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拝
啓　

当
神
社
の
御
神
域
も
深
い
緑
に
包
ま
れ
て
新
し
い
息
吹
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
ご
清
栄
の
事
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

天
皇
陛
下
に
お
か
せ
ら
れ
ま
し
て
は
、
二
月
十
八
日
に
冠
動
脈
バ

イ
パ
ス
手
術
を
お
受
け
に
な
ら
れ
、
翌
月
四
日
無
事
ご
退
院
遊
ば
さ

れ
ま
し
た
こ
と
は
、
国
民
の
一
人
と
し
て
安
堵
致
し
て
お
り
ま
す
。

ご
退
院
後
僅
か
七
日
後
の
三
月
十
一
日
に
は
、
東
日
本
大
震
災
一
周

年
追
悼
式
に
御
臨
席
な
さ
れ
、
「
国
民
皆
が
被
災
者
に
心
を
寄
せ
、

被
災
地
の
状
況
が
改
善
さ
れ
て
い
く
よ
う
期
待
し
て
い
ま
す
。
」
と

お
言
葉
を
お
述
べ
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
大
震
災
か
ら
一
年
が
経
過
し

て
お
り
ま
す
が
、
被
災
地
復
興
・
被
災
者
支
援
等
、
未
だ
問
題
が
山

積
み
で
あ
り
ま
す
。
私
ど
も
は
、
大
御
心
に
少
し
で
も
報
い
奉
る
べ

く
国
民
が
一
丸
と
な
っ
て
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

去
る
、
三
月
二
日
自
立
式
電
波
塔
と
し
て
は
世
界
一
の
高
さ
を
誇

る
東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
の
竣
工
式
が
行
わ
れ
、
そ
の
基
本
構
造
は
、

神
社
寺
院
建
築
に
お
け
る
伝
統
技
術
（
伝
統
美
）
で
あ
る
「
心
柱
」

「
そ
り
」
「
む
く
り
」
が
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
古
の
伝
統
建
築
技

術
と
最
新
の
建
築
技
術
が
融
合
し
た
建
造
物
と
耳
に
し
て
お
り
ま
す
。

五
月
二
十
二
日
に
は
目
出
度
く
開
業
い
た
し
、
周
辺
地
域
の
活
性
化

は
も
と
よ
り
、
観
光
資
源
と
し
て
大
い
に
注
目
を
集
め
て
お
り
、
明

る
く
活
況
な
話
題
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

さ
て
、
伊
勢
神
宮
で
は
第
六
十
二
回
式
年
遷
宮
が
来
年
秋
に
斎
行

さ
れ
ま
す
。
今
か
ら
六
年
前
に
当
社
崇
敬
会
設
立
二
十
周
年
記
念
と

し
て
会
員
の
皆
様
と
共
に
お
木
曳
き
行
事
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

誇
り
有
る
ご
奉
仕
が
叶
い
ま
し
た
こ
と
が
思
い
起
こ
さ
れ
ま
す
。

　

尚
、
来
年
夏
に
は
「
お
白
石
持
行
事
」
が
行
わ
れ
ま
す
。
先
の
お

木
曳
き
行
事
同
様
に
特
別
神
領
民
の
参
加
枠
が
設
け
ら
れ
る
事
に
な

り
ま
し
た
の
で
、
当
社
崇
敬
会
と
致
し
ま
し
て
も
次
年
の
研
修
旅
行

に
、
お
白
石
持
行
事
へ
の
参
加
を
前
向
き
に
検
討
し
て
い
る
次
第
で

ご
ざ
い
ま
す
。
実
施
が
明
確
な
も
の
と
な
り
ま
し
た
ら
、
会
員
皆
様

に
改
め
て
ご
案
内
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
皆
様
方
の
御
健
勝
と
御
多
幸
を
祈
念
い

た
し
、
御
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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『 

天
孫
降
臨  

そ
の
二 

』

　

猿
田

古
神
が
道
を
塞
い
で
い
る
の
で
、
ど
う
に
も
困
っ
た
と
天
宇

受
売
命
は
、
「
猿
田

古
神
よ
。
あ
な
た
が
こ
こ
に
居
る
理
由
を
ど
う

か
教
え
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
ま
ま
で
は
邇
邇
芸
の
命
さ
ま
が
お
通
り
に

な
れ
ま
せ
ん
。
」
と
尋
ね
ま
し
た
。
す
る
と
猿
田

古
神
は
「
実
は…

邇
邇
芸
の
命
さ
ま
が
無
事
に
葦
原
の
中
つ
国
へ
着
け
る
よ
う
に
、
道
案

内
を
し
た
い
の
で
す
。
ど
う
か
ワ
シ
に
、
そ
の
役
目
を
任
せ
て
は
く
れ

ま
せ
ぬ
か
？
」
と
答
え
た
の
で
す
。
天
宇
受
売
命
は
「
で
は
、
天
照
大

御
神
さ
ま
に
相
談
し
て
き
ま
し
ょ
う
。
」
と
言
っ
て
、
す
ぐ
に
天
照
大

御
神
の
所
へ
戻
り
ま
し
た
。
理
由
を
聞
い
た
天
照
大
御
神
は
「
そ
う
で

し
た
か
。
葦
原
の
中
つ
国
の
神
が
道
案
内
を
し
て
く
れ
る
と
は
、
心
強

い
で
す
ね
。
是
非
お
願
い
し
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
と
、
天
宇
受
売
命
よ
、

そ
な
た
も
邇
邇
芸
の
命
と
一
緒
に
行
っ
て
く
れ
ま
せ
ん
か
。
」
と
言
い

ま
し
た
。
続
け
て
「
天
児
屋
命
・
布
刀
玉
命
・
伊
斯
許
理
度
売
命
・
玉

祖
命
・
思
兼
神
・
手
力
男
神
・
天
石
門
別
神
も
一
緒
に
つ
い
て
行
っ
て

く
だ
さ
い
。
」
と
他
に
も
た
く
さ
ん
の
神
様
を
お
供
に
呼
び
ま
し
た
。

そ
し
て
八
尺
瓊
勾
玉
と
八
咫
鏡
と
草
薙
の
剣
を
邇
邇
芸
の
命
に
手
渡
し

ま
し
た
。
特
に
鏡
を
渡
す
時
、
「
こ
の
鏡
を
私
の
姿
と
思
っ
て
、
大
切

（古
事
記
よ
り
）

に
大
切
に
し
て
、
い
つ
も
清
ら
か
な
気
持
ち
で
お
祭
り
を
し
て
下
さ
い
。

そ
の
お
祭
り
に
関
す
る
事
は
、
思
兼
神
に
お
願
い
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、

良
く
聞
く
の
で
す
よ
。
」
と
言
う
と
、
他
の
神
様
た
ち
に
「
お
供
を
お

願
い
し
た
皆
さ
ん
は
、
邇
邇
芸
の
命
を
色
々
と
手
伝
っ
て
あ
げ
て
下
さ

い
ね
。
」
と
伝
え
ま
し
た
。

　

さ
て
、
邇
邇
芸
の
命
や
他
の
神
様
た
ち
の
準
備
も
出
来
て
、
い
よ
い

よ
出
発
の
時
で
す
。
邇
邇
芸
の
命
は
天
照
大
御
神
に
「
皆
の
準
備
が
整

っ
た
よ
う
で
す
の
で
、
そ
れ
で
は
行
っ
て
参
り
ま
す
！
」
と
言
う
と
、

猿
田

古
神
を
先
頭
に
し
て
、
た
く
さ
ん
の
神
様
た
ち
と
列
を
作
っ
て
、
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葦
原
の
中
つ
国
へ
向
け
て
旅
立
ち
ま
し
た
。
そ
の
行
列
は
あ
ま
り
に
も

神
々
し
く
、
あ
ま
り
に
も
立
派
な
様
子
な
の
で
、
葦
原
の
中
つ
国
の
神

様
た
ち
は
見
と
れ
る
ば
か
り
で
し
た
。

　

邇
邇
芸
の
命
た
ち
が
最
初
に
辿
り
着
い
た
の
は
、
高
千
穂
と
い
う
場

所
で
し
た
。
（
今
の
宮
崎
県
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
り
ま
す
）
高
千
穂

の
様
子
を
見
た
邇
邇
芸
の
命
は
「
こ
の
土
地
は
笠
沙
の
岬
（
鹿
児
島
県

の
岬
）
に
ま
っ
す
ぐ
続
い
て
い
て
、
朝
日
も
夕
日
も
輝
か
し
く
照
り
差

す
、
と
て
も
良
い
場
所
で
す
ね
！
」
と
、
と
て
も
気
に
入
っ
て
、
立
派

な
宮
殿
を
建
て
て
住
む
事
に
決
め
ま
し
た
。
早
速
、
太
く
立
派
な
柱
を

建
て
、
天
に
も
届
く
勢
い
の
あ
る
立
派
な
宮
殿
が
出
来
上
が
り
ま
し
た
。
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◎  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読んでいただき
子供たちの情操教育の一助となりましたら幸いでございます。
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▼
月
次
祭

▼
年
越
大
祓

▼
元
旦
祭

▼
左
義
長

▼
祈
年
祭

▼
鍬
山
神
社
例
祭

▼
南
宮
神
社
例
祭

祭 

事 

報 

告

▼
浄
火
祭

　
　
　
　

二
月
三
日
午
前
十
時
斎
行

　

前
日
の
二
日
に
降
雪
が
あ
り
、
当
日

は
氷
点
下
七
度
と
い
う
大
垣
市
観
測
史

上
初
と
い
う
極
寒
の
中
で
、
厳
粛
に
神

事
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

本
年
も
、
氏
子
区
域
か
ら
厄
年
に
該

当
す
る
三
名
の
厄
男
の
皆
さ
ん
が
、
奉

納
さ
れ
ま
し
た
絵
馬
や
金
幣
串
を
手
に

取
り
、
奉
納
者
の
方
々
の
心
願
成
就
を

祈
念
し
、
忌
み
火
を
以
て
お
焚
き
上
げ

致
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
境
内
で
は
敬
神
婦
人
会
会
員

に
よ
る
、
甘
酒
の
接
遇
が
あ
り
、
ご
参

拝
の
皆
様
は
生
姜
の
効
い
た
甘
酒
を
頂

か
れ
寒
さ
に
冷
え
切
っ
た
身
体
を
温
め

て
お
ら
れ
ま
し
た
。

▼
例
大
祭

　
　
　
　

四
月
二
日
午
後
三
時
斎
行
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御
首
神
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

神
職
へ
の
質 

問
Ｑ

Ａ
＆

崇
敬
会
入
会
の
ご
案
内

　

本
会
は
、
「
古
来
首
よ
り
上

の
諸
病
を
憂
う
る
者
此
の
社
に

願
え
ば
霊
験
あ
ら
た
か
‥
‥ 

」

と
伝
わ
り
し
御
首
神
社
の
御
神

徳
に
感
謝
し
、
ご
家
族
の
諸
病

平
癒
・
無
病
息
災
・
家
内
安
全

生
業
繁
栄
並
び
に
子
孫
繁
栄
を

願
う
崇
敬
者
の
会
と
し
て
設
立

さ
れ
ま
し
た
。

　

入
会
を
望
ま
れ
ま
す
方
は
、

社
務
所
ま
で
ご
一
報
下
さ
い
。

早
々
に
案
内
資
料
を
ご
用
意
さ

せ
て
戴
き
ま
す
。

・
入
会
報
告
祭
の
実
施

・
誕
生
特
別
祈
祷
の
実
施

　

及
び
祈
祷
神
符
の
授
与

・
主
要
祭
典
の
ご
案
内

・
昇
殿
参
拝

 

〈
お
問
い
合
せ
先
〉

　
　

神
社
社
務
所
ま
で

　
　

 

〇
五
八
四 

 

九
一 

 

三
七
〇
〇

会
員
の
特
典

(

抜
粋)

会
員
の
種
類
と
年
会
費

個
人　

三
千
円
～

家
族　

五
千
円
～

特
別　

一
万
円
～

法
人　

二
万
円
～

名
誉　

三
万
円
～

諸 

祭 

典
（
抜
粋
）

　

本
年
の
例
大
祭
は
、
桜
こ
そ
咲
き
初

め
で
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
お
神
輿
を
担

ぐ
子
供
達
が
賑
々
し
く
集
い
、
朝
一
番

か
ら
「
わ
っ
し
ょ
い
、
わ
っ
し
ょ
い
」

と
活
気
に
満
ち
た
掛
け
声
で
祭
に
華
を

添
え
て
お
り
ま
し
た
。

問　

実
家
に
は
子
供
の
頃
使
っ
て
い
た

古
い
人
形
や
玩
具
が
多
数
あ
り
ま
す
。

神
社
で
お
祓
い
と
申
し
ま
す
か
処
分
を

お
願
い
す
る
こ
と
は
出
来
ま
す
か
？

答　

当
社
に
は
、
焼
納
感
謝
祈
祷
が
ご

ざ
い
ま
す
。
こ
の
ご
祈
祷
は
、
古
く
な

っ
た
神
棚
や
愛
着
の
あ
る
品
、
故
人
が

生
前
大
切
に
し
て
い
た
物
等
を
焼
き
納

め
ま
す
。
屋
外
（
遙
拝
所
前
）
に
て
申

込
者
の
参
列
の
も
と
に
執
り
行
わ
れ
ま

す
。
天
候
に
も
左
右
さ
れ
ま
す
し
、
対

象
物
の
大
き
さ
・
材
質
・
量
な
ど
に
制

限
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
ご
来
社
前
に

お
電
話
に
て
確
認
頂
け
る
と
良
い
か
と

存
じ
ま
す
。

問　

初
宮
参
り
に
伺
い
た
い
と
思
い
ま

す
が
、
祈
祷
の
時
両
親
や
親
類
も
一
緒

に
拝
殿
に
入
っ
て
、
お
祓
い
を
受
け
る

こ
と
は
出
来
ま
す
か
？

答　

初
宮
祈
祷
に
限
ら
ず
、
基
本
的
に

全
て
の
御
祈
祷
に
お
い
て
、
ご
家
族
・

ご
親
族
や
お
付
き
添
い
の
方
も
拝
殿
ま

で
お
進
み
頂
け
ま
す
。
ご
く
希
で
は
あ

り
ま
す
が
、
拝
殿
の
収
容
人
数
を
超
え

る
場
合
は
、
控
え
室
で
お
待
ち
頂
く
ご

案
内
を
さ
せ
て
頂
く
こ
と
も
有
る
か
と

存
じ
ま
す
。
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平
成
二
十
五
年
に
は
第
六
十
二
回

式
年
遷
宮
が
行
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
に

向
け
て
神
宮
神
宮
で
は
数
々
の
お
祭

り
が
執
り
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

来
年
の
一
番
初
め
の
行
事
と
し
て

「
お
白
石
持
行
事
（
お
し
ら
い
し
も

ち
ぎ
ょ
う
じ
）
」
と
い
う
も
の
が
ご

ざ
い
ま
す
。
こ
の
行
事
は
、
古
く
か

ら
伊
勢
の
旧
神
領
民
が
揃
い
の
法
被

を
身
に
付
け
、
二
見
で
浜
参
宮
を
行

い
心
身
を
祓
い
清
め
、
内
宮
は
川
曳

き
で
外
宮
は
陸
曳
き
で
お
白
石
を
運

び
入
れ
、
完
成
し
た
御
正
殿
が
建
つ

御
敷
地
（
み
し
き
ち
）
に
お
白
石
を

捧
持
し
て
、
心
を
込
め
て
敷
詰
め
る

行
事
で
あ
り
ま
す
。

〜 

昇
殿
参
拝
に
つ
い
て 

〜

　

崇
敬
会
会
員
の
特
典
と
し
て
「
昇
殿

参
拝
」
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
会

員
証
の
ご
呈
示
に
よ
り
、
拝
殿
で
の
参

拝
が
許
可
さ
れ
る
も
の
で
、
こ
れ
ま
で

所
謂
「
正
式
参
拝
」
に
相
当
す
る
方
式

で
お
仕
え
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
為

相
応
し
い
身
な
り
に
て
ご
参
拝
頂
く
こ

と
が
参
拝
条
件
と
な
り
、
残
念
な
が
ら

参
拝
を
ご
遠
慮
し
て
い
た
だ
い
た
事
も

多
々
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
従
前
の
参
拝
方
式
は
「
正

式
参
拝
」
と
位
置
づ
け
、
崇
敬
会
会
員

に
よ
る
「
昇
殿
参
拝
」
の
方
式
を
変
更

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

会
員
の
皆
様
が
、
「
正
式
参
拝
」
ま
で

と
は
言
わ
ず
、
も
う
少
し
安
易
に
ご
神

前
で
の
お
参
り
が
出
来
る
よ
う
に
ご
用

意
し
た
方
式
で
あ
り
ま
す
。
具
体
的
な

流
れ
と
し
ま
し
て
は
、
社
務
所
受
付
に

会
員
証
を
ご
呈
示
に
な
り
、
神
職
或
い

は
巫
女
の
誘
導
の
も
と
に
お
進
み
頂
き

（
混
雑
時
は
控
え
室
に
て
待
機
）
、
拝

殿
に
参
入
の
後
、
正
座
に
て
二
礼
・
二

拍
手
（
祈
念
）
・
一
礼
の
作
法
に
従
い

ま
し
て
ご
参
拝
頂
き
ま
す
。
そ
の
間
、

誘
導
し
ま
し
た
者
は
、
傍
ら
に
て
見
守

ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
参
拝
終
了
後

は
速
や
か
に
拝
殿
か
ら
退
出
と
な
り
ま

す
。
従
い
ま
し
て
崇
敬
会
会
員
の
方
は
、

ご
神
前
で
の
ご
参
拝
を
希
望
さ
れ
る
日

に
神
社
社
務
所
に
お
越
し
に
な
れ
ば
、

基
本
的
に
昇
殿
参
拝
が
叶
い
ま
す
。

　

昇
殿
参
拝
に
お
け
る
参
拝
初
穂
料
は
、

特
別
に
定
め
て
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、

【
お
供
え
】
・
【
お
志
】
な
ど
ご
持
参

の
方
は
、
受
付
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

ご
神
前
に
お
供
え
い
た
し
、
参
拝
終
了

後
に
お
下
が
り
を
授
与
い
た
し
ま
す
。

　

ま
た
、
服
装
に
つ
き
ま
し
て
は
、
平

服
で
可
と
し
て
お
り
ま
す
が
、
ご
神
前

で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
神
様
に
失
礼
の

な
い
範
囲
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

但
し
「
昇
殿
参
拝
」
は
、
例
大
祭
・

お
正
月
期
間
は
お
仕
え
致
し
か
ね
ま
す
。

ま
た
土
日
祝
祭
日
等
の
混
雑
時
に
は
、

お
待
ち
頂
く
場
合
や
参
拝
が
出
来
な
い

場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
そ
の
旨
ご

承
知
置
き
頂
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

　

「
昇
殿
参
拝
」
は
、
本
年
七
月
一
日

か
ら
の
実
施
と
な
り
ま
す
。

　

多
数
の
崇
敬
会
会
員
の
皆
様
方
の
ご

参
拝
を
心
よ
り
お
待
ち
い
た
し
て
お
り

ま
す
。

　

前
々
回
に
あ
た
る
第
六
十
回
の

式
年
遷
宮
よ
り
、
全
国
の
崇
敬
者

も
「
特
別
神
領
民
」
と
し
て
ご
奉

仕
す
る
事
が
許
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
ま
た
前
回
の
お
白
石
持
ち
行

事
に
は
、
旧
神
領
民
・
特
別
神
領

民
併
せ
て
凡
そ
二
十
一
万
人
の
崇

敬
者
が
全
国
か
ら
集
い
ま
し
た
。

来
年
の
お
白
石
持
行
事
に
は
、
前

回
を
上
回
る
崇
敬
者
が
賑
々
し
く

集
う
と
予
想
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

当
神
社
崇
敬
会
と
致
し
ま
し
て

は
、
来
年
七
月
中
か
ら
八
月
末
の

間
で
の
お
白
石
持
行
事
へ
の
参
加

を
企
画
中
で
ご
ざ
い
ま
す
。

第
六
十
二
回
式
年
遷
宮

お
白
石
持
行
事

崇
敬
会 

会
員
の
皆
様
へ

お白石持行事〈 提供／神宮司庁 〉

お白石〈 撮影／永井雅和 〉
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編
集
後
記

　

今
号
は
「
神
職
へ
の
質
問
」
を
復
活

致
し
ま
し
た
。
社
報
の
感
想
・
質
問
等

ど
し
ど
し
お
寄
せ
下
さ
い
。

▼
月
次
祭

▼
農
休
み
祭

▼
西
宮
神
社
例
祭

▼
末
廣
稲
荷
神
社
例
祭

▼
長
寿
祈
願
祭

▼
崇
敬
会
大
祭

▼
新
嘗
祭

　

七
五
三
祝
い
は
、
平
安
時
代
中
頃
に

公
家
の
間
で
三
歳
か
ら
七
歳
ま
で
の
男

女
の
お
祝
い
の
儀
式
が
行
わ
れ
て
い
た

事
が
起
源
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

子
供
の
成
長
に
節
目
を
つ
け
て
そ
の

年
齢
ま
で
無
事
に
成
長
出
来
ま
し
た
事

を
大
神
様
に
感
謝
申
し
上
げ
る
と
共
に
、

今
後
の
更
な
る
お
護
り
を
お
願
い
す
る

大
切
な
お
祭
り
で
あ
り
ま
す
。

▼
七
五
三
祝
祈
祷　

 
  

十
一
月
～

▼
夏
越
大
祓

　
　
　
　
　

八
月
五
日
午
後
三
時
半

　

こ
の
神
事
は
、
半
年
の
間
に
知
ら
ず

知
ら
ず
に
受
け
犯
し
心
と
身
体
に
つ
い

た
罪
や
穢
れ
を
人
形
（
ひ
と
が
た
）
に

託
し
、
忌
み
火
に
て
焚
き
上
げ
る
お
祓

い
で
あ
り
ま
す
。

　

神
事
終
了
後
か
ら
午
後
五
時
半
頃
ま

で
茅
の
輪
く
ぐ
り
を
行
い
ま
す
の
で
、

皆
様
ご
自
由
に
輪
く
ぐ
り
を
さ
れ
、
暑

い
夏
を
健
康
に
お
過
ご
し
頂
き
た
い
と

存
じ
ま
す
。

　

ま
た
、
夏
越
大
祓
の
人
形
（
ひ
と
が

た
）
に
つ
き
ま
し
て
は
、
期
間
中
社
務

所
に
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
ご
自
由
に
お

持
ち
頂
き
、
期
日
ま
で
に
神
社
に
ご
持

参
頂
く
か
、
或
い
は
郵
送
下
さ
い
ま
す

よ
う
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

数え歳 満年齢

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

平成 平成

 22年  21年

  生まれ   生まれ

３歳

５歳

７歳

平成 ２４年 七五三　

諸 

祭 

典
（
抜
粋
）

み
く
び

　

元
々
、
男
の
子
は
三
歳
と
五
歳
、
女

の
子
は
三
歳
と
七
歳
に
て
お
祝
い
さ
れ

て
き
ま
し
た
が
、
近
年
は
男
女
共
に
三

歳
・
五
歳
・
七
歳
に
て
参
拝
さ
れ
る
方

が
多
数
お
見
え
に
な
り
、
そ
の
時
季
も

十
月
の
初
め
か
ら
十
二
月
中
頃
ま
で
と

随
分
長
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

当
神
社
で
は
、
七
五
三
の
ご
祈
祷
を

十
一
月
を
中
心
に
お
仕
え
い
た
し
て
お

り
ま
す
。
ご
家
族
お
揃
い
で
の
ご
参
拝

お
待
ち
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

芳
銘
板
撤
去
の
お
知
ら
せ

　

尚
、
芳
銘
板
に
つ
き
ま
し
て
は
、

来
年
の
左
義
長
（
一
月
十
五
日
）
に

て
お
焚
き
上
げ
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

　

当
神
社
の
正
面
大
鳥
居
を
く
ぐ
る
と
、

直
ぐ
左
手
に
注
連
縄
奉
賛
者
の
ご
芳
名

を
記
し
た
芳
銘
掲
示
板
が
設
け
て
ご
ざ

い
ま
し
た
。

　

こ
ち
ら
は
、
奉
賛
開
始
時
よ
り
凡
そ

一
年
半
に
亘
り
、
掲
げ
さ
せ
て
頂
き
ま

し
た
が
、
去
る
四
月
三
日
大
型
の
低

気
圧
に
よ
る
大
風
を
受
け
て
、
芳
銘

掲
示
板
の
支
柱
根
元
よ
り
折
れ
、
倒

壊
い
た
し
ま
し
た
。
ま
た
、
芳
名
板

も
風
雨
に
よ
り
随
分
と
痛
み
が
進
ん

で
お
り
ま
し
た
の
で
、
併
せ
て
撤
去

さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
事
を
、
ご
報
告

申
し
上
げ
ま
す
。


