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謹
啓　

師
走
の
候
、
皆
様
方
に
は
愈
々
御
健
勝
の
事
と
お
慶
び
申
し

上
げ
ま
す
。

　

去
る
六
月
十
四
日
、
香
浮
皇
后(

皇
太
后
陛
下)

に
お
か
れ
ま
し
て
は

全
国
民
が
御
病
状
を
案
じ
申
し
上
げ
る
中
崩
御
遊
ば
さ
れ
ま
し
た
。
こ

こ
に
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
あ
げ
ま
す
。

　

思
い
起
こ
し
ま
す
に
、
香
浮
皇
后
は
我
が
日
本
国
の
未
曾
有
の
激
動

の
時
代
に
あ
っ
て
、
昭
和
天
皇
の
お
側
近
く
に
あ
ら
れ
て
い
つ
も
深
く

御
心
を
尽
く
さ
れ
、
国
民
の
だ
れ
も
が
「
国
の
母
」
と
仰
ぎ
、
長
き
歳

月
に
わ
た
り
、
皇
后
様
と
し
て
の
規
範
を
見
事
に
お
示
し
に
な
ら
れ
ま

し
た
。
今
は
た
だ
幽
界
に
鎮
ま
り
ま
し
て
の
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
あ

げ
る
ば
か
り
で
あ
り
ま
す
。

　

国
内
情
勢
で
は
、
伊
豆
諸
島
の
噴
火
、
そ
れ
に
伴
う
地
震
、
東
海
地

方
の
記
録
的
な
豪
雨
や
鳥
取
県
西
部
で
の
震
度
６
を
超
え
る
大
地
震
等

相
次
ぐ
天
災
に
よ
り
、
尊
い
人
命
が
失
れ
ま
し
た
。
又
、
河
川
の
氾
濫

家
屋
の
損
壊
、
床
上
床
下
浸
水
、
農
作
物
の
被
害
や
山
崩
れ
に
よ
る
公

通
機
関
の
麻
痺
等
、
膨
大
な
被
害
を
見
る
時
、
改
め
て
自
然
の
脅
威
に

震
撼
い
た
す
と
共
に
、
こ
の
た
び
災
害
に
遭
わ
れ
ま
し
た
皆
様
方
に
は

心
よ
り
お
見
舞
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

尚
、
昨
年
着
工
の
末
廣
稲
荷
神
社
（
境
内
社
）
御
鎮
座
五
十
年
記
念

事
業
に
於
き
ま
し
て
は
、
皆
様
の
格
別
な
る
御
奉
賛
を
賜
り
誠
に
有
り

難
う
御
座
い
ま
し
た
。
お
陰
を
も
ち
ま
し
て
本
殿
内
部
の
装
飾
を
始
め

本
殿
周
囲
の
板
垣
・
鳥
居
・
灯
籠
等
を
新
調
い
た
す
と
共
に
、
御
神
域

の
整
備
も
滞
り
な
く
完
成
を
見
る
事
が
出
来
、
去
る
七
月
二
十
三
日
に

酷
暑
に
も
関
わ
ら
ず
多
数
の
参
列
者
を
迎
へ
、
恙
無
く
奉
祝
祭
を
斎
行

致
し
ま
し
た
。
此
処
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
と
共
に
、
今
後
も
尚

一
層
の
御
協
力
を
お
願
い
致
す
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　

最
後
に
、
御
首
の
大
神
様
の
御
神
徳
を
漏
れ
な
く
拝
受
さ
れ
ま
し
て

皆
様
の
愈
々
の
御
健
勝
と
御
多
幸
を
心
よ
り
祈
念
致
し
ま
し
て
御
挨
拶

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

宮　

司

三　

浦　
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『
こ
こ
ろ
を
つ
く
る
』

　

世
間
の
人
々
が
信
仰
に
入
っ
て
疑
問
を
抱
く
こ
と
の
一
つ
は
、
信
仰
を
す
る

と
い
ろ
い
ろ
な
面
で
お
金
が
か
か
る
こ
と
で
す
。
信
仰
と
は
あ
く
ま
で
も
人
間

の
精
神
に
関
す
る
事
柄
で
あ
っ
て
、
物
質
的
な
お
金
と
は
関
係
が
な
い
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
信
仰
は
「
こ
こ
ろ
」
の
営
み
で
あ
る
が
故
に
心
の
問
題
が
あ

く
ま
で
も
中
心
で
あ
り
ま
す
が
、
は
た
し
て
心
は
物
質
や
お
金
と
は
全
く
無
関

係
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

お
い
し
い
ご
馳
走
が
食
べ
た
い
時
は
お
金
を
出
せ
ば
叶
え
ら
れ
、
き
れ
い
な

洋
服
が
欲
し
い
と

思
え
ば
お
金
を
払

っ
て
手
に
入
れ
る

こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
物
は

お
金
を
媒
体
と
し

て
所
有
が
許
さ
れ

る
訳
で
す
。

　

こ
れ
が
芸
術
と

か
文
学
或
い
は
趣

味
と
な
る
と
い
く

ら
か
事
情
が
違
っ

て
き
ま
す
。
美
術

館
で
の
絵
画
や
骨

董
な
ど
は
楽
し
ま

な
く
て
も
生
活
に

支
障
は
な
い
し
、

音
楽
は
聞
か
な
け

れ
ば
働
け
な
い
と

い
う
も
の
で
も
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
自
分
が
好
き
だ
か
ら
見
た
り
聞
い
た
り
す
る
だ
け
で
、
い

わ
ば
心
の
楽
し
み
を
買
う
わ
け
で
す
。

　

例
え
ば
有
名
な
歌
手
が
地
方
へ
や
っ
て
来
る
と
な
る
と
、
ど
う
し
て
も
聞
き

た
い
と
思
う
人
は
、
食
べ
る
物
や
着
る
も
の
を
節
約
し
て
で
も
そ
の
切
符
を
手

に
入
れ
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
そ
の
人
の
精
神
生
活
に
と
っ
て
は
必
要
な
こ
と

だ
か
ら
な
の
で
す
。

　

又
教
育
の
中
で
学
校
教
育
が
あ
り
ま
す
。
義
務
教
育
は
中
学
校
迄
で
高
校
や

大
学
は
個
人
の
自
由
意
志
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
世
の
親
た
ち
は
少
し
で
も
よ

り
高
い
教
育
を
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
と
、
莫
大
な
費
用
を
か
け
ま
す
。
そ
し
て

よ
り
よ
い
学
校
へ
入
学
さ
せ
よ
う
と
し
て
、
毎
月
何
万
円
も
の
お
金
を
払
っ
て

家
庭
教
師
を
頼
ん
だ
り
も
し
て
い
ま
す
。
人
間
は
学
力
さ
え
つ
け
て
お
け
ば
将

来
出
世
を
し
て
幸
福
に
な
れ
る
と
思
い
こ
ん
で
い
る
人
が
多
い
が
、
必
ず
し
も

幸
福
に
な
れ
る
と
は
断
言
出
来
ま
せ
ん
。
得
て
し
て
頭
の
よ
い
人
間
程
排
他
的

で
自
己
中
心
型
が
多
い
も
の
で
す
。
中
途
半
端
に
頭
の
よ
い
人
間
が
オ
ウ
ム
な

ど
の
宗
教(

宗
狂)

教
団
に
洗
脳
さ
れ
て
入
信
し
、
前
代
未
聞
の
大
量
殺
人
犯
罪

ま
で
引
き
起
こ
し
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
り
ま
す
。
彼
ら
の
親
に
し
て
み

れ
ば
、
教
育
を
お
金
で
買
っ
た
そ
の
結
果
が
ま
さ
か
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
に
な

っ
て
現
れ
て
く
る
と
は
思
っ
て
も
見
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

　

立
派
な
家
に
住
み
、
毎
日
ご
馳
走
ば
か
り
食
べ
て
い
て
も
家
の
中
で
喧
嘩
ば

か
り
し
て
い
て
、
い
が
み
合
っ
て
ば
か
り
い
れ
ば
決
し
て
幸
福
と
は
云
え
な
い

し
、
ど
ん
な
に
頭
が
よ
く
一
流
大
学
を
出
た
と
し
て
も
、
金
の
使
い
込
み
な
ど

を
す
る
よ
う
で
は
ど
こ
へ
就
職
し
て
も
駄
目
で
あ
り
ま
す
。
プ
ロ
野
球
や
サ
ッ

カ
ー
の
選
手
に
し
て
も
同
じ
こ
と
で
、
ど
ん
な
に
体
力
や
技
に
恵
ま
れ
て
い
て

も
、
相
手
の
欠
点
ば
か
り
を
指
摘
し
て
文
句
を
云
っ
て
チ
ー
ム
の
和
を
乱
し
た

り
、
酒
で
身
を
持
ち
崩
し
た
り
し
て
落
伍
し
て
し
ま
う
人
も
多
い
。
こ
れ
ら
は

み
な
「
心
」
が
出
来
て
い
な
い
か
ら
な
の
で
す
。
し
つ
か
り
と
し
た
心
を
つ
く

る
に
も
そ
れ
な
り
の
教
育
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
に
も
多
少
の
お
金
は
か
か
り

ま
す
。
道
徳
や
精
神
教
育
な
ど
で
、
あ
る
程
度
ま
で
「
心
」
は
出
来
る
で
し
ょ

う
。
し
か
し
本
格
的
な
心
づ
く
り
は
信
仰
し
か
な
い
と
云
え
ま
す
。

　

社
会
と
い
う
道
路
か
ら
は
み
だ
し
た
心
の
悪
い
人
で
も
信
仰
の
道
を
極
め
れ
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ち
ょ
っ
と
一
言

ば
、
す
さ
ん
だ
心
は
必
ず
本
来
の
姿
に
甦
生
で
き
ま
す
。

　

世
間
の
人
は
、
毎
日
の
食
べ
物
や
着
る
物
と
か
住
む
家
な
ど
に
お
金
を
使
う

こ
と
は
知
っ
て
い
ま
す
。
余
裕
の
あ
る
人
は
ゴ
ル
フ
や
旅
行
に
金
を
使
う
こ
と

も
よ
く
知
っ
て
い
る
し
、
子
供
の
教
育
に
も
お
金
を
惜
し
み
ま
せ
ん
。
し
か
し

そ
れ
よ
り
も
大
切
な
「
心
」
を
つ
く
る
た
め
に
、
お
金
を
か
け
る
こ
と
を
知
ら

な
い
人
が
大
半
で
す
。

食
べ
物
は
喉
元
を
過
ぎ
れ
ば
そ
れ
ま
で
で
、
着
る
物
や
住
む
家
は
時
間
と
年
月

が
経
て
ば
古
く
な
っ
て
ゆ
き
ま
す
。
し
か
し
心
だ
け
は
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
古

く
は
な
ら
な
い
し
、
そ
の
人
の
一
生
の
財
産
と
し
て
益
々
人
格
の
形
成
に
威
力

を
発
揮
し
て
く
れ
る
の
で
、
自
分
達
に
と
っ
て
は
非
常
に
安
い
買
い
物
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
そ
ん
な
値
打
ち
の
あ
る
心
づ
く
り
に
、
多
少
の
お
金
を
つ
ぎ

込
ん
で
も
惜
し
く
は
な
い
は
ず
で
す
。

　

心
を
つ
く
る
に
は
信
仰
が
い
ち
ば
ん
と
言
い
ま
し
た
が
、
信
仰
は
心
を
つ
く

る
学
校
で
あ
る
と
も
云
え
る
し
、
傷
の
つ
い
た
心
の
修
理
工
場
で
も
あ
る
の
で

す
。
そ
の
教
師
は
宗
教
家
で
あ
り
教
室
は
宗
教
施
設
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
の
教

会
に
は
神
父
と
呼
ば
れ
る
人
が
い
ま
す
。
仏
教
の
寺
院
に
は
住
職
が
居
て
佛
の

教
え
を
説
き
、
神
社
に
は
神
職
が
居
て
神
さ
ま
の
中
執
り
持
ち
を
し
て
い
ま
す
。

総
て
神
さ
ま
が
主
人
で
あ
り
そ
の
神
さ
ま
の
心
や
教
え
を
伝
え
、
お
祈
り
を
し

て
い
る
と
い
う
訳
で
す
。

　

こ
う
い
う
宗
教
施
設
と
い
う
学
校
が
あ
り
、
宗
教
家
と
い
う
教
師
が
あ
っ
て

信
仰
者
は
神
さ
ま
の
教
え
を
知
り
、
生
き
甲
斐
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

す
。
そ
の
喜
び
か
ら
神
さ
ま
に
報
恩
の
意
味
で
、
生
活
に
支
障
の
な
い
程
度
の

お
金
を
捧
げ
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
、
そ
の
お
金
に
よ
っ
て
宗
教
施
設
が
存

続
し
、
宗
教
家
の
生
活
が
保
証
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
宗
教
家
は
更
に
神
さ
ま
の

教
え
を
広
め
、
世
の
人
の
心
に
喜
び
の
種
を
ま
い
て
ゆ
く
の
で
す
。
つ
ま
り
信

仰
者
が
神
さ
ま
の
た
め
に
つ
く
し
た
お
金
は
、
や
が
て
人
を
助
け
る
の
に
役
だ

つ
間
接
的
な
人
助
け
に
繋
が
っ
て
ゆ
く
の
で
す
。

　

私
た
ち
は
現
代
の
物
質
優
先
主
義
の
影
に
隠
れ
て
、
忘
れ
去
ら
れ
よ
う
と
し

て
い
る
心
、
真
の
「
こ
こ
ろ
づ
く
り
」
が
出
来
る
よ
う
、
日
夜
努
力
精
進
し
た

い
も
の
で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

禰
宜　
　

上
松　

雅
之

　

こ
ん
に
ち
は
、
社
務
所
よ
り
一
言
御
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

　

年
の
瀬
も
大
分
近
づ
い
て
ま
い
り
ま
し
た
の
で
、
お
ふ
だ
・
お
守
り
・
紅
白

串
・
御
神
砂
等
の
御
返
納
方
法
に
つ
い
て
簡
単
に
ご
説
明
致
し
ま
す
。

　

当
社
の
場
合
お
札
・
お
守
り
・
紅
白
串
・
御
神
砂
に
つ
い
て
は
、
拝
殿
前
の

賽
銭
箱
の
左
側
に
設
け
て
あ
る
、
専
用
の
返
納
箱
の
中
に
種
類
別
に
分
け
て
お

入
れ
に
な
っ
て
下
さ
い
。
そ
の
他
、
神
棚
・
し
め
縄
・
破
魔
矢
は
左
義
長
（
一

月
十
五
日
）
に
お
持
ち
下
さ
い
。
時
期
的
に
そ
れ
ま
で
待
て
な
い
と
言
う
方
に

は
お
焚
き
上
げ
の
御
祈
祷
（
な
る
べ
く
平
日
で
晴
天
・
無
風
の
と
き
に
限
り
ま

す
）
が
御
座
い
ま
す
の
で
、
お
問
い
合
せ
下
さ
い
。

　

他
の
神
社
の
お
札
・
お
守
り
は
、
受
け
ら
れ
た
神
社
へ
戻
さ
れ
る
の
が
最
良

で
す
が
、
止
む
を
得
な
い
時
は
当
神
社
へ
お
持
ち
に
な
ら
れ
て
も
結
構
で
す
。

但
し
ご
返
納
の
際
、
金
物
類
や
ガ
ラ
ス
等
の
燃
え
な
い
物
は
お
手
数
で
す
が
事

前
に
取
り
は
ず
し
て
お
い
て
下
さ
い
。

場
合
に
よ
っ
て
は
一
部
お
預
か
り
致
し

兼
ね
る
も
の
も
御
座
い
ま
す
の
で
、
前

も
っ
て
お
問
い
合
せ
頂
き
ま
す
よ
う
お

願
い
致
し
ま
す
。

　

返
納
さ
れ
た
御
神
砂
は
ご
神
域
へ
お

戻
し
い
た
し
ま
す
。
お
ふ
だ
や
お
守
り

に
つ
き
ま
し
て
は
左
義
長
神
事
の
後
お

炊
き
上
げ
を
し
、
紅
白
串
は
浄
火
祭
の

折
り
お
炊
き
上
げ
致
し
ま
す
。

　

又
、
寺
院
関
係
の
物
に
つ
い
て
は
、

必
ず
寺
院
に
ご
返
納
頂
き
ま
す
よ
う
お

願
い
致
し
ま
す
。
尚
、
返
納
物
に
閑
し

ま
し
て
疑
問
を
抱
か
れ
ま
し
た
ら
、
遠

慮
な
く
社
務
所
へ
お
訊
ね
に
な
っ
て
下

さ
い
。　
　

権
禰
宜　

大
野　

弘
樹
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祭 

事 

報 

告

末
廣
稲
荷
神
社

　

御
鎮
座
五
十
年
記
念
奉
祝
祭

▼
西
宮
神
社
例
祭
（
相
殿
）
七
月
十
七
日
午
後
三
時

▼
末
廣
稲
荷
神
社
御
鎮
座

　

五
十
年
記
念
奉
祝
祭　

七
月
二
十
三
日
午
前
十
時

▼
末
廣
稲
荷
神
社
例
祭　

八
月　

六
日　

午
後
三
時

▼
夏
越
大
祓　
　
　
　
　

八
月　

六
日
午
後
三
時
半

　

夏
の
厳
し
い
日
差
し
の
下
、
夏
越
大
祓
が
厳
粛
に

斎
行
さ
れ
、
皆
様
方
が
罪
や
穢
れ
を
託
さ
れ
た
人
形

は
祓
い
清
め
ら
れ
、
忌
み
火
に
て
お
焚
き
上
げ
を
い

た
し
ま
し
た
。

▼
長
寿
祈
願
祭　
　
　
　

九
月　

十
五
日
午
後
四
時

▼
神
明
神
社
例
祭　
　
　

十
月　

十
七
日
午
後
三
時

▼
七
五
三
参
り　
　
　
　

十
一
月　

一
日
～
三
十
日

　

十
一
月
に
入
り
、
週
末
と
も
な
り
ま
す
と
、
い
つ

も
な
が
ら
大
勢
の
子
供
達
が
、
両
親
や
祖
父
母
に
付

き
添
わ
れ
て
参
拝
に
訪
れ
ま
す
。
特
に
十
二
日
は
、

十
五
日
に
近
い
日
曜
日
と
あ
っ
て
、
境
内
は
晴
れ
着

姿
の
子
供
達
が
多
く
、
ぬ
い
ぐ
る
み
と
遊
ん
だ
り
、

コ
リ
ン
ト
ゲ
ー
ム
に
興
ず
る
元
気
な
子
供
達
で
一
杯

で
し
た
。
又
、
例
年
の
よ
う
に
参
道
に
は
屋
台
が
並

び
、
と
う
も
ろ
こ
し
や
お
菓
子
な
ど
を
両
親
や
お
じ

い
ち
ゃ
ん
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
お
ね
だ
り
し
、
お
い
し

そ
う
に
頬
ば
っ
て
い
る
姿
も
多
く
見
ら
れ
ま
し
た
。

▼
崇
敬
会
大
祭　
　
　

十
一
月　
　

三
日
午
後
二
時

　

晴
天
に
恵
ま
れ
た
文
化
の
日
、
各
地
か
ら
多
数
の

崇
敬
者
を
迎
え
て
、
会
員
の
無
病
息
災
、
家
内
安
全

並
び
に
子
孫
の
繁
栄
を
祈
願
申
し
あ
げ
ま
し
た
。

▼
新
嘗
祭　
　
　
　
　

十
一
月
二
十
三
日
午
後
三
時

御
首
神
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
　
　
　
　

開
設
の
御
案
内

　

こ
の
夏
か
ら
当
神
社
で
も
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
設

い
た
し
ま
し

た
。

　

ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
と
は
、

最
近
テ
レ
ビ

や
ラ
ジ
オ
等

で
よ
く
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
と
云
う
言

葉
と
併
せ
て

聞
か
れ
る
方

が
多
い
と
思

い
ま
す
。

　

さ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
は
、
パ
ソ
コ
ン
で
世

界
中
の
団
体
、
企
業
、
個
人
等
の
情
報
を
知
る
事
が

出
来
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。
そ
し
て
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

と
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
団
体
や
個
人
が
出
す
掲

示
板
の
よ
う
な
も
の
で
、
こ
の
掲
示
板
を
見
る
為
に

ア
ド
レ
ス
（
い
わ
ゆ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
住
所
）

が
必
要
で
す
。
例
え
ば
当
神
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

見
る
為
の
ア
ド
レ
ス
は
（w

w
w.

m
ik

u
bi

.
or

.
jp

）
と

な
り
ま
す
。

　

素
人
の
製
作
で
、
し
か
も
初
め
て
の
経
験
で
あ
り

出
来
映
え
も
悪
く
、
未
熟
な
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
あ

り
ま
す
が
、
機
会
が
ご
ぎ
い
ま
し
た
ら
是
非
一
度
ご

覧
に
な
っ
て
み
て
下
さ
い
。

　

昨
年
か
ら
す
す
め
て
ま
い
り
ま
し
た
「
末
廣
稲
荷

神
社
御
鎮
座
五
十
年
記
念
事
業
」
に
お
き
ま
し
て
は

多
数
の
皆
様
の
ご
奉
賛
を
賜
り
、
誠
に
有
り
難
う
ご

ぎ
い
ま
し
た　

お
陰
を
も
ち
ま
し
て
鳥
居
十
二
基
・

灯
籠
十
四
基
そ
し
て
本
殿
の
板
垣
の
新
調
と
、
ご
神

域
の
整
備
も
立
派
に
完
成
し
、
去
る
七
月
二
十
三
日

（
日
曜
日
）
ご
奉
賛
者
を
始
め
工
事
関
係
者
を
お
招

き
し
て
、
無
事
に
奉
祝
祭
が
執
行
で
き
ま
し
た
。
こ

こ
に
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

尚
、
こ
れ
を
機
会
に
「
の
ぼ
り
」
の
奉
納
場
所
を

増
設
致
し
ま
し
た
の
で
、
多
数
ご
奉
納
頂
き
ま
す
よ

う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

権
禰
宜　
　

谷
口　

哲
也
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入 

会 

の 

方 

法

崇
敬
会
入
会
の
ご
案
内

地
鎮
祭
に
つ
い
て

会 

員 

の 

特 

典
（
抜
粋
）

　

住
宅
や
工
場
な
ど
建
物
を
建
て
る
際
に
行
わ
れ
る

神
事
に
地
鎮
祭
が
あ
り
ま
す
。
地
鎮
祭
の
起
源
は
、

古
く
持
続
天
皇
の
御
代
（
西
暦
六
九
〇
）
に
こ
の
祭

り
の
記
録
が
見
ら
れ
、
古
代
よ
り
土
木
・
建
築
等
に

伴
う
重
要
な
お
祭
り
と
し
て
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

一
般
に
は　

「
じ
ち
ん
さ
い
」
と
云
い
、
正
し
く
は

「
と
こ
し
ず
め
の
み
ま
つ
り
」　

と
読
み
ま
す
。

　

地
鎮
祭
は
、
こ
れ
か
ら
建
設
工
事
を
始
め
る
に
あ

た
り
、
そ
の
土
地
を
守
護
さ
れ
る
神
様
を
祀
り
、
事

の
由
を
ご
報
告
し
、
土
地
を
な
ご
め
、
ご
祭
神
の
ご

神
徳
に
よ
り
、
建
物
の
無
事
完
成
と
住
む
人
々
や
工

事
関
係
者
に
到
る
ま
で
、
災
難
に
遭
う
事
の
な
い
よ

う
に
祈
願
す
る
意
義
深
い
重
要
な
お
祭
り
で
す
。

　

吉
日
の
選
定
が
で
き
ま
し
た
ら
最
寄
り
の
神
社
か

神
職
に
出
張
の
依
頼
を
い
た
し
ま
す
。
当
日
は
施
工

主
、
設
計
業
者
、
施
工
業
者
な
ど
で
き
る
だ
け
多
く

の
人
の
参
列
を
お
勧
め
い
た
し
ま
す
。

　

さ
て
、
地
鎮
祭
を
行
う
に
あ
た
り
、
敷
地
の
ほ
ぼ

中
央
か
、
建
物
の
重
要
な
所
に
南
向
き
、
若
し
く
は

東
向
き
に
祭
揚
を
設
け
、
四
方
に
は
忌
竹
と
い
っ
て

笹
の
付
い
た
青
竹
を
四
本
立
て
、
注
連
縄
を
張
り
巡

ら
し
、
そ
の
中
に
祭
段
を
鋪
設
し
ま
す
。

　

一
番
奥
に
神
籬
（
ひ
も
ろ
ぎ
）
と
い
っ
て
、
榊
や

竹
に
紙
垂
（
し
で
）
と
麻
を
つ
け
た
も
の
を
神
様
の

依
り
代
と
し
、
そ
の
前
面
に
机
を
設
け
、
お
供
え
の

台
と
し
て
、
お
米
や
お
酒
、
塩
を
始
め
山
海
の
珍
味

を
選
ん
で
ご
神
前
に
お
供
え
し
ま
す
。

　

祭
揚
の
鋪
設
と
祭
器
具
は
施
工
業
者
が
一
括
し
て

準
備
し
て
く
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

最
後
に
お
祭
り
の
後
で
参
列
者
が
一
同
に
会
し
て

御
神
酒
や
お
下
が
り
を
戴
き
、
お
祝
い
す
る
こ
と
を

直
会
（
な
お
ら
い
）
と
云
い
ま
す
。
神
と
人
と
が
直

り
会
う
と
云
う
意
味
で
行
い
ま
す
の
で
、
こ
の
直
会

で
神
様
の
御
神
徳
を
身
に
受
け
て
下
さ
い
。

　

又
、
祭
典
後
簡
単
に
盃
で
御
神
酒
を
戴
く
だ
け
の

と
き
も
あ
り
ま
す
。

　

尚
、
地
域
や
そ
の
場
所
に
よ
り
祭
場
の
鋪
設
の
方

法
や
お
供
え
物
等
、
用
意
す
る
も
の
が
異
な
る
場
合

も
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
い
こ
と
は
お
近
く
の
神
社

か
神
職
に
お
尋
ね
下
さ
い
。

　

当
神
社
で
も
地
鎮
祭
等
、
諸
祭
を
受
け
付
け
て
お

り
ま
す
。　
　
　
　
　

権
禰
宜　
　
　

馬
場
典
之

　

御
首
神
社
の
御
神
徳
に
感
謝
し
当
社
を
崇
敬
さ
れ

る
方
は
、
ど
な
た
で
も
入
会
出
来
ま
す
。
御
参
拝
の

折
、
社
務
所
に
て
お
申
し
出
下
さ
い
。
尚
、
郵
便
に

て
も
受
付
出
来
ま
す
の
で
、
申
し
込
み
用
紙
を
御
請

求
頂
け
れ
ば
、
お
送
り
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
お
申
し

込
み
さ
れ
ま
す
と
、
神
前
に
て
入
会
報
告
祭
が
執
り

行
わ
れ
、
会
員
証
・
認
定
状
等
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

会　
　

費　

（
年
会
費
）

一
、
個
人
会
員　
　

三
千
円
以
上
お
志
し

一
、
家
族
会
員　
　

五
千
円
以
上
お
志
し

一
、
特
別
会
員　
　

一
万
円
以
上
お
志
し

一
、
法
人
会
員　
　

二
万
円
以
上
お
志
し

一
、
名
誉
会
員　
　

三
万
円
以
上
お
志
し

一
、
神
前
に
て
入
会
報
告
祭
が
執
り
行
わ
れ
ま
す
。

一
、
誕
生
日
に
は
特
別
祈
祷
が
行
わ
れ
、
神
符
が
授

　
　

与
さ
れ
ま
す
。

一
、
春
の
例
大
祭
、
秋
の
崇
敬
会
大
祭
に
は
御
案
内

　
　

申
し
上
げ
、
大
祭
特
別
祈
祷
神
符
及
び
お
供
え

　
　

等
が
授
与
さ
れ
ま
す
。

一
、
夏
越
、
年
越
大
祓
に
は
ご
案
内
申
し
上
げ
、
ご

　
　

祈
祷
致
し
ま
す
。

一
、
参
拝
の
折
、
会
員
証
を
御
呈
示
に
な
ら
れ
ま
す

　
　

と
、
会
員
は
昇
殿
参
拝
が
許
さ
れ
ま
す
。
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男子

女子
昭和45年

平成13年     厄年に当る生れ年

前　厄 本　厄 後　厄

42歳 昭和36年

25歳

昭和35年 昭和34年

昭和53年 昭和52年 昭和51年

33歳

19歳

昭和44年 昭和43年

昭和59年 昭和58年 昭和57年

祭 
事 

案 

内

御 

首 

神 

社 

社 

務 

所

岐
阜
県
大
垣
市
荒
尾
町
一
二
八
三
の
一

Ｔ
Ｅ
Ｌ(

〇
五
八
四)

九
一
―
三
七
〇
〇

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ  

   
  w

w
w

.m
ikubi.or.jp

Ｅ
メ
ー
ル   

   syam
usyo@

m
ikubi.or.jp

▼
年
越
大
祓　
　
　
　

 
 

十
二
月
三
十
日
午
後
三
時

　

皆
様
方
が
半
年
間
に
知
ら
ず
知
ら
ず
身
に
受
け
た

罪
穢
災
禍
を
人
形
（
ひ
と
が
た
）
に
託
し
、
忌
火
を

以
て
お
焚
き
上
げ
す
る
神
事
で
す
。

▼
元
旦
祭　
　
　
　
　
　
　
　

一
月
一
日
午
前
○
時

　

記
念
す
べ
き
二
十
一
世
紀
の
幕
開
け
を
寿
ぎ
、
世

界
の
平
和
と

我
が
国
の
弥

栄
そ
し
て
皆

様
方
の
ご
多

幸
を
、
御
首

の
大
神
様
に

祈
念
申
し
上

げ
ま
す
。

　

引
き
続
き

家
内
安
全
等

の
御
祈
祷
も

執
り
行
な
っ

て
い
ま
す
。

▼
左
義
長　

一
月
十
五
日　

（
月
曜
日
）
午
前
十
時

一
年
の
間
、
御
守
護
戴
き
ま
し
た
御
神
符
・
お
守

を
始
め
注
連
縄
・
門
松
、
縁
起
物(

熊
手
・
破
魔
矢
）

等
を
お
焚
き
上
げ
す
る
年
に
一
度
の
神
事
で
す
。

　

最
近
環
境
汚
染
の
規
制
が
厳
し
く
な
っ
て
お
り
ま

す
の
で
、
ビ
ニ
ー
ル
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
は
ご
遠
慮

願
い
ま
す
。
尚
、
当
神
社
で
は
左
義
長
を
、
曜
日
に

関
係
な
く
毎
年
一
月
十
五
日
に
執
り
行
な
っ
て
お
り

ま
す
。

▼
浄
火
祭　
　
　
　
　
　
　
　

二
月
三
日
午
前
十
時

　

皆
様
が
奉

納
さ
れ
ま
し

た
帽
子
や
祈

願
絵
馬
又
、

御
祈
祷
の
際

御
神
前
に
奉

ら
れ
た
金
幣

串
、
そ
の
時

お
渡
し
致
し

ま
し
た
紅
白

串
を
厄
男
が

皆
様
方
の
心

願
成
就
を
祈

願
し
火
炉
に
投
じ
て
お
焚
き
上
げ
す
る
祭
り
で
す
。

　

こ
の
日
に
限
り
不
要
に
な
り
ま
し
た
帽
子
等
が
あ

り
ま
し
た
ら
、
お
焚
き
上
げ
頂
い
て
も
か
ま
い
ま
せ

ん
の
で
お
持
ち
下
さ
い
。

▼
祈
年
祭　
　
　
　
　
　
　

二
月
十
一
日
午
後
三
時

▼
御
鍬
神
社
例
祭(

境
内
社)

三
月
十
七
日
午
後
三
時

▼
例
大
祭　
　
　
　
　
　
　
　

四
月
二
日
午
後
三
時

　

年
に
一
度
の
大
祭
で
、
前
夜
と
当
日
の
二
回
、
大

神
様
に
氏
子
の
子
供
達
に
よ
る
打
ち
囃
子
の
奉
納
が

あ
り
、
当
日
は
早
朝
よ
り
子
供
神
輿
の
ご
巡
幸
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
境
内
で
は
演
芸
が
催
さ
れ
、
屋
台
も

並
び
、
終
日
賑
わ
い
を
見
せ
ま
す
。

▼
南
宮
神
社
例
祭
（
相
殿
）
五
月　

四
日
午
後
三
時

▼
お
田
植
え
祭　
　
　
　
　

六
月　
　

初　
　

旬

▼
農
休
み
祭　
　
　
　
　
　

六
月　

十
日
午
後
三
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　

権
禰
宜　
　

高
田　

豊
彦

男
子　

大
厄　

二
十
五
歳
・
四
十
二
歳

女
子　

大
厄　

十　

九
歳
・
三
十
三
歳

　

古
来
よ
り
「
大
厄
に
は
諸
々
の
災
難
、
身
体
の
変

調
の
が
れ
難
し
」
と

い
わ
れ
、
年
回
り
に

当
る
方
の
み
な
ら
ず

御
家
族
に
ま
で
も
災

禍
が
及
び
何
か
と
ま

ま
な
ら
ぬ
こ
と
が
多

く
な
り
ま
す
。

　

前
後
三
年
間
に
渡

り
忌
み
慎
ま
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

御
祈
祷
を
受
け
毎

日
を
平
穏
に
過
ご
し

ま
し
ょ
う
。

▼
本
年
度
崇
敬
会
よ
り
の
奉
納

　

◎
末
廣
稲
荷
神
社
御
鎮
座
五
十
年
記
念
事
業
奉
賛

　
　

鳥
居
一
基
・
灯
籠
一
基
・
幡
十
対
・
御
神
域
整
備

　

◎
御
首
神
社　

職
一
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
上
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


