ
に
そ

の
直
前
に
行
わ
れ
、
こ
う
し
た
江
戸
時
代

以
来
の
旅
姿
の
最
後
の
光
景
を
留
め
て
い

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
絵
馬
が
奉
納
さ
れ
た
後
、
明
治
四

年
七
月
に
は
廃は

い

藩は
ん

置ち

県け
ん

、
八
月
に
は
「
髷

を
結
わ
な
く
て
も
良
い
」「
華か

族ぞ
く
（
公
家
）・

士
族
が
刀
を
差
さ
な
く
て
も
良
い
」
と
い

う
い
わ
ゆ
る
散さ

ん

髪ぱ
つ

脱だ
っ

刀と
う

令れ
い

が
布
告
さ
れ
ま

す
。
森
原
神
社
の
絵
馬
は
、
作
者
や
参
拝

者
の
名
前
な
ど
は
判
読
で
き
ま
せ
ん
が
、

こ
う
し
た
時
代
の
大
き
な
変
革
期
に
お
け

る
庶
民
の
習
俗
を
描
い
た
貴
重
な
歴
史
資

料
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
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伊勢参詣者が奉納した石灯篭
（明治１２年３月）


