
　
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
お
か
れ
ま

し
て
は
愈
々
御
清
栄
の
事
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　
天
皇
皇
后
両
陛
下
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
去
る
四
月
十
五
日
、

赤
坂
御
苑
に
て
「
春
の
園
遊
会
」
を
ご
開
催
あ
そ
ば
さ
れ
、
立
法

行
政
・
司
法
各
機
関
の
要
人
を
始
め
、
県
市
町
村
の
長
や
各
界
の

功
績
者
と
そ
の
配
偶
者
を
併
せ
延
べ
二
千
人
を
お
招
き
に
な
り
、

出
席
者
一
人
一
人
に
笑
顔
で
お
声
を
か
け
て
お
ら
れ
る
両
陛
下
の

お
姿
は
、
国
民
に
と
っ
て
有
り
難
き
極
み
で
あ
り
ま
す
。
私
ど
も

は
、
こ
の
大
御
心
に
少
し
で
も
報
い
奉
る
べ
く
、
常
に
念
頭
に
置

か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
さ
て
、
過
日
名
古
屋
市
博
物
館
で
は
、｢ 

伊
勢
神
宮
と
東
海
の

ま
つ
り ｣

と
題
し
ま
し
て
、
悠
久
の
昔
か
ら
伊
勢
神
宮
に
受
け
継

が
れ
る
数
々
の
ご
神
宝
や
信
仰
の
歴
史
を
紹
介
す
る
催
し
が
開
か

れ
、
期
間
中
多
く
の
来
場
者
で
賑
わ
い
ま
し
た
。
つ
い
て
は
、
三

年
後
に
控
え
て
お
り
ま
す
神
宮
式
年
遷
宮
が
、
古
式
に
則
り
立
派

に
斎
行
さ
れ
ま
す
こ
と
を
切
に
願
う
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
崇
敬
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
先
般
第
二
十
回
伊
勢
神
宮
参
拝
研

修
旅
行
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
事
故
な
く
運
営
さ
れ
て

ま
い
り
ま
し
た
事
は
、
大
神
様
の
御
神
徳
に
よ
る
も
の
と
、
痛
感

さ
せ
ら
れ
る
思
い
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
今
後
一
層
の
会
員
相
互

の
親
睦
を
図
る
と
共
に
、
会
の
発
展
に
繋
が
る
事
と
信
じ
て
お
り

ま
す
。
会
員
の
皆
様
に
は
、
今
後
も
末
永
く
崇
敬
会
活
動
に
お
力

添
え
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
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
の
御
健
勝
と
御
多
幸
を
祈
念
致
し
ま
し
て
、

御
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

御  

挨  

拶

三  

浦
　
篤

宮  

司

（１） 御  首  神  社  社  報 平成22年6月20日
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『 

天 

若 

日 

子 

』

　

大
国
主
神
が
作
っ
た
葦
原
の
中
つ
国
で
は
悪
い
神
た
ち
が
暴
れ

て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
天
の
国
か
ら
見
て
い
た
天
照
大
御
神
は
「

こ
れ
は
大
変
で
す
。
は
や
く
悪
い
神
た
ち
を
こ
ら
し
め
な
い
と
い

け
ま
せ
ん
ね
。｣ 
と
考
え
ま
し
た
。
そ
し
て
天
若
日
子
を
呼
ぶ
と

（２）御  首  神  社  社  報

（古
事
記
よ
り
）

「
天
若
日
子
よ
、
こ
の
弓
矢
を
正
し
く
使
っ
て
、
悪
い
神
た
ち
を

こ
ら
し
め
て
き
て
く
だ
さ
い
。
こ
ら
し
め
た
後
は
す
ぐ
に
天
の
国

へ
帰
っ
て
来
る
の
で
す
よ
。
約
束
で
す
よ
。
」
と
話
す
と
、
天
若

日
子
は
「
は
い
、
分
か
り
ま
し
た
。
」
と
返
事
を
し
て
、
お
共
に

天
佐
具
売
を
連
れ
て
葦
原
の
中
つ
国
へ
向
か
い
ま
し
た
。

　

天
若
日
子
は
そ
の
言
葉
通
り
、
あ
っ
と
い
う
間
に
悪
い
神
た
ち

を
こ
ら
し
め
て
し
ま
い
ま
し
た
。
で
も
、
葦
原
の
中
つ
国
で
出
会

っ
た
下
照
比
売
と
結
婚
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
天
の
国
へ
は
帰
っ

て
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
ま
ま
八
年
が
過
ぎ
、
天
照
大
御
神
は

「
天
若
日
子
は
一
体
何
を
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
？
」
と
心
配
に

な
り
、
雉
を
呼
び
つ
け
て
「
雉
よ
、
葦
原
の
中
つ
国
へ
飛
び
、
こ

れ
か
ら
私
が
言
う
こ
と
を
そ
の
ま
ま
天
若
日
子
へ
伝
へ
、
な
ぜ
帰

っ
て
来
な
い
の
か
聞
い
て
お
く
れ
。
」
と
言
う
と
、
雉
は
天
若
日

子
の
と
こ
ろ
へ
飛
ん
で
行
き
ま
し
た
。

　

雉
は
天
若
日
子
の
家
の
庭
に
あ
る
木
の
枝
に
留
ま
る
と
『
天
若

日
子
よ
、
あ
な
た
を
葦
原
の
中
つ
国
へ
行
か
せ
た
の
は
悪
い
神
た

ち
を
こ
ら
し
め
る
た
め
で
す
。
終
わ
れ
ば
す
ぐ
に
戻
る
約
束
な
の

に
、
ど
う
し
て
八
年
も
帰
っ
て
こ
な
い
の
で
す
か
？
』
と
天
照
大

御
神
の
言
葉
を
何
度
も
何
度
も
繰
り
返
し
鳴
き
続
け
ま
し
た
。

　

最
初
に
そ
の
声
を
聞
い
た
の
は
天
佐
具
売
で
し
た
。
天
佐
具
売

は
「
こ
れ
を
聞
い
た
ら
、
天
若
日
子
は
帰
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ

な
い
。
は
ぁ
、
私
は
今
更
天
の
国
へ
帰
り
と
う
な
い
わ…

。



（３） 御  首  神  社  社  報

一
体
ど
う
し
た
ら
良
い
も
の
か
。
」
と
考
え
、
そ
う
だ
そ
う
だ
！

と
天
若
日
子
に
「
庭
の
木
に
不
吉
な
鳴
き
声
の
鳥
が
お
る
ぞ
。
悪

い
こ
と
が
起
こ
る
前
に
早
く
追
い
払
い
な
さ
い
！
」
と
叫
び
ま
し

た
。
天
若
日
子
は
そ
の
言
葉
を
す
っ
か
り
信
じ
て
し
ま
い
、
大
切

な
弓
矢
で
雉
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

　

矢
は
雉
を
突
き
抜
け
て
天
の
国
ま
で
飛
ん
で
行
き
ま
し
た
。
血

の
付
い
た
矢
を
見
た
天
照
大
御
神
は
た
い
そ
う
驚
き
「
こ
の
矢
は

天
若
日
子
に
与
え
た
も
の
で
す…

し
か
し
、
こ
の
血
は
？
」
と
首

を
傾
げ
「
赤
く
染
ま
り
し
矢
よ
！
天
若
日
子
が
私
の
言
う
こ
と
を

守
れ
な
い
な
ら
ば
、
天
若
日
子
の
悪
い
心
を
や
っ
つ
け
な
さ
い
！
」

と
祈
り
を
こ
め
て
、
矢
を
葦
原
の
中
つ
国
へ
投
げ
返
し
ま
し
た
。

矢
は
ま
る
で
、
流
れ
星
の
よ
う
に
夜
の
空
に
飛
び
出
し
、
グ
ッ
ス

リ
寝
て
い
る
天
若
日
子
の
元
へ
「
ス
ー
ッ
」
と
近
づ
き
ま
し
た
。

そ
し
て
天
若
日
子
の
心
に
「
ト
ン
ッ
！
」
と
突
き
刺
さ
り
ま
し
た
。

そ
う
で
す
。
天
若
日
子
は
天
照
大
御
神
の
約
束
を
守
ら
ず
、
ま
た

雉
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
悪
い
心
に
矢
が
刺
さ
り
死
ん
で

し
ま
い
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 

！

古
来
よ
り
伝
わ
る
神
話
を
、
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
。



祭  

事  

報  

告

御
首
神
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

神
職
へ
の
質 

問

問
　
神
社
で
受
け
る
お
札
さ
ま
は
、
表
面
が
薄
い
紙

で
覆
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
神
棚
に
お
祀
り
す
る
時
は

そ
の
ま
ま
で
良
い
で
し
ょ
う
か
？
。

答
　
薄
い
紙
は
、
お
札
さ
ま
が
汚
れ
た
り
不
浄
に
直

接
触
れ
な
い
よ
う
に
、
上
包
み
と
し
て
施
さ
れ
て
お

り
ま
す
。
従
い
ま
し
て
、
薄
い
紙
は
お
外
し
頂
い
て

お
祀
り
下
さ
い
。

問
　
神
棚
（
宮
形
）
と
お
札
さ
ま
が
、
棚
板
の
取
付

が
悪
か
っ
た
為
に
床
に
落
ち
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ

の
神
棚
と
お
札
さ
ま
は
、
そ
の
ま
ま
再
度
お
祀
り
し

て
も
大
丈
夫
で
し
ょ
う
か
？

答
　
落
下
防
止
策
を
施
し
た
上
で
、
そ
の
神
棚
を
再

使
用
す
る
の
は
仕
方
な
く
思
い
ま
す
（
破
損
の
場
合

は
別
）
が
、
お
札
さ
ま
は
鄭
重
に
返
納
な
さ
れ
新
し

い
お
札
さ
ま
を
お
受
け
の
上
、
お
祀
り
下
さ
い
。

そ
の
際
、
お
近
く
の
神
職
に
お
祓
い
し
て
頂
く
と
よ

り
丁
寧
か
と
思
い
ま
す
。

問
　
父
が
脳
梗
塞
の
後
遺
症
の
た
め
、
現
在
車
椅
子

生
活
で
す
。
近
々
、
御
首
神
社
に
参
拝
し
た
い
の
で

す
が
、
車
椅
子
で
も
大
丈
夫
で
し
ょ
う
か
？

答
　
車
椅
子
で
拝
殿
前
ま
で
お
進
み
頂
く
事
は
、
残

念
な
が
ら
出
来
ま
せ
ん
が
、
境
内
に
は
遙
拝
所
が
ご

ざ
い
ま
す
の
で
、
そ
ち
ら
か
ら
の
参
拝
は
可
能
で
す
。

ま
た
、
ご
祈
祷
に
つ
き
ま
し
て
も
、
遙
拝
所
に
て
執

り
行
う
事
も
出
来
ま
す
の
で
、
御
参
拝
の
折
に
は
お

声
を
お
掛
け
下
さ
い
ま
せ
。

▼
例
大
祭
　
　
　
　
　   

四
月 

二
日
　
午
後
三
時

纏
め
　
神
棚
（
宮
形
）
の
お
祀
り
の
仕
方
に
関
わ
る

ご
質
問
は
も
と
よ
り
、
「
お
守
り
な
ど
の
授
与
品
・

ご
祈
祷
の
詳
細
」
等
の
お
尋
ね
も
増
え
て
ま
い
り
ま

し
た
。
些
細
な
事
で
も
疑
問
を
抱
か
れ
ま
し
た
折
は
、

気
楽
に
お
書
き
込
み
下
さ
い
ま
せ
。

諸 

祭 

典

▼
月
次
祭
　
　      

一
日
・
二
十
日

▼
年
越
大
祓
　
　 

　 

十
二
月
三
十
日

▼
元
旦
祭
　
　
　      

一
月 

一 

日

▼
左
義
長
　
　
　      

一
月
十
五
日

▼
浄
火
祭
　
　
　      

二
月 

三 

日

▼
祈
年
祭
　
　 

　     

二
月
十
四
日

第
二
十
回
　
御
首
神
社
崇
敬
会

（10）御  首  神  社  社  報

（
抜
粋
）

伊
勢
神
宮
参
拝
研
修
旅
行

　
毎
年
恒
例
の
伊
勢
神
宮
参
拝
研
修
旅
行
が
、
五
月

十
六
日
に
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

　
昨
年
に
掛
け
替
え
の
済
み
ま
し
た
真
新
し
い
宇
治

橋
を
渡
れ
る
事
も
あ
り
、
多
数
の
ご
参
加
を
頂
き
、

賑
や
か
な
参
拝
研
修
旅
行
と
な
り
ま
し
た
。

　
当
参
拝
研
修
旅
行
は
、
崇
敬
会
会
員
相
互
の
親
睦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
図
る
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
毎
年
実
施

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
れ
て
お
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
崇
敬
会
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
興
味
を
抱
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
ま
し
た
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
は
詳
し
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
栞
を
お
渡
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
致
し
ま
す
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
、
社
務
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
で
ご
一
報

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
さ
い
ま
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
様
お
願
い
申

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
上
げ
ま
す
。

　
例
大
祭
の
前
日
は
あ
い
に
く
の
雨
に
見
舞
わ
れ
ま

し
た
が
、
当
日
朝
に
は
雨
も
小
康
状
態
と
な
り
、
子

供
神
輿
の
御
巡
幸
を
皮
切
り
に
、
子
供
達
の
打
ち
囃

し
の
奉
納
・
演
芸
、
香
具
師
の
威
勢
の
良
い
声
と
境

内
は
お
祭
り
ム
ー
ド
一
色
に
染
ま
り
ま
し
た
。
定
刻

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

員
奉
仕
の
も
と
、
例
大
祭
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

夕
刻
七
時
に
は
祭
り
を
締
め
く
く
る
打
ち
囃
し
が
境

内
に
響
き
渡
り
、
賑
や
か
な
一
日
が
納
ま
り
ま
し
た
。

Ｑ

Ａ
＆



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
正
式
参
拝
が
許
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 

昇
殿
参
拝
に
お
け
る

　
　
　
　
　
敬
礼
作
法
に
つ
い
て
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参
拝
の
仕
方
に
は
、
自
由
参
拝
と
昇
殿
参
拝
が
あ

り
ま
す
。
自
由
参
拝
は
、

気
ま
ま
に
神
社
に
赴
き
、

お
社
や
拝
殿
の
前
で
二
礼

二
拍
手
・
一
礼
に
て
お
参

り
す
る
事
を
言
い
ま
す
。

　
対
し
て
昇
殿
参
拝
は
、
一
般
的
に
神
社
社
務
所
で

昇
殿
参
拝
の
手
続
き
を
経
て
か
ら
、
関
係
者
の
案
内

で
拝
殿
に
あ
が
り
ま
す
。
そ
の
後
、
神
職
に
よ
る
修

祓
（
お
祓
い
）
を
受
け
、
祝
詞
（
の
り
と
）
奏
上
・

玉
串
（
当
社
は
金
幣
串
）
奉
奠
等
の
厳
粛
な
奉
仕
を

以
て
行
う
最
も
鄭
重
な
参
拝
を
言
い
ま
す
。

　
当
社
で
執
り
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
、
ご
祈
祷
や
正

式
参
拝
・
崇
敬
会
入
会
報
告
祭
は
、
こ
の
昇
殿
参
拝

に
含
ま
れ
、
作
法
の
主
た
る
形
態
は
、
座
礼
（
ざ
れ

い
）
で
あ
り
ま
す
。
座
礼
の
基
本
姿
勢
は
正
座
に
な

り
ま
す
の
で
、
昇
殿
参
拝
を
な
さ
い
ま
す
皆
様
方
も

こ
れ
に
準
じ
て
頂
き
ま
し
て
、
参
拝
中
は
基
本
的
に

正
座
と
な
り
ま
す
。
（
但
し
、
お
足
の
不
自
由
な
方

は
こ
の
限
り
で
な
く
、
無
理
の
な
い
範
囲
で
よ
ろ
し

い
か
と
存
じ
ま
す
。
）

　
と
こ
ろ
で
、
最
近
ご
祈
祷
の
昇
殿
参
拝
で
目
に
つ

き
ま
す
の
は
、
正
座
を
し
て
い
る
時
に
行
う
敬
礼
作

法
（
お
辞
儀
）
が
、
正
し
く
出
来
な
い
こ
と
で
す
。

ご
祈
祷
の
中
で
行
う
敬
礼
作
法
は
、
二
通
り
で
ご
ざ

い
ま
す
の
で
説
明
い
た
し
ま
す
。

凡
そ
十
セ
ン
チ
で
す
。
お

祓
い
を
お
受
け
に
な
る
時
、

祝
詞
が
奏
上
さ
れ
て
い
る

間
の
姿
勢
に
な
り
ま
す
。

　
二
つ
目
は
、
「
合
手
礼
」

（
ご
う
し
ゅ
れ
い
）
と
称

し
、
深
い
お
辞
儀
で
す
。

両
手
の
人
差
し
指
と
親
指

が
三
角
形
に
な
る
ま
で
突

き
合
わ
せ
ま
す
。
金
幣
串

を
奉
奠
後
の
二
礼
・
二
拍

手
・
一
礼
の
お
辞
儀
の
姿

勢
に
な
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
二
通
り

の
敬
礼
作
法
（
お
辞
儀 
）

で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
挿
絵
を
ご
参
考
に
な
り
、
昇

殿
参
拝
時
の
敬
礼
作
法
を
再
認
識
頂
き
た
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
ご
神
前
で
実
践
さ
す
れ
ば
、

必
ず
や
神
様
の
ご
神
徳
が
頂
け
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

[双手礼]

　
　
一
つ
目
は
「
双
手
礼
」
（
そ
う
し
ゅ
れ
い
）
と
称

　
し
、
比
較
的
浅
い
お
辞
儀
で
す
。
手
と
手
の
間
隔
は[合手礼]
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祭 

事 

案 

内

▼
夏
越
大
祓
　
　
　
　
　
八
月 

八
日 

午
後
三
時
半

　
古
よ
り
夏
越
大
祓
は
「
水
無
月
の
夏
越
の
祓
へ
す

る
人
は
千
歳
の
命
延
ぶ
と
い
ふ
な
り
」
と
詠
わ
れ
ま

す
よ
う
に
、
日
々
の
暮
ら
し
の
中
で
知
ら
な
い
う
ち

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

災
を
逃
れ
健
康
と
幸
福
を
得
む
と
す
る
も
の
で
あ
り

ま
す
。
大
祓
式
を
斎
行
の
後
、
茅
の
輪
く
ぐ
り
を
い

た
し
ま
す
の
で
、
是
非
ご
参
加
頂
き
、
罪
・
穢
れ
を

祓
い
清
め
、
暑
い
夏
を
健
康
で
無
事
に
お
過
ご
し
頂

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
、
人
形
（
ひ
と
が
た
）
は
社
務
所
に
ご
ざ
い

ま
す
の
で
、
ご
自
由
に
お
持
ち
頂
き
ま
し
て
、
期
日

ま
で
に
社
務
所
に
お
申
し
込
み
下
さ
い
ま
す
様
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

諸 
祭 

典

▼
月
次
祭
　       

　 

一
日
・
二
十
日

▼
農
休
み
祭
　
　
　
　  

六
月 

二
十 

日

▼
西
宮
神
社
例
祭
　
　  

七
月 

十
七 

日

▼
末
廣
稲
荷
神
社
例
祭  
八
月  

八  

日

▼
長
寿
祈
願
祭        
九
月 
十
五 

日

▼
崇
敬
会
大
祭
　
　
　
十
一
月  
三  

日

▼
新
嘗
祭          

十
一
月
二
十
三
日

▼
七
五
三
祝
祈
祷
　
　      

十
一
月 

〜 

末
ま
で

　
七
五
三
祝
祈
祷
は
、
今
日
ま
で
の
無
事
成
長
を
大

神
様
に
感
謝
申
し
上
げ
、
今
後
益
々
の
御
守
護
を
戴

き
ま
す
よ
う
願
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
昔
は
、
数
え
歳
男
児
三
歳
・
五
歳
、
女
児
三
歳
・

七
歳
に
お
祝
い
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
現
代
で
は
、

数
え
歳
若
し
く
は
満
年
齢
の
男
女
共
に
三
歳
・
五

歳
・
七
歳
の
各
歳
に
参
拝
さ
れ
る
お
子
様
も
多
数
お

見
え
に
な
り
ま
す
。

数え歳 満年齢

平成 平成

 １６年  １５年

  生まれ   生まれ

平成 平成

 １８年  １７年

  生まれ   生まれ

平成 平成

 ２０年  １９年

  生まれ   生まれ

３歳

５歳

７歳

平成22年  七五三　
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編
集
後
記

　
神
饌
田
の
早
苗
そ
よ
ぐ
姿
に
、
命
の
躍
動
を
感
じ
る
今
日
こ

の
頃
で
す
。
今
号
は
、
少
し
装
い
を
変
え
て
み
ま
し
た
。
こ
の

先
も
新
風
を
吹
き
込
ん
で
ま
い
り
た
く
思
い
ま
す
。

（
抜
粋
）

　
当
社
の
鳥
居
や
拝
殿

の
注
連
縄
は
、
天
然
藁

（
わ
ら
）
で
、
毎
年
調

製
し
て
ま
い
り
ま
し
た

が
、
資
材
調
達
・
技
術

継
承
・
安
全
性
等
の
諸

問
題
を
抱
へ
大
変
厳
し

い
状
況
に
あ
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
天
然
藁
と

比
べ
遜
色
な
い
化
繊
製

注
連
縄
を
新
年
よ
り
掲
げ
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
。

　
つ
き
ま
し
て
は
、
皆
様
の
赤
誠
に
よ
る
ご
奉
賛
を

た
ま
わ
り
、
大
神
様
の
御
神
威
に
相
応
し
い
立
派
な

注
連
縄
を
掲
げ
た
く
、
ご
協
力
の
程
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

　
尚
、
こ
の
趣
旨
に
ご
賛
同
の
お
方
は
社
務
所
ま
で

お
申
し
込
み
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。

http://www.mikubi.or.jp
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