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御 

挨 

拶

　

拝
啓　

師
走
の
候
、
皆
様
方
に
於
か
れ
ま
し
て
は
愈
々
ご
健

勝
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。                 

　

今
年
は
、
天
皇
陛
下
御
即
位
二
十
年
と
言
う
目
出
度
い
年
を

迎
え
又
、
両
陛
下
御
結
婚
五
十
年
の
慶
賀
の
年
で
も
あ
り
、
全

国
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
奉
祝
行
事
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
日
本
会
議

岐
阜
県
本
部
に
於
い
て
も
、
去
る
十
月
十
七
日
に
岐
阜
市
の
文

化
セ
ン
タ
ー
で
式
典
が
盛
大
に
執
り
行
わ
れ
、
夜
は
県
民
挙
っ

て
心
か
ら
な
る
感
謝
の
誠
と
敬
慕
の
念
を
謹
ん
で
捧
げ
よ
う
と

大
勢
の
人
々
が
「
天
皇
陛
下
万
歳
」
の
声
と
と
も
に
日
の
丸
の

小
旗
を
振
り
、
提
灯
の
灯
り
を
ゆ
ら
し
な
が
ら
市
内
を
練
り
歩

き
、
街
中
が
奉
祝
ム
ー
ド
に
満
ち
て
お
り
ま
し
た
。　

     

　

国
民
の
幸
せ
を
絶
え
ず
祈
り
続
け
て
お
ら
れ
る
の
が
天
皇
陛

下
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
国
民
は
天
皇
を
お
慕
い
し
、
感
謝
し

お
守
り
す
る
と
い
う
建
国
以
来
の
麗
し
い
伝
統
を
守
り
、
両
陛

下
の
ご
長
寿
を
願
い
、
益
々
の
皇
室
の
弥
栄
を
ご
祈
念
申
し
上

げ
た
い
と
存
じ
ま
す
。                             

　

伊
勢
神
宮
で
は
平
成
二
十
五
年
の
遷
宮
に
先
立
ち
、
去
る
十

一
月
三
日
宇
治
橋
の
渡
始
式
が
「
渡
女
」
を
先
頭
に
全
国
各
地

か
ら
選
ば
れ
た
三
世
代
揃
っ
た
夫
婦
に
続
い
て
、
全
国
の
関
係

者
や
市
民
が
新
橋
を
渡
っ
て
お
祝
い
を
さ
れ
ま
し
た
。
遷
宮
の

諸
行
事
が
着
々
と
進
む
中
、
四
年
後
の
秋
の
遷
御
の
大
儀
が
大

い
に
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。                 

　

当
神
社
で
は
境
内
の
整
備
や
清
掃
な
ど
、
迎
春
の
準
備
に
追

わ
れ
る
毎
日
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
職
員
一
同
全
国
各
地
か
ら

の
初
詣
の
方
々
に
、
清
々
し
く
御
参
拝
頂
け
ま
す
よ
う
お
待
ち

申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。
又
、
今
度
崇
敬
会
の
奉
納
に
よ
り
、

正
面
鳥
居
前
の
大
幟
を
新
た
に
取
替
え
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
こ

と
を
こ
こ
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。               

　

最
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
御
健
康
と
ご
多
幸
を
祈
念
い
た
し
ま
し

て
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。宮　

司

三　

浦　
　

篤
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因
幡
の
白
兎
を
助
け
た
大
穴
牟
遅
神
は
出
雲
国
へ
戻
る
途
中
、

須
左
之
男
命
の
と
こ
ろ
へ
行
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
須
左
之
男
命
に

「
大
穴
牟
遅
よ
、
出
雲
へ
戻
っ
た
ら
大
国
主
神
と
名
乗
り
国
を
ま

と
め
る
の
だ
。
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

出
雲
国
に
着
く
と
早
速
、
大
穴
牟
遅
神
は
大
国
主
神
と
名
乗
り
、

国
を
ま
と
め
る
事
に
し
ま
し
た
が
、
い
い
考
え
が
浮
か
ば
ず
、
し

ば
ら
く
海
を
見
な
が
ら
悩
ん
で
い
ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

す
る
と
、
海
の
上
に
何
か
が
プ
カ
プ
カ
と
浮
か
ん
で
い
る
の
を

大 

国 

主 

神 

の 

国 

造 

り

お

お

く

に

ぬ

し

の

か

み

く

に

づ

く

（
古
事
記
よ
り
）

見
つ
け
ま
し
た
。
「
お
や
？
」
と
思
い
、
周
り
に
い
た
神
さ
ま
た

ち
に
「
誰
か
、
あ
れ
が
何
だ
か
知
っ
て
い
ま
す
か
？
」
と
聞
き
ま

し
た
が
、
知
る
者
は
誰
も
い
ま
せ
ん
。
皆
が
首
を
傾
げ
て
い
る
と
、

近
く
に
い
た
ガ
マ
ガ
エ
ル
が
「
も
し
か
し
た
ら
、
久
延
比
古
な
ら

知
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
ゲ
ロ
。
久
延
比
古
は
何
で
も
知
っ
て

い
る
物
知
り
だ
ゲ
ロ
。
」
と
言
っ
た
の
で
、
す
ぐ
に
久
延
比
古
に

聞
き
に
行
く
と…

さ
す
が
は
久
延
比
古
で
す
。
「
あ
ぁ
！
あ
の
浮

い
て
い
る
の
は
、
え
ら
い
神
さ
ま
で
す
よ
。
確
か
、
神
産
巣
日
神

さ
ま
の
お
子
さ
ん
で
少
名
比
古
那
神
と
い
う
方
で
す
。
」
と
す
ぐ

に
答
え
ま
し
た
。
そ
こ
で
大
国
主
神
は
神
産
巣
日
神
に
、
そ
れ
が

い

な

ば

し
ろ
う
さ
ぎ

た
す

お

お

な

む

ち

の

か

み

い
ず
も
の
く
に

も
ど

と
ち
ゅ
う

す

さ

の

を

の

み

こ

と

ゆ

す

さ

の

を

の

み

こ

と

お

お

な

む

ち

い

ず

も

も
ど

お
お
く
に
ぬ
し
の
か
み

な

の

く
に

い
ず
も
の
く
に

つ

さ
っ
そ
く

お

お

な

む

ち

の

か

み

お
お
く
に
ぬ
し
の
か
み

な

の

く
に

こ
と

か
ん
が

う

う
み

み

な
や

う
み

う
え

な
に

う

み

お
も

ま
わ

か
み

だ
れ

な
ん

し

き

し

も
の

だ
れ

み
ん
な

く
び

か
し

ち
か

く

え

び

こ

く

え

び

こ

し

し

し

な
ん

も

の

し

い

く

え

び

こ

き

ゆ

う

こ

く

え

び

こ

か
み

た
し

か

み

む

す

び

の

か

み

す

く

な

ひ

こ

な

の

か

み

か
た

こ
た

お
お
く
に
ぬ
し
の
か
み

か

み

む

す

び

の

か

み
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正
し
い
か
を
確
認
し
て
み
る
と
「
何
と
！
あ
れ
は
私
の
子
だ
。
知

ら
な
い
う
ち
に
指
の
間
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
て
、
あ
ん
な
と
こ
ろ
に

浮
い
て
い
た
の
だ
な
。
」
と
言
い
、
少
比
古
那
神
に
向
か
っ
て
「
お

ー
い
少
名
比
古
那
よ
、
お
前
は
こ
れ
か
ら
大
国
主
神
の
手
伝
い
を

し
て
、
立
派
な
国
を
造
る
ん
だ
ぞ
。
」
と
呼
び
か
け
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
は
、
大
国
主
神
と
少
名
比
古
那
神
は
力
を
合
わ
せ
て

い
っ
し
ょ
う
け
ん
め
い
国
造
り
を
し
て
行
き
ま
し
た
。

　

国
造
り
が
進
み
、
終
わ
り
に
近
づ
い
た
頃
、
少
名
比
古
那
神
は

突
然
に
常
世
国
（
死
後
の
世
界
）
へ
行
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
大

国
主
神
は
ま
た
一
人
に
な
っ
て
し
ま
い
「
少
名
比
古
那
神
よ
、
な

ぜ
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
か…

。
こ
の
先
い
っ
た
い
ど
う
す
れ

ば
良
い
の
だ
ろ
う…

。
」と
悩
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。

　

そ
の
時
、
見
知
ら
ぬ
神
さ
ま
が
遠
く
よ
り
海
を
照
ら
し
な
が
ら

大
国
主
神
へ
近
づ
い
て
き
て
「
大
国
主
神
よ
、
国
造
り
を
成
功
さ

せ
た
く
ば
、
大
和
国
（
今
の
奈
良
県
）
の
立
派
な
山
の
頂
上
に
神

社
を
建
て
、
私
を
大
切
に
祀
る
の
だ
。
さ
す
れ
ば
、
私
は
そ
な
た

に
協
力
し
よ
う
。
も
し
大
切
に
祀
ら
ぬ
と
言
う
な
ら
、
そ
な
た
の

国
造
り
は
必
ず
失
敗
に
終
わ
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
言
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
を
聞
い
た
大
国
主
神
は
、
こ
の
光
り
輝
い
て
い
る
神
さ
ま

は
き
っ
と
立
派
な
神
さ
ま
に
違
い
な
い
と
思
い
「
分
か
り
ま
し
た
。

言
う
と
お
り
に
し
ま
す
。
」
と
言
っ
て
す
ぐ
神
社
を
建
て
、
そ
の

神
さ
ま
を
大
切
に
お
祀
り
し
た
の
で
す
。
す
る
と
国
造
り
は
順
調

に
進
み
、
立
派
な
国
が
出
来
上
が
っ
て
行
き
ま
し
た
。
そ
の
国
は

葦
原
の
中
つ
国
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

つ　

づ　

く

◎ 

お
と
う
さ
ん
、
お
か
あ
さ
ん
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
へ 

！

　

今
回
の
「
大
国
主
神
の
国
造
り
」
は
大
国
主
神
が
葦
原
の
中
つ
国
を
造
っ

て
行
く
神
話
を
元
に
し
ま
し
た
。
大
和
国
に
建
て
ら
れ
た
神
社
が
、
現
在
の

奈
良
県
に
あ
る
大
神
神
社
で
、
そ
の
光
り
輝
く
神
様
が
大
物
主
神
で
あ
る
と

言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

私
た
ち
に
と
っ
て
神
話
は
単
な
る
物
語
で
は
な
く
、
我
が
国
の
祖
先
か
ら

受
け
継
が
れ
て
き
た
心
と
の
出
会
い
の
場
で
す
。
是
非
お
子
さ
ま
や
お
孫
さ

ま
と
ご
一
緒
に
お
読
み
頂
き
、
子
供
た
ち
の
情
操
が
少
し
で
も
豊
か
に
な
り

ま
し
た
ら
幸
い
で
す
。

た
だ

か
く
に
ん

な
ん

わ
た
し

こ

し

ゆ
び

あ
い
だ

お

う

い

す
く
な

ひ
こ
な

の

か

み

む

す

く

な

ひ

こ

な

ま
え

お
お
く
に
ぬ
し
の
か
み

て
つ

だ

り

っ

ぱ

く
に

つ
く

よ

お
お
く
に
ぬ
し
の
か
み

す

く

な

ひ

こ

な

の

か

み

ち
か
ら

あ

く
に
づ
く

ゆ

く
に
づ
く

す
す

お

ち
か

こ
ろ

す

く

な

ひ

こ

な

の

か

み

と
つ
ぜ
ん

と
こ
よ
の
く
に

し

ご

せ

か

い

い

お
お

く
に
ぬ
し
の
か
み

ひ
と
り

す

く

な

ひ

こ

な

の

か

み

い

さ
き

よ

な
や

と
き

み

し

か
み

と
お

う
み

て

お
お
く
に
ぬ
し
の
か
み

お
お
く
に
ぬ
し
の
か
み

ち
か

く
に
づ
く

せ
い
こ
う

や
ま
と
の
く
に

い
ま

な

ら

け

ん

り

っ
ぱ

や
ま

ち
ょ
う
じ
ょ
う

じ
ん

じ
ゃ

た

わ
た
し

た
い
せ
つ

ま
つ

わ
た
し

き
ょ
う
り
ょ
く

た
い
せ
つ

ま
つ

い

く
に
づ
く

か
な
ら

し
っ
ぱ
い

お

い

き

お
お
く
に
ぬ
し
の
か
み

ひ
か

か
が
や

か
み

り

っ
ぱ

か
み

ち
が

お
も

わ

い

い

じ
ん
じ
ゃ

た

か
み

た
い
せ
つ

ま
つ

く
に
づ
く

じ
ゅ
ん
ち
ょ
う

す
す

り

っ
ぱ

く
に

く
に

ゆ

で

き

あ

あ
し
は
ら

な
か

く
に

よ
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祭  

事  

報  

告

御
首
神
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

神
職
へ
の
質 

問
Ｆ
Ａ
Ｑ

▽
農
休
み
祭　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
月
二
十
一
日

▽
西
宮
神
社
例
祭　
　
　
　
　
　
　

七
月 

十
七 

日 
  

▽
末
廣
稲
荷
神
社
例
祭　
　
　
　
　

八
月  

九  

日 
   
 

▽
夏
越
大
祓　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
月  

九  

日 
   
 

　

猛
暑
の
中
、
多
数
の
ご
参
列
を
頂
き
、
大
祓
神
事 

を
斎
行
致
し
ま
し
た
。
大
祓
神
事
で
は
、
皆
様
方
が 

罪
・
穢
を
託
さ
れ
ま
し
た
人
形(

ひ
と
が
た)

を
忌
火 

に
て
お
焚
き
上
げ
致
し
ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
　

 

▽
長
寿
祈
願
祭　
　
　

  
   
 　

　

九
月 

十
五 

日 
   
 

▽
神
明
神
社
例
祭　
　

  
   
 　

　

十
月 

十
七 

日 
   
 

▽
七
五
三
参
り　

   
   

　
　
　
　

十
一
月　

中   
   
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
五
三
参
り 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
、
神
様
に
子 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

供
の
無
事
成
長 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
奉
告
し
感
謝 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

申
し
上
げ
、
今 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
一
層
の
ご
守 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

護
を
願
う
人
生 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

儀
礼
の
一
つ
で 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
。　
　
　
　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

当
神
社
で
は
、

　
　
　
　
　

 
 　
　

 
   
   
   
  

七
五
三
の
ご
祈

  
   
   
   
   
   
   
   
   
  

祷
を
十
一
月
を

  

　
　
　
　
　
　
　
　

 　
　
　
　

 

中
心
に
執
り
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
ま
し
た
。  

▽
崇
敬
会
大
祭  

   
   
   
 　

十
一
月  

三  

日 
  

▽
新
嘗
祭   

   
   
   
   

　

 

十
一
月
二
十
三
日 

問　

ご
祈
祷
を
受
け
る
時
に
ご
祈
祷
料
を
包
む
場
合 

ま
た
、
お
酒
を
御
供
え
す
る
際
は
表
書
き
に
そ
れ
ぞ 

れ
ど
う
書
い
た
ら
良
い
で
す
か
？   

   
   
   
   

答　

ご
祈
祷
な
ど
の
場
合
は
、
一
般
的
に
「
玉
串
料
」

や
「
初
穂
料
」
な
ど
と
記
し
て
頂
け
れ
ば
良
い
か
と 

思
い
ま
す
。
ま
た
、
お
酒
に
関
し
ま
し
て
は
「
御
供
」

や
「
献
酒
」
な
ど
で
結
構
で
し
ょ
う
。  

   
   
   

問　

神
社
で
御
守
り
を
受
け
た
時
「
初
穂
料
」
と
聞 

き
ま
し
た
が
、
な
ぜ
「
初
穂
」
と
言
う
の
で
す
か
？ 

答　

古
来
よ
り
、
日
本
人
は
農
耕
民
族
と
し
て
神
社 

と
深
い
関
わ
り
を
も
ち
、
春
に
は
豊
作
を
祈
り
、
秋 

に
は
そ
の
収
穫
に
感
謝
し
「
初
穂
」
を
御
供
え
さ
れ 

て
来
ま
し
た
。
そ
れ
が
次
第
に
「
季
節
の
初
物
」
に 

変
化
し
、
や
が
て
は
初
穂
の
代
わ
り
に
「
金
銭
」
を 

納
め
る
よ
う
に
な
り
、
『
初
穂
料
』
と
呼
ば
れ
る
よ 

 
う
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。  

   
   
   

纏
め　

今
回
は
、
神
社
で
の
金
銭
の
表
記
に
つ
い
て 

取
り
上
げ
ま
し
た
。
特
に
熨
斗
や
封
筒
の
表
書
き
に

つ
い
て
、
社
頭
や
電
話
で
も
よ
く
質
問
を
受
け
ま
す 

「
玉
串
料
」
は
榊
・
玉
串
を
奉
る
際
に
用
い
る
言
葉

で
、
ご
祈
祷
を
受
け
ら
れ
る
時
な
ど
に
使
用
す
る
の 

が
本
義
で
し
ょ
う
。
御
供
え
を
捧
げ
た
り
又
、
お
守 

り
な
ど
を
受
け
る
際
に
用
い
ら
れ
る
の
が
「
初
穂
料
」

で
す
。
し
か
し
な
が
ら
現
在
、
厳
密
に
そ
れ
ら
を
使 

い
分
け
て
は
お
り
ま
せ
ん
。
あ
ま
り
形
式
に
囚
わ
れ 

ず
、
「
初
穂
料
」
「
御
供
料
」
「
御
礼
」
な
ど
素
直

に
お
書
き
頂
い
た
ら
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 

   
   
   

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  
  

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

   
   
   
   
   
   
   
   

 　
　
　
　

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の
ご
案
内   

   
   
   

　

平
成
十
二
年
に
当
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
設
し 

 

平
成
十
六
年
十
二
月
に
一
回
目
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
を 

 

い
た
し
、
は
や
五
年
余
り
が
経
過
し
ま
し
た
。  

  

　

こ
の
度
、
平
成
二
十
二
年
を
迎
え
る
に
当
た
り
ま 

 

し
て
、
二
回
目
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
を
予
定
い
た
し
て 

お
り
ま
す
。
今
回
は
、
画
面
構
成
を
始
め
従
来
の
ス 

 

タ
イ
ル
を
大
き
く
変
更
す
る
為
、
そ
の
道
に
精
通
し 

 

ま
し
た
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
指
導
の
も
と
、
今
の
時
代

に
即
し
た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
仕
上
げ
る
べ
く
、
制
作 

を
進
め
て
お
り
ま
す
。  

   
   
   
   
   
   
   

　

つ
き
ま
し
て
は
、
年
明
け
に
当
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー 

 

ジ
を
【
ク
リ
ッ
ク
】
頂
き
ま
し
て
、
ご
覧
頂
け
ま
す 

 

れ
ば
幸
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
、
些
細
な
事
で
も

構
い
ま
せ
ん
の
で
、
ご
意
見
ご
感
想
な
ど
ご
ざ
い
ま

し
た
ら
御
参
拝
の
折
に
、
お
聞
か
せ
願
え
れ
ば
嬉
し 

 

く
存
じ
ま
す
。 
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崇
敬
会
入
会
の
ご
案
内

入 　

 

会　

 

の　

 

方　

 

法

　

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
に
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　

員　

の　

特　

典
（
抜
粋
）

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
。

厄
年
と
年
祝
い

　

厄
年
に
当
た
る
年
回
り
は
、
社
会
的
に
も
肉
体
的

に
も
精
神
的
に
も
大
き
く
変
化
す
る
転
換
期
で
あ
り 

ま
す
。  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

　

例
え
ば
、
日
常
生
活
に
於
い
て
、
身
体
が
病
弱
に 

な
り
悩
ん
だ
り
、
仕
事
が
思
い
通
り
に
行
か
な
く
迷 

っ
た
り
又
、
安
心
し
て
生
活
す
る
こ
と
が
出
来
な
く 

な
っ
た
り
等
、
様
々
な
悩
み
事
が
起
こ
り
易
く
な
り 

ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
人
生
の
節
目
の
年
だ
か
ら
こ
そ
、

起
き
う
る
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。   

   
   

　

昨
今
で
は
、
長
生
き
さ
れ
る
人
が
多
く
算
賀
を
祝 

し
て
七
十
歳
が
古
希
・
七
十
七
歳
が
喜
寿
・
八
十
歳 

が
傘
寿
・
八
十
八
歳
が
米
寿
・
九
十
歳
が
卒
寿
・
九 

十
九
歳
が
白
寿
と
言
い
、
お
祝
い
さ
れ
る
よ
う
に
な 

っ
て
き
ま
し
た
。

〈　ご　参　考　〉

　

古
く
よ
り
こ
れ
ら
年
祝
い
は
、
厄
年
と
し
て
よ
り

も
長
寿
に
感
謝
し
神
様
の
ご
加
護
を
戴
き
、
今
後
益

益
健
康
で
楽
し
い
人
生
を
過
ご
せ
ま
す
よ
う
に
と
願

い
、
行
わ
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。   

   
   
   
 

　

又
、
最
近
、
方
位
に
関
す
る
祈
願
の
要
望
が
多
く

な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。   

   
   
   
   
   
  

　

方
位
と
は
、
古
代
中
国
の
陰
陽
五
行
説
や
九
星
術

等
、
暦
学
の
考
え
に
基
づ
き
吉
凶
を
判
断
す
る
も
の

で
、
一
人
一
人
が
持
っ
て
生
ま
れ
た
年
回
り
を
表
に

し
た
も
の
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。   

   
   
   
  

  

八
方
塞
が
り
と
か
鬼
門
と
言
っ
た
言
葉
を
、
一
度

は
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら

は
犯
し
て
は
な
ら
な
い
方
位
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

尚
、
年
祝
い
の
御
祈
祷
や
方
位
に
関
す
る
御
祈
祷

も
順
次
執
り
行
な
わ
さ
せ
て
頂
き
ま
す
の
で
、
社
務

所
受
付
迄
お
申
し
出
下
さ
い
。

平 

成 

二 

十 

二 

年 

方 

位 

図

高島暦参考

△
本
年
度
崇
敬
会
よ
り
の
奉
納

一
、
御
首
神
社
鳥
居
前
特
大
幟

一
、
末

 

廣

 

稲

 

荷

 

神 

社 

参 

道 

幟  
 

　
　
　
　
　

以
上
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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厄
除
開
運
祈
祷

男
子

女
子

二
十
五
歳

四
十
二
歳

六
十
一
歳

十 

九 

歳

三
十
三
歳

三
十
七
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
。 

 
 
 
 
 

　

厄
年
に
当
た

る
方
は
勿
論
の

こ
と
、
厄
年
に

当
た
ら
な
い
方

も
日
々
を
平
穏

に
過
ご
し
て
頂

く
た
め
に
も
、

一
年
に
一
度
は
厄
祓
い
の
御
祈
祷
を
お
受
け
に
な
り

ま
す
よ
う
、
お
勧
め
致
し
ま
す
。 

平成22年厄年に当る生れ年

男
子

女
子

前 厄 後 厄本 厄

42歳
61歳

25歳
37歳
33歳
19歳

昭和 45年 昭和 44年 昭和 43年

昭和 62年 昭和 61年 昭和 60年

昭和 26年 昭和 25年 昭和 24年

昭和 50年 昭和 49年 昭和 48年

昭和 54年 昭和 53年 昭和 52年

平成  5年 平成  4年 平成  3年

▽
年
越
大
祓　
　
　

 

十
二
月
三
十
日　

午
後
三
時

  
皆
様
か
ら
お
預
か
り
致
し
ま
し
た
人
形(

ひ
と
が

た)

を
大
祓
神
事
で
お
焚
き
上
げ
致
し
ま
す
。

▽
元
旦
祭　
　
　
　

 
  

一 

月 

一 

日　

午
前
０
時

  

国
の
隆
昌
と
世
界
平
和
又
、
氏
子
崇
敬
者
の
繁
栄

と
御
多
幸
を
祈
念
し
斎
行
致
し
ま
す
。  

   
   
 

▽
左
義
長　
　
　
　

 
  

一 

月
十
五
日　

午
前
十
時

  

御
神
札
や
お
守
り
、
注
連
縄
・
お
正
月
飾
り
等
縁

起
物
を
お
焚
き
上
げ
す
る
神
事
で
あ
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
・
祈

祷
の
際
、
御
神
前
に
奉
っ
て
頂
き
ま
し
た
金
幣
串
や

自
宅
の
神
棚
等
で
祀
ら
れ
ま
し
た
紅
白
串
を
心
願
成

就
を
願
い
忌
火
に
て
お
焚
き
上
げ
い
た
し
ま
す
。   

　

こ
の
日
に
限
り
ま
し
て
、
ご
不
要
に
な
り
ま
し
た 

帽
子
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
各
自
お
持
ち
頂
き
、
お 

早
め
に
お
焚
き
上
げ
下
さ
い
。  
   
   
   
   
   

▽
祈
年
祭　
　
　

  

二
月
二
十
一
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 

  

年
に
一
度
の
大
祭
で
す
。 

   
   
   
   
   
   

　

神
事
は
、
午
後
三
時
よ
り
厳
粛
の
中
、
斎
行
さ
れ 

ま
す
。
氏
子
の
子
供
達
に
よ
る
打
ち
囃
子
の
奉
納
や 

子
供
御
輿
の
ご
巡
幸
又
、
境
内
の
特
設
舞
台
で
は
歌 

謡
等
の
演
芸
が
催
さ
れ
、
終
日
賑
わ
い
を
み
せ
ま
す
。

　

皆
様
の
御
参
拝
を
心
よ
り
お
待
ち
い
た
し
て
お
り 

 

ま
す
。 

▽
南
宮
神
社
例
祭   

 

五
月 

 
四  

日  

午
後
三
時 

▽
お
田
植
え
祭  

   
 

六
月　

初   
   

旬 

▽
農
休
み
祭　
　
　

 
 

六
月 

二
十 
日  
午
後
三
時


