
平成13年6月20日

御首神社社務所
　

謹
啓　

当
神
社
の
御
神
域
も
深
い
緑
に
包
ま
れ
て
新
し
い
息
吹
き
が
感

じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
皆
様
方
に
は
愈
々
ご
清
祥
の
こ
と
と

お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

去
る
五
月
中
旬
皇
太
子
妃
殿
下
に
於
か
れ
ま
し
て
は
、
目
出
度
く
も

「
御
懐
妊
」
と
、
宮
内
庁
よ
り
正
式
発
表
が
あ
り
ま
し
た
。
皇
太
子
、
同

妃
殿
下
は
申
し
上
げ
る
ま
で
も
な
く
、
天
皇
皇
后
両
陛
下
の
お
喜
び
も
い

か
ば
か
り
か
と
御
拝
察
致
し
ま
す
。
皇
太
子
妃
殿
下
に
お
か
れ
ま
し
て
は

御
身
ご
自
愛
さ
れ
ま
し
て
、
無
事
ご
出
産
あ
そ
ば
さ
れ
ま
す
よ
う
お
祈
り

申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
先
般
「
新
し
い
歴
史
教
科
書
を
つ
く
る
会
」
主
導
で
つ
く
ら
れ

た
、
平
成
十
四
年
度
版
の
中
学
歴
史
教
科
書
の
検
定
が
合
格
と
な
っ
た
訳

で
す
が
、
非
公
開
で
進
め
ら
れ
て
き
た
は
ず
の
教
科
書
検
定
に
対
し
、
歴

史
事
実
を
歪
曲
し
て
い
る
な
ど
と
し
て
中
国
や
韓
国
が
そ
の
内
容
に
関
し

て
、
「
特
定
教
科
書
（
歴
史
）
を
不
合
格
に
せ
よ
」
と
内
政
干
渉
と
も
言

え
る
圧
力
を
か
け
て
い
た
と
い
う
漏
洩
の
事
実
が
発
覚
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
外
圧
に
屈
す
る
こ
と
な
く
、
わ
が
国
の
真
実
の
歴
史
観
を
編

纂
さ
れ
た
関
係
者
の
ご
協
力
に
敬
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

我
が
国
に
は
古
事
記
・
日
本
書
紀
の
神
話
に
は
じ
ま
り
、
日
出
る
國
と

し
て
、
万
世
一
系
の
皇
室
を
中
心
と
し
て
の
誇
り
あ
る
歴
史
が
あ
り
ま
す

我
々
は
次
代
を
担
う
子
供
達
に
、
我
が
国
の
悠
久
の
歴
史
を
踏
ま
え
、
道

義
を
重
ん
じ
恥
を
知
る
高
貴
な
精
神
を
求
め
る
、
立
派
な
人
間
に
育
っ
て

欲
し
い
と
願
う
も
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
も
今
後
我
が
国
で
採
用
す
る
教

科
書
は
、
未
来
を
担
う
子
供
た
ち
が
、
日
本
の
将
来
に
希
望
を
持
つ
こ
と

が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
、
又
教
科
書
づ
く
り
が
不
当
な
外

圧
に
左
右
さ
れ
ず
、
正
し
く
進
め
ら
れ
る
よ
う
念
願
い
た
し
て
お
り
ま
す

　

後
に
な
り
ま
し
た
が
、
御
首
の
大
神
様
の
御
神
徳
を
漏
れ
な
く
拝
受

さ
れ
、
愈
々
の
御
健
勝
と
御
多
幸
を
祈
念
致
し
ま
し
て
、
ご
挨
拶
と
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

宮　

司　

三 

浦　
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『
若
者
と
信
仰
』

　

若
い
人
た
ち
に
信
仰
が
敬
遠
さ
れ
が
ち
な
の
は
、
信
仰
を
す
る
と
あ
れ
を
し

て
は
い
け
な
い
、
こ
れ
を
し
て
は
い
け
な
い
な
ど
と
拘
束
さ
れ
、
精
神
的
に
も

窮
屈
に
な
る
と
い
う
心
配
が
あ
る
か
ら
で
す
。
特
に
現
代
の
若
者
達
は
生
ま
れ

た
と
き
か
ら
自
由
な
環
境
の
中
で
育
っ
て
い
る
の
で
、
他
人
か
ら
と
や
か
く
干

渉
さ
れ
る
こ
と
を
非
常
に
嫌
い
ま
す
。
そ
こ
へ
も
っ
て
き
て
大
人
も
子
供
を
教

育
す
る
自
信
を
失
っ
て
、
な
か
ば
諦
め
気
味
で
放
任
状
態
が
多
い
か
ら
、
若
い

人
達
は
家
庭
で
も
学
校
で
も
会
社
で
も
、
厳
し
い
訓
練
や
し
つ
け
を
受
け
て
い

る
人
は
少
な
い
で
し
ょ
う
。
言
い
替
え
れ
ば
社
会
の
荒
波
に
鍛
え
ら
れ
る
こ
と

な
く
、
す
く
す

く
と
伸
び
た
木

の
よ
う
で
、
順

調
な
時
は
良
い

が
逆
境
に
さ
ら

さ
れ
る
と
「
ぽ

っ
き
り
」
と
折

れ
て
し
ま
う
。

　

し
つ
け
と
い

う
の
は
漢
字
で

書
く
と
「
躾
」

で
身
を
美
し
く

す
る
と
い
う
意

味
が
あ
り
ま
す
。

礼
儀
正
し
く
言

葉
遣
い
が
適
切

で
心
に
し
ま
り

が
あ
り
他
人
へ

の
心
配
り
が
よ

く
で
き
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
一
朝
一
夕
に
出
来
上
が
る
の
も
で

は
な
く
、
長
い
年
月
を
か
け
て
親
や
他
人
か
ら
教
え
ら
れ
、
自
分
自
身
も
つ
と

め
て
、
徐
々
に
身
に
つ
い
て
ゆ
く
も
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
今
の
若
い
人
は
、
自
分
の
自
由
や
自
分
の
個
性
を
尊
重
す
る
こ
と

は
得
意
で
す
が
、
他
人
の
自
由
や
個
性
を
十
分
に
尊
重
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま

で
は
い
か
な
い
の
で
、
自
分
中
心
の
考
え
に
傾
き
易
い
の
で
す
。
自
分
の
欲
望

を
満
た
す
こ
と
に
は
熱
心
だ
が
、
そ
れ
を
制
御
す
る
こ
と
の
不
得
手
な
人
が
多

い
。
こ
ん
な
姿
を
、
今
マ
ス
コ
ミ
で
は
「
自
己
虫
」(

自
己
中
心
と
掛
け
て
い
る)

と
い
う
シ
ス
テ
ム
で
皮
肉
っ
て
い
ま
す
。

　

多
く
の
宗
教
は
、
人
間
の
持
っ
て
い
る
欲
望
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
人
間

が
不
幸
に
な
る
原
因
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
欲
望
を
満
た
す
と

い
う
こ
と
に
幸
福
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
反
対
に
欲
望
を
制
御
し
て
ゆ
く
未
来

に
、
本
当
の
自
由
と
幸
福
が
約
束
さ
れ
る
と
説
い
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
に
一
塊
の
肉
片
が
あ
る
と
し
ま
す
。
そ
こ
へ
お
腹
を
空
か
し
た
二
匹
の

犬
が
や
っ
て
き
た
と
す
る
と
、
犬
は
う
な
り
声
を
出
し
て
吠
え
、
喧
嘩
を
始
め

る
の
が
普
通
で
、
こ
れ
が
一
般
動
物
の
自
然
の
生
態
で
あ
り
ま
す
。
人
間
で
も

子
供
の
世
界
で
は
、
こ
れ
と
似
た
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
で
し
ょ
う
。
自
分
の

欲
望
の
赴
く
ま
ま
に
行
動
し
て
い
る
と
、
こ
の
よ
う
に
な
り
易
い
も
の
で
す
。

こ
れ
は
人
間
が
動
物
的
な
状
態
に
逆
戻
り
し
た
姿
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
に
反
し
て
一
つ
の
パ
ン
を
と
っ
て
み
て
も
、
親
と
子
で
あ
れ
ば
親
は
必

ず
子
供
に
与
え
、
自
分
は
空
腹
を
こ
ら
え
る
。
夫
婦
で
あ
れ
ば
二
つ
に
分
け
て

食
べ
る
で
し
ょ
う
。
同
じ
一
つ
の
パ
ン
で
も
、
あ
る
場
合
は
喧
嘩
の
種
と
な
り

あ
る
場
合
は
喜
び
の
種
と
な
り
ま
す
。
人
間
の
心
の
持
ち
方
に
よ
っ
て
大
き
な

相
違
と
な
っ
て
現
れ
て
く
る
の
で
す
。

　

宗
教
が
欲
望
に
対
し
て
厳
し
い
態
度
を
と
る
の
は
、
理
由
の
な
い
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
人
間
に
対
し
無
制
限
に
欲
望
を
肯
定
す
る
と
、
そ
こ
に
は
悪
が

は
び
こ
り
、
お
互
い
の
争
い
が
激
し
く
な
っ
て
、
そ
の
結
果
は
不
幸
の
泥
沼
と

な
る
ば
か
り
で
す
。

　

そ
こ
で
欲
望
を
制
限
し
た
り
禁
止
し
た
り
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る

の
で
す
が
、
人
間
は
他
人
か
ら
と
や
か
く
言
わ
れ
て
も
素
直
に
聞
く
人
は
少
な
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ち
ょ
っ
と
一
言

い
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
神
さ
ま
の
権
威
に
よ
っ
て
欲
望
を
制
限
す
る
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
戒
律
と
云
っ
て
一
つ
は
他
律
的
な
も
の
で
、
人
に

迷
惑
を
か
け
て
は
い
け
な
い
と
か
、
他
人
の
物
を
盗
っ
て
は
い
け
な
い
と
か
親

孝
行
を
し
な
さ
い
と
か
い
う
も
の
で
、
も
う
一
つ
の
面
は
他
か
ら
干
渉
さ
れ
な

い
で
自
発
的
に
規
律
を
守
ろ
う
と
す
る
心
で
す
。

　

戒
律
と
い
う
も
の
は
信
仰
上
大
切
で
あ
っ
て
も
、
あ
ま
り
喜
ば
れ
な
い
の
が

普
通
で
す
。
学
校
の
教
師
で
も
、
口
や
か
ま
し
く
厳
し
い
教
師
ほ
ど
け
む
た
が

ら
れ
ま
す
。
家
庭
で
も
父
親
は
よ
く
怒
る
か
ら
、
ど
う
し
て
も
人
気
が
あ
り
ま

せ
ん
。
け
れ
ど
も
子
供
の
将
来
を
考
え
る
と
、
怠
け
た
り
間
違
っ
た
行
動
に
出

た
場
合
、
び
し
び
し
叱
り
つ
け
た
り
す
る
人
こ
そ
、
子
供
に
と
っ
て
は
よ
い
人

な
の
で
す
。
ス
ポ
ー
ツ
選
手
で
も
、
い
つ
も
不
節
制
で
す
き
放
題
に
食
べ
た
り

眠
っ
た
り
遊
ん
だ
り
し
て
い
て
は
、
優
れ
た
ス
ポ
ー
ツ
マ
ン
と
し
て
成
功
す
る

筈
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

人
間
は
、
神
さ
ま
か
ら
見
る
と
い
た
ず
ら
好
き
な
子
供
の
よ
う
な
も
の
で
あ

り
ま
す
。
放
っ
て
お
け
ば
危
険
な
こ
と
も
知
ら
な
い
で
池
の
ほ
と
り
へ
行
っ
た

り
、
夕
暮
れ
だ
と
云
う
の
に
遊
び
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
。
危
険
な
池
の
ほ
と

り
と
は
、
悪
に
近
づ
く
こ
と
で
あ
り
、
夕
暮
れ
ま
で
遊
ん
で
い
る
・
・
・
と
は
、

死
が
近
づ
い
て
い
る
の
に
物
欲
や
地
位
欲
を
求
め
て
、
神
さ
ま
の
こ
と
な
ど
は

考
え
て
い
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

人
間
の
気
ま
ま
な
心
は
、
ど
う
し
て
も
だ
ら
し
の
な
い
人
間
を
つ
く
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
若
者
に
無
軌
道
な
犯
罪
が
多
い
の
は
、
小
さ
い
時
か
ら
厳
し
い

躾
や
訓
練
を
受
け
て
い
な
い
の
で
、
自
分
の
欲
望
に
ブ
レ
ー
キ
が
か
か
ら
な
い

か
ら
で
す
。
昔
の
人
は
少
し
ぐ
ら
い
腹
が
た
っ
て
も
じ
っ
と
我
慢
を
す
る
人
が

多
か
っ
た
が
、
現
代
の
若
者
は
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
で
も
す
ぐ
頭
に
き
て
、
前

後
の
見
境
な
く
無
謀
な
こ
と
を
や
ら
か
す
人
が
多
い
。
人
間
が
精
神
面
に
於
い

て
動
物
的
に
退
化
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
現
代
社
会
で
の
宗
教
教
育
が
欠

け
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
原
因
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

私
達
は
、
常
日
頃
進
ん
で
神
さ
ま
の
規
律
に
従
い
、
信
仰
生
活
を
通
し
て
人

間
と
し
て
本
当
の
意
味
で
の
自
由
と
、
永
遠
の
幸
福
を
信
じ
て
日
暮
ら
し
を
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
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

　

御
首
神
社
の
参
道
沿
い
に
奉
納
さ
れ
て
お
り
ま
す
常
夜
灯
に
つ
い
て
ご
説
明

申
し
上
げ
ま
す
。

　

常
夜
灯
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
り
、
一
つ
は
現
代
の
交
通
標
識
的
な
役
目
を

担
う
も
の
と
、
神
社
仏
閣
の
、
信
仰
を
対
象
と
し
た
献
燈
の
意
味
で
の
常
夜
灯

に
分
け
ら
れ
ま
す
。
神
社
仏
閣
の
常
夜
灯
は
、
神
佛
へ
の
献
燈
が
主
な
目
的
で

奉
納
者
が
各
々
ゆ
か
り
あ
る
場
所
に
建
て
ら
れ
た
燈
籠
の
こ
と
で
、
我
が
国
に

は
仏
教
建
築
と
同
時
に
輸
入
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
石
製
・
銅
製
・
木
製
又
、

近
年
で
は
ア
ル
ミ
製
も
あ
り
ま
す
。
現
在
で
は
石
燈
籠
が
大
半
で
、
戸
外
に
左

右
二
基
安
置
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
現
代
的
な
素
材
に
御
影
石
が
あ
り
ま
す
。

　

当
神
社
の
参
道
沿
い
に
奉
納
さ
れ
て
お
り
ま
す
常
夜
灯
は
、
形
は
大
小
さ
ま

ざ
ま
で
す
が
、
全
て
春
日
燈
籠
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
す
。
又
、
彫
刻
文
字
を
見

ま
す
と
、
江
戸
期
は
「
御
頭
大
明
神
」
明
治
期
に
は
「
御
首
大
明
神
」
と
刻
ま

れ
て
お
り
、
歴
史
の
変
遷
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

又
、
境
内
に
祀

ら
れ
て
い
る
末
廣

稲
荷
神
社
の
参
道

に
は
、
御
鎮
座
五

十
年
記
念
で
新
し

く
建
て
替
え
ら
れ

ま
し
た
、
朱
塗
り

で
ア
ル
ミ
製
の
春

日
燈
籠
が
参
拝
者

の
足
元
を
照
ら
し

て
お
り
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
旦
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

　

祭
典
は
、
宮
司
以
下
祭
員
四
名
、
氏
子
区
域
内
の

今
年
厄
年
に
当
た
る
四
名
の
厄
男
及
び
氏
子
総
代
の

ご
奉
仕
に
よ
り
、
厳
粛
に
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

浄
火
祭
で
は
、
ご
祈
祷
を
受
け
ら
れ
た
方
々
が
御

神
前
に
献
ら
れ
た
金
幣
串
、
そ
し
て
返
納
さ
れ
た
紅

白
串
ま
た
祈
願
奉
納
さ
れ
た
帽
子
・
祈
願
絵
馬
に
皆

様
の
心
願
成
就
を
厄
男
が
心
を
込
め
て
祈
念
致
し
、

忌
み
火
で
以
て
お
焚
き
上
げ
を
い
た
し
ま
し
た
。

▼
祈
年
祭　
　
　
　
　
　
　

二
月
十
一
日
午
後
三
時

▼
鍬
山
神
社
例
祭　
　
　
　

三
月
十
七
日
午
後
三
時

▼
例
大
祭　
　
　
　
　
　
　

四
月 

二 

日
午
後
三
時

　

今
年
の

例
大
祭
は

穏
や
か
な

日
差
し
の

な
か
で
桜

の
花
も
満

開
で
祭
り

に
花
を
添

え
、
子
供

御
輿
の
御

巡
幸
・
打

ち
囃
子
の

奉
納
・
演
芸
と
、
境
内
は
祭
り
一
色
に
染
ま
り
、
定

刻
午
後
三
時
献
幣
使
を
お
迎
え
し
、
宮
司
以
下
祭
員

氏
子
総
代
及
び
多
数
の
崇
敬
者
に
よ
り
、
恙
無
く
例

大
祭
を
斎
行
致
し
ま
し
た
。

　

当
日
は
各
地
よ
り
多
数
の
崇
敬
者
の
参
拝
や
御
祈

祷
を
受
け
ら
れ
る
方
々
で
終
日
賑
わ
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 

六 

日
午
後
三
時

▼
農
休
み
祭　
　
　
　
　

六　

月 

十 

日
午
後
三
時

　　

※　

御　

参　

拝　

の　

皆　

様　

へ

　

こ
の
度
境
内
の
美
化
及
び
尊
厳
保
持
の
為
『
灰
皿

讃
美
箱
』
を
全
面
撤
去
（
祭
り
の
日
は
除
く
）
致
し

ま
し
た
。
御
参
拝
の
皆
様
に
は
ご
不
便
を
お
掛
け
致

し
ま
す
が
、
ご
理
解
の
程
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

権
禰
宜　
　

大
野　

弘
樹

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
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崇
敬
会
入
会
の
ご
案
内

七
五
三
参
り

　

七
五
三
参
り
は
、
成
人
式
や
結
婚
式
な
ど
と
同
じ

く
人
生
儀
礼
の
一
つ
で
起
源
は
古
く
、
然
も
そ
れ
は

服
装
の
整
備
さ
れ
ぬ
太
古
の
時
代
か
ら
行
わ
れ
て
い

て
、
服
装
の
規
定
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
支
那

の
元
服
の
思
想
に
影
響
さ
れ
て
、
こ
れ
を
服
飾
で
表

示
す
る
よ
う
に
変
化
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

即
ち
男
女
三
歳
を
髪
置
、
男
児
五
歳
を
袴
著
、
女

児
七
歳
を
帯
解
と
い
い
、
こ
れ
等
の
年
齢
に
相
当
す

る
男
女
児
が
盛
装
し
て
氏
神
様
へ
参
拝
し
、
神
様
の

ご
加
護
に
よ
り
こ
れ
ま
で
の
成
長
を
感
謝
し
、
併
せ

て
今
後
益
々
健
康
で
立
派
な
家
庭
人
と
し
て
、
更
に

社
会
人
と
し
て
の
教
養
を
高
め
る
こ
と
を
御
神
前
で

誓
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　

大
昔
に
は
こ
の
儀
式
も
日
取
が
一
定
し
て
い
ま
せ

ん
で
し
が
、
徳
川
将
軍
綱
吉
の
子
「
徳
松
君
」
が
十

一
月
十
五
日
に
七
五
三
の
お
祝
を
し
た
の
が
例
と
な

り
、
現
在
に
伝
え
ら
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

近
で

は
十
一
月
中
に
参
拝
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
特
に
十

一
月
十
五
日
前
後
の
土
・
日
曜
日
に
多
く
参
拝
さ
れ

　

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

現
代
で
は
子
供
達
や
親
・
祖
父
母
等
が
何
か
と
気

忙
し
く
な
り
、
家
族
一
緒
に
参
拝
す
る
事
が
難
か
し

く
な
り
ま
し
た
が
、
七
五
三
を
迎
え
ら
れ
た
お
子
様

の
為
に
も
ご
家
族
揃
っ
て
御
神
前
に
御
報
告
し
、
お

祝
い
を
し
て
頂
き
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

七
五
三
参
り
は
一
般
的
に
数
え
年
で
参
拝
さ
れ
ま

す
が
、

近
で
は
満
年
齢
で
の
参
拝
も
増
え
て
ま
い

り
ま
し
た
。

　

又
、
ご
家
庭
の
事
情
で
、
こ
の
年
廻
り
に
御
祈
祷

を
さ
れ
て
い
な
い
方
や
、
過
去
に
七
五
三
の
御
祈
祷

が
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
お
子
様
で
も
、
ご
遠
慮
無
く

社
務
所
受
付
ま
で
お
申
し
出
い
た
だ
け
れ
ば
御
祈
祷

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

尚
、
当
神
社
で
は
、
七
五
三
の
御
祈
祷
を
十
一
月

一
日
～
三
十
日
ま
で
午
前
九
時
よ
り
午
後
四
時
半

迄
受
付
い
た
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
是
非
ご
参
拝
下

さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

権
禰
宜　

高
田　

豊
彦

入 

会 

の 

方 

法

会　
　

費　

（
年
会
費
）

会 

員 

の 

特 

典
（
抜
粋
）

　

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
の
で
御
参
拝

の
折
、
社
務
所
へ
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
。

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
ご
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
の
方
は
昇
殿
参
拝
が
許
さ
れ
ま
す
。
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▼
西
宮
神
社
例
祭　
　
　
　

七
月
十
七
日
午
後
三
時

▼
末
廣
稲
荷
神
社
例
祭　
　

八
月　

五
日
午
後
三
時

▼
夏
越
大
祓　
　
　
　
　
　

八
月
五
日
午
後
三
時
半

　

大
祓
は
、
日
常
生
活
に
於
い
て
知
ら
ず
知
ら
ず
に

受
け
犯
し
て
い
る
罪
や
穢
れ
を
祓
い
清
め
て
、
災
厄

を
逃
れ
幸
福
を
得
む
と
す
る
も
の
で
、
当
神
社
で
は

皆
様
方
が
半
年
間
に
身
に
受
け
た
罪
・
穢
・
災
を
祓

い
清
め
て
い
た
だ
く
た
め
、
夏
越
大
祓
を
厳
粛
に
斎

行
致
し
ま
す
。

　

大
祓
式
に
引
き
続
き
、
お
祓
い
所
役
を
先
頭
に
宮

司
以
下
祭
員
・
総
代
・
一
般
参
列
者
の
順
に
茅
の
輪

を
左
右
左
と
く
ぐ
り
、

後
に
参
道
を
ま
っ
す
ぐ
拝

殿
前
ま
で
進
み
、
二
礼
二
拍
手
一
礼
に
て
拝
礼
し
て

項
き
、
神
事
を
終
了
い
た
し
ま
す
。

除
穢
招
福
・
健
康
で
暑
い
夏
を
無
事
に
過
ご
し
て

頂
く
為
に
も
、
是
非
夏
越
大
祓
式
の
ご
参
列
を
お
勧

め
致
し
ま
す
。

　

「
人
形
」
（
ひ
と
が
た
）
は
、
拝
殿
前
と
社
務
所

に
用
意
い
た
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
自
由
に
お
持

ち
帰
り
下
さ
い
。

　

尚
、
当
日
は
混
み
合
い
ま
す
が
平
常
通
り
午
前
九

時
よ
り
午
後
五
時
ま
で
、
病
気
平
癒
を
始
め
諸
祈
願

の
御
祈
祷
を
執
り
行
っ
て
お
り
ま
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

　

七
五
三
の
お
参
り
は
、
日
本
古
来
の
人
生
儀
礼
の

一
つ
で
、
子
供
の
成
長
過
程
で
三
歳
・
五
歳
・
七
歳

の
節
目
に
、
御
神
前
に
て
無
事
に
こ
の
年
を
迎
え
ら

れ
た
事
を
御
報
告
申
し
上
げ
、
大
神
様
の
御
守
護
を

戴
き
、
こ
の
先
益
々
健
や
か
な
成
長
を
願
う
神
事
で

あ
り
ま
す
。

　

毎
年
十
五
日
以
前
の
日
曜
日
に
は
、
両
親
や
祖
父

母
に
手
を
引
か
れ
、
晴
れ
着
に
身
を
包
ん
だ
子
供
達

が
多
数
訪
れ
、
ぬ
い
ぐ
る
み
と
遊
ん
だ
り
コ
リ
ン
ト

ゲ
ー
ム
を
す
る
子
供
で
賑
わ
い
ま
す
。

▼
崇
敬
会
大
祭　
　
　
　

十
一
月　

三
日
午
後
二
時

　

崇
敬
会
大
祭
は
、
御
首
の
大
神
様
に
無
病
息
災
や

家
内
安
全
等
の
御
守
護
を
戴
く
、
崇
敬
会
会
員
の
一

年
に
一
度
の
大
祭
で
す
。

　

大
祭
で
は
御
出
席
い
た
だ
い
た
皆
様
の
お
名
前
を

一
人
一
人
御
神
前
に
ご
報
告
申
し
上
げ
、
金
幣
串
を

奉
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

尚
、
会
員
に
は
い
ろ
い
ろ
特
典
が
ご
ざ
い
ま
す
の

で
、
詳
細
は
案
内
書
を
御
覧
い
た
だ
き
、
ご
近
所
ご

友
人
の
皆
様
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、
御
入
会
頂
き
ま

す
よ
う
御
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

▼
新
嘗
祭　
　
　
　
　

十
一
月
二
十
三
日
午
後
三
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　

権
禰
宜　
　

馬
場　

典
之


