
　

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
於
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
皇
后
両
陛
下
に
於
か
せ
ら
れ
ま
し
て
は
、
今
年
三
月
十
一
日
国
立

劇
場
で
東
日
本
大
震
災
五
周
年
追
悼
式
に
ご
臨
席
遊
ば
さ
れ
ま
し
た
。
ま

た
同
月
の
十
六
日
か
ら
十
八
日
に
か
け
て
福
島
・
宮
城
の
両
県
に
行
幸
啓

遊
ば
さ
れ
、
現
地
の
復
興
状
況
を
ご
視
察
に
な
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
復
興
の
渦
中
に
あ
る
四
月
十
四
日
午
後
九
時
半
、
熊
本
県
熊
本

地
方
を
中
心
と
し
た
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
六
・
五
の
前
震
が
発
生
し
、
翌
々

日
に
は
、
そ
れ
を
上
回
る
本
震
が
起
こ
り
多
大
な
被
害
を
生
み
ま
し
た
。

そ
の
後
も
相
継
ぐ
余
震
が
熊
本
・
大
分
地
方
で
群
発
し
、
被
災
地
域
に
お

け
る
避
難
所
生
活
の
長
期
化
が
懸
念
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。

　

こ
の
危
険
な
状
況
下
、
天
皇
皇
后
両
陛
下
は
強
い
ご
意
志
を
示
さ
れ
五

月
十
九
日
に
現
地
入
り
さ
れ
、
避
難
所
の
被
災
者
一
人
一
人
に
膝
を
つ
い

て
暖
か
い
励
ま
し
の
お
言
葉
を
お
か
け
に
な
り
、
一
日
も
早
い
平
穏
な
日

日
の
訪
れ
を
願
わ
れ
ま
し
た
。
私
共
は
こ
の
大
御
心
に
少
し
で
も
報
い
奉

る
こ
と
を
念
頭
に
置
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

一
方
報
道
で
は
、
阿
蘇
神
社
（
熊
本
県
）
の
被
害
状
況
が
大
き
く
取
り

上
げ
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
被
災
地
域
に
鎮
ま
る
数
多
く
の
神
社
も
同

様
で
あ
り
、
当
界
で
は
復
興
に
向
け
た
支
援
活
動
が
行
わ
れ
、
当
社
に
お

き
ま
し
て
は
、
地
震
発
生
後
の
比
較
的
早
い
時
期
に
「
被
災
神
社
復
興
義

捐
金
」
の
募
集
を
始
め
ま
し
た
と
こ
ろ
、
多
く
の
暖
か
い
お
気
持
ち
を
頂

戴
い
た
し
、
六
月
半
ば
に
神
社
包
括
団
体
を
通
じ
納
め
さ
せ
て
頂
き
ま
し

た
。
茲
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
熊
本
地
震
に
よ
り
大
切
な
ご
家
族
を
失
わ
れ

ま
し
た
ご
遺
族
の
心
が
、
一
日
も
早
く
癒
え
ま
す
こ
と
を
お
祈
り
申
し
上

げ
ま
す
と
共
に
、
負
傷
さ
れ
た
人
々
の
早
期
恢
復
と
市
街
の
復
興
を
祈
念

い
た
し
、
御
挨
拶
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

発行　御首神社社務所

http://www.mikubi.or.jp/
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祭
事
報
告

▼
年
越
大
祓

　
　
　
　
　
　
　

十
二
月
三
十
日
斎
行

　

殿
内
に
お
き
ま
し
て
宮
司
以
下
祭
員

三
名
に
て
大
祓
詞
を
奏
上
し
、
そ
の
後

拝
殿
前
に
移
動
し
、
事
前
に
皆
様
か
ら

お
預
か
り
し
ま
し
た
人
形
を
忌
み
火
に

投
じ
、
年
末
ま
で
の
半
年
間
の
罪
と
汚

れ
を
お
焚
き
上
げ
い
た
し
ま
し
た
。

▼
元
旦
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
月
一
日
斎
行

　

世
界
の
恒
久
平
和
と
国
の
隆
昌
又
、

氏
子
崇
敬
者
の
繁
栄
と
御
多
幸
を
願
い

神
社
総
代
役
員
参
列
の
も
と
恙
な
く
斎

行
さ
れ
ま
し
た
。

　

祭
典
開
始
時
刻
に
は
、
多
く
の
参
拝

者
が
拝
殿
前
に
列
を
な
し
、
我
先
に
と

鈴
を
鳴
ら
し
、
静
か
に
手
を
合
わ
せ
て

お
参
り
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。

▼
左
義
長

　
　
　
　
　
　
　
　

一
月
十
五
日
斎
行

　

左
義
長
は
、
昨
年
一
年
間
に
亘
り
ご

守
護
頂
き
ま
し
た
ご
神
符
や
御
守
を
初

め
、
注
連
縄
（
し
め
な
わ
）
や
正
月
飾

り
の
類
に
至
る
ま
で
、
感
謝
の
祈
り
と

共
に
お
焚
き
上
げ
す
る
神
事
で
す
。

　

当
日
は
多
く
の
参
拝
者
が
見
守
る
中

で
神
事
が
行
わ
れ
、
境
内
に
作
ら
れ
た

火
炉
に
て
お
焚
き
上
げ
致
し
ま
し
た
。

焚
き
上
げ
の
終
了
す
る
正
午
頃
ま
で
正

月
飾
り
を
お
持
ち
に
な
る
参
拝
者
で
賑

わ
っ
て
お
り
ま
し
た
。

▼
浄
火
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
月
三
日
斎
行

　

ご
祈
祷
の
際
に
ご
神
前
に
奉
ら
れ
ま

し
た
金
幣
串
や
、
自
宅
の
神
棚
等
で
祀

ら
れ
ま
し
た
紅
白
串
、
祈
願
奉
納
さ
れ

ま
し
た
絵
馬
・
帽
子
の
お
焚
き
上
げ
を

い
た
し
ま
し
た
。

　

焚
き
上
げ
の
最
中
は
、
神
職
ら
に
よ

る
大
祓
詞
が
奏
上
さ
れ
、
火
炉
の
周
り

で
は
、
氏
子
区
域
か
ら
選
出
さ
れ
ま
し

た
厄
男
が
、
「
氏
名　

心
願
成
就
」
と

連
呼
し
、
祈
願
絵
馬
と
金
幣
串
を
次
々

と
火
炉
に
く
べ
ま
し
た
。

　

当
日
、
左
義
長
（
ど
ん
と
焼
）
と
同

様
に
、
注
連
縄
・
し
め
飾
り
を
お
持
ち

に
な
る
参
拝
者
が
お
み
え
で
し
た
の
で
、

左
義
長
と
は
異
な
る
神
事
の
為
、
そ
れ

ら
の
お
焚
き
上
げ
が
出
来
な
い
旨
を
ご

案
内
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
快
く
解
し
て

戴
く
こ
と
が
で
き
安
堵
い
た
し
ま
し
た
。

　

参
道
脇
で
は
、
敬
神
婦
人
会
の
ご
助

成
に
て
毎
年
恒
例
の
甘
酒
が
振
る
舞
わ

れ
、
ご
参
拝
の
皆
様
は
生
姜
の
き
い
た

甘
酒
で
体
を
暖
め
て
お
み
え
で
し
た
。

　

ま
た
、
ご
家
庭
で
不
要
に
な
り
ま

し
た
帽
子
の
焚
き
上
げ
に
多
く
の
方

が
ご
参
拝
に
な
り
ま
し
た
。

▼
祈
年
祭

　
　
　
　
　
　
　

二
月
十
一
日
斎
行

　

「
と
し
ご
ひ
の
ま
つ
り
」
と
も
呼

ば
れ
、
三
大
祭
の
内
の
一
つ
で
、
大

切
な
お
祭
り
で
あ
り
ま
す
。
今
年
一

年
の
五
穀
（
米
・
麦
・
粟
・
豆
・
黍
）

の
豊
穣
を
祈
願
す
る
祭
典
で
、
氏
子

総
代
が
参
列
の
も
と
厳
粛
に
斎
行
い

た
し
ま
し
た
。

▼
鍬
山
神
社
（
境
内
社
）
例
祭

　
　
　
　
　
　
　

三
月
十
七
日
斎
行

　

伊
勢
神
宮
の
外
宮
（
豊
受
大
神
）

を
お
祀
り
し
、
社
殿
は
本
殿
北
東
に

ご
鎮
座
さ
れ
ま
す
。

　

例
祭
は
、
宮
司
以
下
祭
員
に
て
粛

々
と
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。

〈 忌み火 にてお焚き上げ〉

〈 宮司玉串奉奠 〉

〈 炊き上げ最中 〉

（
十
二
月
〜
六
月
）

〈  宮司祝詞奏上  〉
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▼
例
大
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
月
二
日
斎
行

　

本
年
は
、
満
開
の
桜
風
情
、
澄
み
渡

る
青
い
空
に
恵
ま
れ
、
多
く
の
参
拝
者

が
見
守
る
中
、
左
の
通
り
盛
大
に
且
つ

厳
粛
に
例
大
祭
が
斎
行
さ
れ
た
。

　

【
当
日
の
流
れ
】

・
七
時　
　
　

社
殿
装
飾

・
八
時　
　
　

朝
拝

　
　
　
　
　
　

日
供
祭

　
　
　
　
　
　

発
輿
祭
（
出
発
）

・
十
二
時　
　

神
輿
還
幸
（
帰
着
）

・
十
三
時　
　

演
芸
奉
納

〈 修祓 〉

▼
南
宮
神
社
（
相
殿
社
）
例
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
月
四
日
斎
行

　

本
殿
の
相
殿
社
（
東
）
に
鎮
ま
り
座

す
、
南
宮
神
社
（
御
祭
神
は
南
宮
大
社

よ
り
御
分
霊
を
戴
い
た
金
山
彦
大
神
）

の
例
祭
が
恙
無
く
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。

▼
お
田
植
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
月
八
日
斎
行

　

境
内
に
作
ら
れ
た
神
饌
田
前
に
て
斎

行
。
神
事
の
後
、
宮
司
の
手
に
よ
り
早

苗
が
神
饌
田
に
次
々
と
植
え
付
け
ら
れ

ま
し
た
。

▼
農
休
祭

　
　
　
　
　
　
　
　

六
月
十
二
日
斎
行

　

当
社
を
は
じ
め
氏
子
地
域
の
お
田
植

え
が
無
事
に
終
了
し
た
事
に
感
謝
を
申

し
上
げ
、
風
雨
の
災
い
や
害
虫
被
害
な

ど
に
遭
う
こ
と
な
く
、
無
事
に
秋
の
収

穫
が
迎
え
ら
れ
る
よ
う
に
願
わ
れ
た
。

▼
月
次
祭

　

毎
月
、
一
日
と
二
十
日
に
斎
行
致
し

ま
し
た
。　

  

（
一
月
は
二
十
日
の
み
）

　

大
垣
市
立
静
里
小
学
校
の
三
年
生

の
皆
さ
ん
が
、
「
総
合
学
習
」
の
一

環
と
し
て
地
域
の
文
化
に
触
れ
る
た

め
、
五
月
十
二
日
に
神
社
に
集
い
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
行
事
は
八
年
程
前
か
ら
始
ま

り
、
当
社
の
歴
史
や
由
来
・
役
割
等

に
つ
い
て
説
明
を
し
ま
し
て
、
続
い

て
生
徒
さ
ん
か
ら
の
質
問
に
お
答
え

す
る
勉
強
会
で
す
。

　

毎
年
、
ビ
ッ
ク
リ
す
る
よ
う
な
質

問
が
あ
っ
た
り
と
楽
し
み
に
し
て
お

り
ま
す
。
生
徒
さ
ん
達
が
目
を
輝
か

せ
て
熱
心
に
メ
モ
を
と
る
姿
は
と
て

も
素
晴
ら
し
い
で
す
。

　

神
職
も
そ
れ
に
応
え
る
よ
う
に
丁

寧
に
お
話
し
て
ま
す
。

社 

会 

見 

学

〈 境内にて 〉

　

・
十
四
時
半　
　

打
ち
囃
子
奉
納

　

・
十
五
時　
　
　

例
大
祭

・
十
九
時　
　
　

本
楽
祭

〈 舞楽奉納 〉 〈 祝詞奏上 〉 〈 打ち囃子の様子 〉

〈 神輿巡幸 〉〈 特設舞台前 〉

〈 拝殿前 〉
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神
社
に
つ
い
て
　
　
　
『 

狛
犬 

』

現
し
、
そ
の
力
で
邪
気
を
祓
う
と
さ
れ
、

ご
神
前
の
守
護
を
担
っ
て
い
る
と
伝
わ

り
ま
す
。
ま
た
、
一
方
が
口
を
開
け
、

も
う
一
方
が
閉
じ
て
い
る
造
り
は
、
そ

れ
ぞ
れ
阿
（
阿
形
【
あ
ぎ
ょ
う
】
）
・

吽
（
吽
形
【
う
ん
ぎ
ょ
う
】
）
を
現
す

と
一
説
に
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　

さ
て
、
そ
の
起
源
は
エ
ジ
プ
ト
や
イ

ン
ド
に
あ
る
と
説
か
れ
、
神
域
や
仏
を

守
る
多
様
な
偶
像
が
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を

通
り
、
中
国
（
唐
代
）
朝
鮮
半
島
を
経

由
し
て
当
国
に
伝
来
し
た
の
で
は
な
い

か
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

伝
来
当
初
狛
犬
は
、
宮
中
殿
内
で
神

殿
を
守
護
す
る
獣
像
（
神
殿
狛
犬
）
と

し
て
配
置
さ
れ
そ
の
後
、
宮
中
と
関
わ

り
の
深
い
神
社
に
伝
わ
り
更
に
時
を
経

て
一
般
の
神
社
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
さ
れ
ま
す
。
因
み
に
日
本
最
古

の
国
産
狛
犬
（
石
製
）
は
、
籠
神
社
の

狛
犬
【
重
要
文
化
財
】
で
鎌
倉
時
代
と

も
安
土
桃
山
時
代
作
と
も
伝
わ
り
ま
す
。

　

狛
犬
の
普
及
に
伴
い
、
多
く
の
匠
た

ち
が
狛
犬
の
製
作
に
あ
た
っ
た
の
で
す

が
、
実
像
を
観
る
こ
と
も
な
く
造
る
事

も
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

現
代
で
は
、
獅
子
の
像
一
対
で
狛
犬

御
首
神
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

 

神
職
へ
の
質 

問
Ｑ
＆
Ａ

問　

一
冊
の
御
朱
印
帳
の
中
に
、
お

寺
と
神
社
を
一
緒
に
戴
い
て
も
良
い

の
で
し
ょ
う
か
？
ま
た
、
お
参
り
は

御
朱
印
を
戴
く
前
に
済
ま
せ
て
お
く

べ
き
で
し
ょ
う
か
？

答　

当
社
で
も
寺
院
・
神
社
と
一
冊

の
御
朱
印
帳
で
参
拝
さ
れ
る
方
を
多

く
見
受
け
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
御
朱

印
帳
を
拝
見
し
て
、
お
断
り
す
る
事

は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
可
能
で
あ
れ

ば
寺
院
用
・
神
社
用
と
お
分
け
に
な

ら
れ
た
方
が
丁
寧
で
失
礼
の
無
い
御

朱
印
集
め
に
通
じ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

参
拝
に
関
し
て
は
、
先
に
お
参
り

を
し
て
か
ら
と
い
う
流
れ
が
定
着
し

つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
先

に
御
朱
印
帳
を
お
願
い
し
て
、
参
拝

の
後
に
受
け
取
る
形
で
も
問
題
ご
ざ

い
ま
せ
ん
。
後
者
の
方
が
ス
ム
ー
ズ

な
場
合
も
有
る
か
と
思
い
ま
す
。

纏
め　

御
朱
印
集
め
を
嗜
ま
れ
る
方

が
増
え
て
き
て
い
る
昨
今
、
御
朱
印

を
受
け
る
行
い
と
、
参
拝
す
る
機
会

に
恵
ま
れ
た
事
に
感
謝
の
念
を
抱
か

れ
、
参
詣
の
印
（
し
る
し
）
を
大
切

に
し
て
頂
き
た
い
も
の
で
す
。

と
称
し
て
お
り
ま
す
が
、
両
方
と
も
獅

子
像
で
あ
っ
た
り
、
片
方
は
ラ
イ
オ
ン

を
模
し
た
獅
子
像
、
も
う
一
方
は
想
像

か
ら
造
ら
れ
た
角
の
あ
る
像
を
配
置
し

て
い
た
り
、
「
コ
マ
イ
ヌ
」
の
名
の
通

り
、
犬
そ
っ
く
り
の
姿
を
し
た
狛
犬
も

存
在
し
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
神
社
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
御
祭

神
に
と
て
も
縁
の
あ
る
動
物
像
（
牛
﹇

天
満
宮
﹈
・
狐
﹇
稲
荷
神
社
﹈
鹿
﹇
春

日
大
社
﹈
な
ど
）
が
配
置
さ
れ
て
い
る

場
合
も
多
数
ご
ざ
い
ま
す
。

　

狛
犬
の
形
状
と
表
情
は
神
社
或
い
は

地
域
に
よ
っ
て
実
に
様
々
で
す
。
各
地

の
神
社
を
訪
れ
た
際
に
は
、
是
非
そ
の

神
社
の
狛
犬
を
じ
っ
く
り
ご
覧
に
な
ら

れ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。
新
し
い
発

見
に
出
会
う
の
も
神
社
巡
り
の
醍
醐
味

の
一
つ
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

　

神
社
の
境
内
に
は
狛
犬
が
あ
り
、
殆

ど
が
左
右
一
対
で
向
き
合
う
形
、
ま
た

は
社
殿
に
対
し
て
背
を
向
け
、
参
拝
者

と
向
き
合
う
よ
う
に
置
か
れ
て
い
る
こ

と
が
多
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
狛
犬
が
神
社
に
置
か
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
平
安
時
代
の
終
わ

り
頃
と
さ
れ
、
私
た
ち
が
目
に
す
る
狛

犬
と
は
獅
子
（
ラ
イ
オ
ン
）
に
似
た
特

徴
を
持
つ
想
像
上
の
霊
獣
（
狛
犬
）
で

す
。
ま
た
、
初
期
の
頃
の
狛
犬
は
建
物

内
に
安
置
さ
れ
て
い
た
た
め
、
神
仏
像

と
同
じ
く
木
製
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、

中
に
は
陶
製
の
物
や
金
属
製
の
狛
犬
も

製
作
さ
れ
た
よ
う
で
す
。

　

「
狛
犬
」
は
、
一
説
に
百
獣
の
王
を

〈 東側 〉

〈 西側 〉
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祭
事
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

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
〜

崇
敬
会
入
会
の
ご
案
内

会
員
の
種
類
と
年
会
費

会
員
の
特
典
　(

抜
粋)

 

〈
お
問
い
合
せ
先
〉

　

 

神
社
社
務
所
ま
で

　

 

〇
五
八
四
―

九
一
―

三
七
〇
〇

▼
西
宮
神
社
（
相
殿
社
）
例
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
月
十
七
日

　

兵
庫
県
の
西
宮
神
社
よ
り
御
分
霊
を

戴
き
、
本
殿
の
相
殿
（
西
）
に
鎮
ま
り

坐
す
蛭
子
命
の
例
祭
に
な
り
ま
す
。

▼
末
廣
稲
荷
神
社
例
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
月
七
日

　

境
内
の
北
東
に
ご
鎮
座
の
末
廣
稲
荷

神
社
の
例
祭
で
す
。
こ
の
神
社
は
戦
後

ま
も
な
い
昭
和
二
十
六
年
に
京
都
の
伏

見
稲
荷
神
社
か
ら
の
御
分
霊
を
お
祀
り

申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。

　

毎
年
例
祭
に
合
わ
せ
て
氏
子
地
域
の

子
ど
も
達
が
、
行
灯
に
貼
る
絵
を
心
を

込
め
描
き
奉
納
さ
れ
ま
し
た
行
灯
は
、

末
廣
稲
荷
神
社
参
道
に
掲
げ
ら
れ
、
例

祭
を
華
や
か
に
彩
り
ま
す
。

▼
夏
越
大
祓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
月
七
日

　

古
来
よ
り
「
水
無
月
の
夏
越
の
祓
え

す
る
人
は
千
歳
の
命
延
と
言
う
な
り
」

と
詠
わ
れ
て
お
り
ま
す
夏
越
大
祓
は
、

半
年
間
の
内
に
知
ら
ず
知
ら
ず
に
受
け

犯
し
て
し
ま
っ
て
い
る
罪
と
穢
（
け
が

れ
）
れ
を
紙
で
出
来
た
人
形
（
ひ
と
が

た
）
に
託
し
て
、
忌
み
火
に
て
お
焚
き

上
げ
し
、
年
末
ま
で
を
無
事
健
康
に
暮

ら
せ
ま
す
よ
う
に
と
、
半
年
に
一
度
執

り
行
う
神
事
で
す
。

　

神
事
で
は
、
神
職
に
よ
り
大
祓
詞
が

奏
上
さ
れ
、
祓
え
つ
物
を
八
つ
に
切
り

裂
い
て
、
人
形
の
お
焚
き
上
げ
を
行
っ

た
後
に
「
茅
の
輪
く
ぐ
り
神
事
」
が
行

わ
れ
ま
す
。
季
節
柄
暑
い
時
期
で
は
ご

ざ
い
ま
す
が
、
多
く
の
皆
様
の
ご
参
列

を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

〈 末廣稲荷神社参道 〉

〈 左：申込封筒・右：人形 〉

（
七
月
〜
十
月
）

〈 茅の輪くぐり神事 〉

　

人
形
（
ひ
と
が
た
）
と
申
込
封
筒
は

社
頭
に
ご
用
意
い
た
し
て
お
り
ま
す
の

で
、
必
要
事
項
を
ご
記
入
の
上
、
身
体

を
撫
で
息
を
吹
き
か
け
、
申
込
封
筒
に

お
志
し
と
共
に
納
め
、
社
務
所
に
お
申

し
込
み
下
さ
い
。
（
右
写
真
）
ご
不
明

の
点
は
社
務
所
に
て
お
尋
ね
下
さ
い
。

▼
長
寿
祈
願
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
月
十
五
日

　

当
社
の
鎮
座
し
ま
す
宇
留
生
地
区
の

ご
長
寿
の
皆
様
（
宇
留
生
長
寿
会
の
皆

様
）
を
お
招
き
し
、
健
康
で
あ
る
こ
と

へ
の
感
謝
は
元
よ
り
、
今
後
の
更
な
る

ご
健
康
と
ご
長
寿
を
祈
願
い
た
し
ま
す
。

▼
神
明
神
社
（
境
内
社
）
例
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
月
十
七
日

　

天
照
大
御
神
を
お
祀
り
す
る
神
社
の

例
祭
で
す
。
お
社
は
本
殿
の
北
西
に
鎮

座
し
て
お
り
ま
す
。
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▼
崇
敬
会
大
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
一
月
三
日

　

一
年
に
一
度
、
崇
敬
会
会
員
の
為
の

大
祭
で
す
。
皆
様
の
無
病
息
災
や
家
内

安
全
、
子
孫
繁
栄
を
祈
願
い
た
し
ま
す
。

　

当
日
は
県
内
外
か
ら
会
員
の
方
が
多

数
お
見
え
に
な
り
、
ご
参
列
の
会
員
の

お
名
前
が
ご
神
前
に
て
報
告
さ
れ
ま
す
。

▼
新
嘗
祭

　
　
　
　
　
　
　
　

十
一
月
二
十
三
日

　

秋
の
稔
り
に
感
謝
申
し
上
げ
、
当
社

の
神
饌
田
で
収
穫
さ
れ
る
お
初
穂
が
ご

神
前
に
お
供
え
さ
れ
ま
す
。
初
物
を
神

様
に
食
し
て
頂
き
、
皇
室
の
御
安
泰
国

家
の
安
寧
を
祈
願
い
た
し
ま
す
。

　

尚
、
こ
の
初
穂
は
ご
祈
祷
の
お
下
が

り
と
し
て
授
与
し
て
お
り
ま
す
。

▼
七
五
三
祈
祷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
一
月
中

　

七
五
三
の
お
祝
い
は
、
平
安
時
代
の

頃
よ
り
公
家
の
間
で
、
三
歳
か
ら
七
歳

位
に
か
け
て
男
女
の
祝
い
の
儀
式
が
行

わ
れ
て
来
た
事
が
始
ま
り
と
言
わ
れ
て

お
り
ま
す
。
現
在
で
は
三
歳
・
五
歳
・

七
歳
と
言
う
成
長
の
節
目
に
神
社
へ
参

拝
し
、
こ
れ
ま
で
の
無
事
成
長
を
感
謝

し
、
こ
れ
か
ら
先
の
健
や
か
な
成
長
を

願
う
儀
式
と
し
て
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

一
般
的
に
七
五
三
の
お
参
り
と
申
し

ま
す
と
、
十
一
月
十
五
日
に
行
わ
れ
ま

す
。
そ
の
期
日
の
起
源
に
つ
き
ま
し
て

は
諸
説
ご
ざ
い
ま
す
が
、
江
戸
時
代
に

五
代
将
軍
徳
川
綱
吉
が
長
男
の
徳
松
の

成
長
を
願
っ
て
氏
神
様
へ
お
参
り
し
た

の
が
、
十
一
月
十
五
日
で
あ
っ
た
と
さ

れ
、
そ
の
後
広
く
庶
民
に
広
が
っ
た
と

伝
わ
り
ま
す
。

  

末
廣
稲
荷
神
社

　   

参
道
幟  

募
集
中

（
食
物
）
の
神
様
で
あ
り
、
命
を
育

む
上
で
最
も
大
切
で
あ
り
ま
し
て
、

家
内
安
全
・
商
売
繁
盛
・
健
康
・
子

孫
繁
栄
に
繋
が
っ
て
い
き
ま
す
。

　

幟
を
奉
納
さ
れ
る
方
の
中
に
は
、

「
家
族
が
食
に
困
ら
ず
に
元
気
で
暮

ら
せ
ま
す
よ
う
に
」
と
お
っ
し
ゃ
る

方
や
、
ま
た
誕
生
記
念
な
ど
の
慶
事

の
節
目
節
目
に
奉
納
に
な
る
方
も
多

く
お
見
え
で
す
。

　

八
月
取
替
予
定
の
幟
の
申
込
に
は

ま
だ
余
裕
が
ご
ざ
い
ま
す
で
（
記
事

作
成
時
）
、
奉
納
ご
希
望
の
方
は
社

務
所
ま
で
お
申
込
下
さ
い
。
先
着
順

に
て
受
付
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

　

年
齢
に
つ
い
て
は
、
三
歳
ま
で
男
女

共
に
髪
を
剃
る
習
慣
が
あ
り
、
三
歳
に

な
る
と
髪
を
伸
ば
し
始
め
る
の
で
、
三

歳
の
七
五
三
を
「
髪
置
き
の
儀
」
と
称

し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
男
児
が
五
歳
に
な
る
と
袴
を

履
き
始
め
る
と
し
、
五
歳
の
七
五
三
を

「
袴
着
の
儀
」
と
呼
び
ま
し
た
。
そ
し

て
、
女
児
が
七
歳
に
な
る
と
、
子
供
用

の
帯
か
ら
大
人
用
の
帯
を
着
用
す
る
と

し
、
七
歳
の
七
五
三
を
「
帯
解
き
の
儀
」

と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

近
年
で
は
数
え
歳
・
満
年
齢
関
係
無

く
、
男
女
共
に
三
歳
・
五
歳
・
七
歳
の

各
歳
に
ご
参
拝
に
な
り
、
ご
祈
祷
を
受

け
ら
れ
る
方
が
大
変
多
く
な
り
ま
し
た
。

当
神
社
で
は
、
七
五
三
の
ご
祈
祷
を
十

月
か
ら
年
末
に
か
け
て
随
時
お
仕
え
い

た
し
て
お
り
ま
す
。

数え歳 満年齢

平成 平成

 22年  21年
  生まれ   生まれ

平成 平成

 24年  23年
  生まれ   生まれ

平成 平成

 26年  25年
  生まれ   生まれ

３歳

５歳

７歳

平成２８年 七五三

  

御
首

平成28年6月20日

   
祭
事
案
内
（ 

十
一
月 

）

　

「
神
社
に
つ
い
て
」
と
題
し
ま
し
て

　

特
集
し
て
お
り
ま
す
が
、
特
筆
希
望

　

な
ど
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
お
気
軽
に

　

お
寄
せ
下
さ
い
。

編
集
後
記

　

末
廣
稲
荷
神
社
参
道
の
朱
色
の
幟
旗

は
、
毎
年
末
廣
稲
荷
神
社
例
祭
（
八
月

）
と
お
正
月
に
新
調
し
ま
す
。
ご
奉
納

頂
き
ま
し
た
幟
は
、
約
半
年
間
に
亘
り

参
道
に
掲
揚
さ
れ
ま
す
。

　

お
稲
荷
さ
ん
と
聞
き
ま
す
と
、
「
商

売
繁
盛
」
を
連
想
さ
れ
ま
す
が
、
穀
物


