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謹
啓　

初
夏
を
迎
え
御
首
の
杜
も
緑
鮮
や
か
に
、
若
く
力
強
い

息
吹
に
包
ま
れ
る
季
節
と
な
り
ま
し
た
。
皆
様
方
に
は
愈
々
御
清

栄
の
事
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

我
が
国
の
経
済
情
勢
も
万
年
不
況
と
云
わ
れ
、
そ
れ
に
追
い
打

ち
を
掛
け
る
が
如
く
此
処
数
年
は
天
災
や
人
災
等
、
何
か
と
暗
い

話
題
が
目
立
っ
て
お
り
ま
す
。

　

人
災
で
は
オ
ウ
ム
事
件
を
始
め
、
金
融
機
関
の
不
正
融
資
問
題
、

東
海
村
の
原
発
臨
海
事
故
、
神
奈
川
県
警
や
新
潟
県
警
の
組
織
ぐ

る
み
の
不
祥
事
、
最
近
で
は
名
古
屋
の
中
学
生
に
よ
る
五
千
万
円

恐
喝
事
件
な
ど
「
世
も
末
」
を
思
わ
せ
る
出
来
事
が
相
次
ぎ
発
生

し
、
社
会
全
体
が
重
苦
し
い
雰
囲
気
に
包
ま
れ
て
お
り
ま
す
。

　

い
く
ら
努
力
し
て
も
ど
う
に
も
な
ら
な
い
と
い
っ
た
閉
塞
感
が

知
ら
ぬ
間
に
諦
め
や
シ
ラ
ケ
と
な
つ
て
、
人
々
の
意
識
を
支
配
し

て
い
る
現
状
を
直
視
し
、
今
一
度
何
か
打
つ
べ
き
手
は
な
い
の
か

国
民
一
人
一
人
が
真
剣
に
取
り
組
み
、
本
来
あ
る
べ
き　

「
誠
の

世
」
の
立
て
直
し
を
迫
ら
れ
て
い
る
感
が
い
た
し
ま
す
。

　

天
災
で
は
最
近
北
海
道
の
有
珠
山
が
噴
火
、
爆
発
の
恐
れ
の
為

付
近
の
人
々
が
避
難
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
ま
す
。
被
害
に

遭
わ
れ
た
方
々
に
は
心
よ
り
お
見
舞
い
申
し
あ
げ
ま
す
と
共
に
、

一
刻
も
早
く
沈
静
化
し
、
平
常
生
活
に
復
帰
出
来
ま
す
よ
う
祈
念

申
し
あ
げ
ま
す
。

　

尚
、
こ
の
度
は
末
廣
稲
荷
神
社
御
鎮
座
五
十
年
記
念
事
業
に
ご

奉
賛
賜
り
、
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
新
し
い
ご
神
域
に
て

益
々
御
神
徳
を
高
揚
さ
れ
ま
し
た
稲
荷
社
の
奉
祝
祭
に
、
是
非
ご

参
拝
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

最
後
に
皆
様
の
ご
健
康
と
ご
多
幸
を
祈
念
致
し
ま
し
て
ご
挨
拶

と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

宮　

司

三　

浦　
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『
神
さ
ま
の
こ
こ
ろ
』

　

人
間
を
含
め
て
、
こ
の
世
に
存
在
す
る
物
体
は
総
て
神
さ
ま
か
ら
与
え
ら
れ

そ
し
て
神
さ
ま
の
働
き
に
よ
っ
て
、
各
々
そ
の
使
命
を
果
た
し
て
い
る
訳
で
あ

り
ま
す
が
、
自
然
に
対
す
る
心
構
え
や
神
さ
ま
に
対
す
る
態
度
に
は
、
神
さ
ま

を
信
じ
る
人
と
信
じ
な
い
人
で
は
、
天
と
地
の
よ
う
な
違
い
が
出
て
き
ま
す
。

　

神
さ
ま
を
信
じ
る
人
は
神
さ
ま
の
心
を
知
る
こ
と
が
出
来
、
神
さ
ま
を
信
じ

な
い
人
は
同
じ
世
界
に
生
活
し
な
が
ら
、
一
生
涯
神
さ
ま
の
心
を
知
る
こ
と
が

で
き
な
い
の
で
す
。

　

そ
れ
で
は
神
さ
ま
の
心
と
は
一
体
何
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
端
的
に
申
し
上

げ
ま
す
と
、
神
さ
ま
は
特
に
人
間
に
は
幸
福
な
生
活
を
さ
せ
て
や
ろ
う
と
云
う

慈
愛
に
満
ち
た
心
な
の
で
す
。
こ
の
世
界
に
現
れ
て
く
る
総
て
の
神
さ
ま
の
い

と
な
み
に
、
そ
の
「
こ
こ
ろ
」
が
読
み
と
れ
る
の
で
す
。

　

こ
の
地
球
上
に
何
の
た
め
に
大
地
が
あ
り
、
空
気
が
あ
り
、
火
や
水
が
あ
る

の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
人
間
が
生
き
る
条
件
を
満
た
す
為
な
の
で
す
。
そ
こ

で
神
さ
ま
は
、
人
間
に
生
き
る
場
所
と
条
件
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
。

　

水
の
中
に
は
魚
介
類
が
住
み
、
空
に
は
鳥
や
昆
虫
が
飛
び
、
大
地
に
は
木
々

や
草
花
が
繁
り
、
多
く
の
動
物
が
い
る
。
魚
は
人
間
に
と
っ
て
は
大
切
な
食
糧

源
と
な
っ
て
、
そ
の
捕
獲
の
自
由
が
許
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

太
古
の
昔
で
は
、
野
や
山
に
自
生
す
る
も
の
を
食
糧
と
す
る
為
、
十
分
な
体

力
と
知
力
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。
人
間
に
そ
う
し
た
力
や
知
恵
を
与
え
た
の
は

他
な
ら
ぬ
神
さ
ま
で
、
人
間
が
神
の
世
界
（
地
球
上
）
で
生
き
て
ゆ
け
る
よ
う

に
と
云
う
神
さ
ま
の
配
慮
か
ら
出
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

け
れ
ど
世
界
に
豊
富
な
食
糧
が
あ
り
色
々
な
文
明
が
発
達
し
て
も
、
そ
れ
だ

け
で
は
人
間
の
幸
福
な
生
活
は
保
証
さ
れ
ま
せ
ん
。
社
会
に
法
律
が
あ
っ
て
も

そ
れ
を
や
ぶ
る
者
が
あ
れ
ば
社
会
秩
序
は
保
た
れ
ま
せ
ん
。
裁
判
所
や
刑
務
所

が
満
杯
に
な
る
よ
う
で
は
、
決
し
て
よ
い
社
会
と
は
云
え
ま
せ
ん
。
家
庭
生
活

で
も
ゴ
タ
ゴ
タ
が
絶
え
な
け
れ
ば
幸
福
と
は
云
え
な
い
し
、
財
力
が
あ
っ
て
も

病
気
に
な
っ
て
い
て
は
人
生
に
楽
し
み
は
な
い
と
云
え
ま
す
。

　

そ
こ
で
神
さ
ま
は
最
後
に
、
人
間
に
幸
福
な
生
活
を
い
と
な
む
為
に
「
こ
こ

ろ
」
の
自
由
を
与
え
た
の
で
す
。
人
間
は
二
十
歳
を
過
ぎ
る
と
親
か
ら
独
立
し

た
人
間
と
し
て
、
自
由
な
行
為
が
許
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し

自
由
に
は
絶
え
ず
危
険
が
伴
う
も
の
で
す
。
一
つ
は
自
己
の
自
由
を
求
め
て
、

他
人
の
自
由
を
束
縛
し
て
し
ま
う
と
云
う
身
勝
手
な
自
由
で
あ
り
、
も
う
一
つ

は
毎
日
の
生
活
の
な
か
で
、
与
え
ら
れ
た
環
境
や
出
来
事
に
対
し
て
不
平
や
不

満
の
心
を
使
う
こ
と
で
、
こ
の
二
つ
が
人
間
の
幸
福
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す

結
果
と
な
る
の
で
す
。
心
の
使
い
方
が
よ
け
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
多
く
神
さ
ま
の

働
き
を
受
け
て
幸
福
に
な
れ
る
し
、
使
い
方
を
誤
れ
ば
折
角
の
ご
守
護
も
受
け

ら
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
世
の
総
て
の
も
の
は
神
さ
ま
に
よ
つ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
す
「
こ
れ

だ
け
の
も
の
を
お
前
に
貸
し
て
や
る
か
ら
、
こ
れ
で
幸
福
に
暮
ら
し
な
さ
い
」

と
云
っ
て
神
さ
ま
は
人
間
を
こ
の
世
に
誕
生
さ
せ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か

そ
れ
な
の
に
何
時
も
文
句
ば
っ
か
り
云
っ
て
い
る
と
、
神
さ
ま
は
「
そ
ん
な
に

文
句
ば
か
り
云
う
な
ら
ば
こ
の
世
界
に
居
な
く
て
も
よ
い
だ
ろ
う
」
と
い
わ
れ
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ち
ょ
っ
と
一
言

る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

神
さ
ま
が
人
間
を
つ
く
ら
れ
た
の
だ
か
ら
、
神
さ
ま
の
「
カ
」
に
よ
っ
て
人

間
は
等
し
く
幸
福
に
な
れ
る
筈
で
す
。
し
か
し
人
間
が
神
さ
ま
の
心
を
理
解
し

な
け
れ
ば
、
こ
の
世
の
中
は
強
い
者
が
ち
の
世
界
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

現
代
は
物
質
的
に
は
豊
か
な
生
活
が
出
来
、
科
学
は
発
達
し
た
の
に
人
間
の

心
が
神
さ
ま
か
ら
離
れ
て
い
る
為
に
、
幸
福
を
つ
か
む
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て

き
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

神
さ
ま
を
信
じ
な
い
人
は
、
こ
の
世
界
に
空
気
が
あ
る
の
は
当
た
り
前
、
火

や
水
が
あ
る
の
も
当
た
り
前
と
云
う
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
か
ら
は
何
物
を
も
学

ぶ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
こ
れ
を
神
さ
ま
の
ご
守
護
と
受
け
取
っ
た

時
、
そ
こ
か
ら
大
い
な
る
感
謝
の
心
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た

態
度
か
ら
神
さ
ま
の
心
を
読
み
と
る
糸
口
が
開
け
て
く
る
の
で
す
。

　

元
来
人
間
と
い
う
も
の
は
自
己
中
心
的
で
忘
恩
な
動
物
で
あ
り
ま
す
。
子
供

の
噴
か
ら
親
が
お
小
遣
い
や
お
菓
子
な
ど
を
く
れ
る
の
は
当
た
り
前
だ
と
思
っ

て
い
る
。
親
が
毎
日
苦
労
し
て
働
い
て
い
る
こ
と
な
ど
は
考
え
も
し
な
い
。

小
さ
い
と
き
は
そ
れ
で
も
よ
い
の
で
す
が
、
大
人
に
な
っ
て
も
親
に
甘
え
て
あ

れ
も
こ
れ
も
買
っ
て
く
れ
と
駄
々
を
こ
ね
た
り
「
だ
か
ら
貧
乏
は
い
や
だ
」
と

親
に
愚
痴
を
言
っ
た
り
、
あ
げ
く
の
果
て
に
は
家
出
を
し
て
将
来
あ
る
身
を
捨

て
て
、
人
生
を
棒
に
振
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
心
の
素
直
な
人
間
で
あ
れ
ば
十

四
～
五
歳
と
も
な
る
と
親
の
苦
労
を
理
解
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
働
く
姿
を

見
て
、
自
分
も
こ
の
よ
う
に
働
い
て
親
を
喜
ば
せ
た
い
と
い
う
気
持
ち
に
な
る

そ
う
な
る
と
親
の
心
が
い
く
ら
か
解
っ
て
く
る
訳
で
、
そ
こ
で
初
め
て
一
人
前

と
な
る
の
で
す
。

　

神
さ
ま
と
人
間
と
の
関
係
は
、
人
の
親
と
子
の
関
係
に
非
常
に
よ
く
似
て
い

る
。
親
は
子
供
の
為
に
自
分
を
犠
牲
に
し
て
働
き
、
立
派
な
人
物
に
育
て
よ
う

と
日
夜
努
力
を
重
ね
る
。
そ
れ
で
い
て
、
あ
あ
し
て
や
っ
た
、
こ
う
も
し
て
や

っ
た
な
ど
と
恩
の
押
し
売
り
は
一
切
せ
ず
、
ひ
た
す
ら
に
子
供
の
成
長
を
見
守

る
の
で
す
。

　

私
た
ち
は
常
に
神
さ
ま
を
親
と
思
っ
て
少
し
で
も
神
さ
ま
の
心
を
知
り
、
そ

の
恩
に
報
い
る
日
々
を
送
り
た
い
も
の
で
す
。　
　

禰
宜　
　

上
松　

雅
之

　

こ
ん
に
ち
は
、
社
務
所
よ
り
一
言
申
し
上
げ
ま
す

　

よ
く
お
電
話
等
で
「
身
内
の
者
に
不
幸
が
あ
っ
た

場
合
、
ど
れ
く
ら
い
の
日
数
服
忌
し
た
ら
よ
い
の
か

或
い
は
神
社
へ
の
参
拝
は
ど
の
程
度
遠
慮
す
れ
ば
よ

い
の
か
」
と
い
う
お
尋
ね
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

親
戚
縁
者
に
不
幸
が
あ
っ
た
時
、
家
族
の
服
忌
期

間
の
対
処
に
は
苦
慮
さ
れ
る
人
が
多
い
と
思
い
ま
す

一
般
的
に
は
死
者
の
「
け
が
れ
」
が
自
分
達
に
憑

い
て
、
そ
れ
が
他
の
人
に
「
わ
ざ
わ
い
」
を
も
た
ら

す
と
云
っ
た
考
え
方
が
多
い
の
で
す
が
、
こ
れ
は
亡

く
な
っ
た
人
へ
の
慎
み
の
期
間
で
あ
る
と
す
る
の
が

本
来
の
考
え
方
な
の
で
す
。

　

忌
の
期
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ご
家
庭
や
地
域
に
よ

っ
て
慣
習
が
異
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
明
確
な

お
答
え
を
す
る
こ
と
が
出
来
兼
ね
ま
す
。
そ
こ
で
参

考
の
為
に
服
忌
に
つ
い
て
規
定
し
た
「
明
治
七
年
の

太
政
官
布
告
」 

 

の
記
録
が
あ
り
ま
す
の
で
下
記
の

表
に
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。
こ
れ
を
一
応
の
目
安
に

し
て
下
さ
い
。

　

神
社
へ
の
参
拝
は
「
忌
明
け
」
を
基
準
に
し
て
考

え
て
頂
い
て
も
結
構
で
す
。

　

又
、
ご
婦
人
の
産
後
或
い
は
生
理
の
時
は
、
神
社

へ
の
参
拝
は
控
え
た
ほ
う
が
よ
い
と
云
わ
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
な
ん
ら
規
定
が
あ
り
ま
せ

ん
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
慣
習
或
い
は
各
自
の
判
断
に

お
任
せ
致
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

権
禰
宜　
　

谷
口　

哲
也
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祭 

事 

報 

告

厄
除
開
運
祈
祷

▼
年
越
大
祓　
　
　
　

十
二  

月
三
十
日
午
後
三
時

▼
元
日
一
祭　
　
　
　

一　
　

月 

一 

日
午
前
零
時

▼
左
義
長　
　
　
　
　

一　

  

月
十
五
日
午
前
十
時

▼
浄
火
祭　
　
　
　
　

二　
　

月 

三 

日
午
前
十
時

　

今
年
の
浄
火
祭
は
天
候
に
恵
ま
れ
、
多
数
の
参
拝

者
の
見
守
る
中
で
帽
子
や
祈
願
絵
馬
、
御
祈
祷
を
受

け
ら
れ
た
方
が
御
神
前
に
奉
ら
れ
た
金
幣
串
、
御
祈

祷
の
後
お
渡
し
し
た
紅
白
串
を
、
祭
員
一
同
に
よ
っ

て
大
祓
詞
が
奏
上
さ
れ
る
な
か
、
厄
男
の
手
に
よ
り

忌
み
火
で
以
て
お
焚
き
上
げ
致
し
ま
し
た
。

▼
祈
年
祭　
　
　
　
　
　

二　

月
十
三
日
午
後
三
時

▼
御
鍬
神
社
例
祭　
　
　

三　

月
十
七
日
午
後
三
時

▼
例
大
祭　
　
　
　
　
　

四　

月 

二 

日
午
後
三
時

 
 

一
年
に
一
度
執
り
行
わ
れ
る
例
大
祭
は
、
毎
年
桜

の
開
花
と
時
期
を
同
じ
く
し
て
い
ま
し
た
が
、
本
年

は
開
花
が
少
し
遅
れ
気
味
で
は
あ
り
ま
し
た
が
幸
い

晴
天
に
恵
ま
れ
、
陽
光
麗
ら
か
な
午
後
に
岐
阜
県
神

社
庁
参
与
木
村
照
先
生
を
献
幣
使
と
し
て
お
迎
え
し

て
、
総
代
を
初
め
各
地
か
ら
多
数
の
崇
敬
者
が
参
集

す
る
中
で
厳
粛
に
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

毎
年
恒
例
に
よ
り
、
祭
り
の
前
夜
と
当
日
の
午
後

の
二
度
に
わ
た
り
、
氏
子
内
の
大
勢
の
子
供
達
に
よ

る
う
ち
囃
し
の
奉
納
が
行
わ
れ
、
当
日
は
早
朝
か
ら

掛
け
声
も
元
気
に
子
供
神
輿
の
ご
巡
幸
が
始
ま
っ
て

祭
り
気
分
は
一
気
に
高
ま
り
、
又
境
内
で
は
氏
子
の

御
奉
仕
に
よ
る
特
設
舞
台
で
賑
や
か
に
演
芸
が
催
さ

れ
、
日
曜
日
と
も
相
ま
っ
て
多
数
の
参
拝
者
を
楽
し

ま
せ
て
い
ま
し
た
。

▼
南
宮
神
社
例
祭　
　
　

五　

月 

四 

日
午
後
三
時

▼
お
田
植
え
祭　
　
　
　

六　

月 

三 

日
午
後
三
時

▼
農
休
み
祭　
　
　
　
　

六　

月
十
八
日
午
後
三
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　

権
禰
宜　
　

馬
場　

典
之

御
祈
祷
初
穂
料
改
訂
の
お
願
い

平
成
十
二
年
六
月
一
日
よ
り
御
祈
祷
初
穂
料
を
左

記
の
通
り
改
訂
さ
せ
て
頂
き
ま
す
の
で
、
宜
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

病
気
平
癒

健
康
祈
願

勉
学
向
上

合
格
祈
願

当　

日　

五　

千　

円

一
ケ
月　

八　

千　

円

二
ケ
月 

 

一
万
二
千
円

三
ケ
月 

 

一
万
五
千
円

六
ケ
月　

二
万
五
千
円

一
年
間　

三
万
五
千
円

厄
払
い　

そ
の
他
諸
祈
願　
　
　
　
　

五　

千　

円

焼
納
感
謝
祈
祷　
　
　
　
　
　
　
　
　

一　

万　

円

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
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
ら
れ
毎
日
を
平
穏
に
過
ご
し
ま
し
ょ
う
。

男子

女子
昭和44年

平成 12 年　厄年に当る生れ年

前　厄 本　厄 後　厄

42歳 昭和35年

25歳

昭和34年 昭和33年

昭和52年 昭和51年 昭和50年

33歳

19歳

昭和43年 昭和42年

昭和58年 昭和57年 昭和56年
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入　

会　

の　

方　

法

崇
敬
会
入
会
の
ご
案
内

お
礼
参
り

会 

員 

の 

特 

典
（
抜
粋
）

　

神
道
に
お
け
る
個
人
祈
祷
の
起
源
に
つ
い
て
は
古

く
は
平
安
時
代
後
期
よ
り
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
古
書
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

当
神
社
に
お
け
る
御
祈
祷
の
内
容
も
年
を
追
う
と

共
に
多
様
化
し
て
お
り
、
社
頭
で
の
御
祈
祷
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
、
郵
便
に
よ
る
御
祈
祷
の
申
し
込
み
が

全
国
津
々
浦
々
よ
り
届
い
て
お
り
ま
す
。

　

又
、
お
手
紙
を
始
め
お
電
話
で
の
問
い
合
わ
せ
も

あ
り
、
そ
の
中
で
「
以
前
か
ら
御
祈
祷
し
て
も
ら
っ

て
い
た
主
人
の
病
気
が
良
く
な
っ
た
の
で
、
お
礼
に

伺
い
た
い
の
で
す
が
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
い
い
の
で

し
ょ
う
か
」
と
か
、
「
娘
の
受
験
で
ご
祈
祷
を
お
願

い
し
て
あ
っ
た
の
で
す
が
合
格
し
た
の
で
神
様
に
お

礼
が
し
た
い
の
で
す
。
ど
う
し
た
ら
・
・
・
」
と
い

う
お
母
さ
ん
か
ら
の
お
便
り
が
多
く
御
座
居
ま
し
た

　

神
様
へ
の
お
礼
に
は
い
ろ
い
ろ
な
形
が
あ
る
よ
う

で
す
の
で
、
そ
の
い
く
つ
か
を
紹
介
し
ま
す
と
、
拝

殿
前
で
紅
白
串
を
返
納
し
て
お
参
り
さ
れ
る
方
、
社

務
所
で
御
供
え
を
さ
れ
る
方
、
御
祈
祷
を
受
け
ら
れ

る
方
等
色
々
で
す
。
中
で
も
社
務
所
に
来
ら
れ
、
お

礼
の
御
祈
祷
を
希
望
さ
れ
る
方
が
全
体
の
半
数
以
上

を
占
め
て
い
ま
す
。
ほ
と
ん
ど
の
方
が
、
ま
ご
こ
ろ

を
以
て
お
参
り
さ
れ
、
表
情
も
穏
や
か
で
生
き
生
き

と
し
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
共
通
点
と
云
え
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
皆
さ
ん
は
、
報
賽
（
ほ
う
さ
い
）
と
言

う
言
葉
を
耳
に
さ
れ
た
事
が
あ
り
ま
す
か
。
報
と
は

む
く
い
る
事
、
お
返
し
し
て
し
ら
せ
る
事
で
あ
り
、

賽
と
は
お
礼
と
言
う
意
味
を
も
っ
て
お
り
、
お
礼
の

お
参
り
に
あ
が
る
事
を
し
め
し
て
お
り
ま
す
。
当
神

社
で
は
、
以
上
の
意
味
を
込
め
て　

「
満
願
御
礼
」

（
願
い
が
満
ち
る
）
の
祈
祷
を
お
仕
え
し
て
お
り
ま

し
て
、
お
申
し
込
み
の
際
は
必
ず
ど
の
よ
う
な
お
願

い
事
が
叶
っ
た
の
か
申
し
込
み
用
紙
に
記
入
し
て
も

ら
っ
て
い
ま
す
。

　

満
願
御
礼
の
御
祈
祷
を
含
む
、
全
て
の
御
祈
祷
は

毎
日
午
前
九
時
よ
り
午
後
五
時
ま
で
執
り
行
っ
て
お

り
ま
す
。
又
ご
遠
方
の
方
で
し
た
ら
郵
便
に
て
お
申

し
込
み
頂
く
こ
と
も
出
来
ま
す
。

　

尚
、
ご
質
問
等
ご
ぎ
い
ま
し
た
ら
些
細
な
こ
と
も

結
構
で
す
の
で
、
社
務
所
の
受
付
で
お
気
軽
に
お
訊

ね
下
さ
い
。　
　
　
　

権
禰
宜　
　

大
野　

弘
樹

　

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
項
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
、
御
祈
祷
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
、
参
拝
の
方
々
に
は
大
祭
特
別
祈
祷

　
　

神
符
及
び
御
供
物
等
が
授
与
さ
れ
ま
す
。

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

　
　

人
形
を
お
祓
い
し
、
お
焚
き
上
げ
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
の
方
は
昇
殿
参
拝
が
許
さ
れ
ま
す
。
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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

　

▼
西
宮
神
社
例
祭　
　
　

七
月
十
七
日　

午
後
三
時

　

▼
末
廣
稲
荷
神
社
奉
祝
祭
七
月
二
十
三
日
午
前
十
時

　
　

当
神
社
本
殿
の
東
側
に
お
祀
り
さ
れ
て
い
る
末
廣

　

稲
荷
神
社
は
、
京
都
伏
見
稲
荷
大
社
よ
り
御
分
霊
を

　

戴
き
、
昭
和
二
十
六
年
に
御
鎮
座
に
な
り
、
今
年
で

　

五
十
年
目
を
迎
え
る
事
と
な
り
ま
し
た
。

　
　

記
念
事
業
と
し
て
、
昨
年
五
月
よ
り
鳥
居
・
灯
籠

　

板
垣
・
御
神
域
等
の
改
修
工
事
に
於
け
る
ご
奉
賛
を

　

多
数
の
方
々
よ
り
賜
り
、
工
事
も
順
調
に
進
ん
で
ま

　

い
り
ま
し
た
。
此
れ
も
皆
様
方
の
清
き
赤
き
真
心
の

　

賜
物
と
職
員
一
同
感
謝
の
念
に
絶
え
ま
せ
ん
。

　
　

尚
、
改
修
工
事
の
完
成
を
祝
い
、
奉
祝
祭
を
来
る

　

七
月
二
十
三
日
午
前
十
時
よ
り
斎
行
致
し
ま
す
。

　
　

ご
奉
賛
賜
り
ま
し
た
方
は
勿
論
の
事
、
多
数
の
ご

　

参
拝
を
頂
き
ま
す
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
と
共
に
、

　

末
廣
稲
荷
神
社
の
大
神
様
の
御
神
徳
を
戴
か
れ
ま
し

　

て
、
益
々
御
発
展
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
心
よ
り
祈
念

　

申
し
上
げ
ま
す
。

　

▼
末
廣
稲
荷
神
社
例
祭　

八
月
六
日　
　

午
後
三
時

　
　

今
年
の
例
祭
は
神
域
な
ど
、
装
い
も
一
新
致
し
ま

　

し
た
の
で
是
非
ご
参
拝
下
さ
い
ま
す
よ
う
ご
案
内
申

　

し
上
げ
ま
す
。

　

▼
夏
越
大
祓　
　
　
　
　

八
月
六
日　

午
後
三
時
半

　

▼
引
き
続
き
茅
の
輪
く
ぐ
り
神
事

　
　

当
神
社
で
は
、
皆
様
方
が
知
ら
ず
知
ら
ず
身
に
受

　

け
た
罪
・
穢
・
災
厄
を
祓
い
清
め
る
為
の
夏
越
大
祓

　

神
事
を
午
後
三
時
半
よ
り
斎
行
致
し
ま
す
。

神
事
に
於
い
て
、
皆
様
方
の
罪
・
穢
・
災
厄
が
託
さ

れ
た
人
形
を
、
忌
み
火
で
以
て
お
焚
き
上
げ
致
し
ま

す
の
で
、
七
月
二
十
日
迄
に
社
務
所
の
受
付
へ
、
初

穂
料
を
添
え
て
ご
持
参
頂
く
か
、
ご
郵
送
頂
け
れ
ば

幸
い
で
す
。

▼
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

　

当
神
社
で
は
、
七
五
三
の
御
祈
祷
を
十
一
月
一
日

よ
り
三
十
日
迄
、
随
時
執
り
行
な
い
ま
す
。

　

こ
の
お
祭
り
は
子
供
の
成
長
過
程
に
節
目
を
つ
け

今
ま
で
の
無
事
成
長
と
大
神
様
の
御
守
護
を
乞
い
願

う
お
祭
り
で
、
古
来
よ
り
受
け
継
が
れ
て
き
て
い
る

人
生
儀
礼
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
。

　

大
切
な
お
子
さ
ま
の
無
事
成
長
を
お
祝
い
し
、
御

神
前
に
御
礼
の
ご
報
告
を
し
て
頂
き
、
今
後
益
々
の

御
神
徳
を
戴
か
れ
ま
す
よ
う
、
心
よ
り
ご
参
拝
お
待

ち
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。

▼
崇
敬
会
大
祭　
　

十
一
月　

三　

日　

午
後
二
時

▼
新　

嘗　

祭　
　

十
一
月
二
十
三
日　

午
後
三
時

　
　
　
　
　
　
　
　

権
禰
宜　
　

高
田　

豊
彦


