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御 

挨 

拶

　

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
。

　

昨
年
八
月
八
日
に
、
天
皇
陛
下
に
お
か
せ
ら
れ
ま
し
て
は
「
象
徴
と
し

て
の
お
務
め
に
つ
い
て
」
の
お
言
葉
を
国
民
に
向
け
て
お
述
べ
に
な
ら
れ

て
よ
り
、
国
と
し
て
天
皇
陛
下
の
ご
意
向
を
真
摯
に
受
け
止
め
、
閣
議
を

経
て
先
般
の
国
会
に
て
「
天
皇
の
退
位
等
に
関
す
る
皇
室
典
範
特
例
法
」

が
決
議
さ
れ
、
こ
の
日
よ
り
三
年
以
内
の
施
行
が
確
立
し
ま
し
た
。

　

思
い
起
こ
す
に
、
お
言
葉
の
む
す
び
に
は
「
我
が
国
の
長
い
天
皇
の
歴

史
を
改
め
て
振
り
返
り
つ
つ
（
中
略
）
ど
の
よ
う
な
時
に
も
国
民
と
共
に

あ
り
（
中
略
）
象
徴
天
皇
の
務
め
が
常
に
途
切
れ
る
こ
と
な
く
、
安
定
的

に
続
い
て
い
く
こ
と
を
ひ
と
え
に
念
じ
」
と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
私
共
国

民
は
こ
れ
ま
で
の
慈
悲
溢
れ
る
大
御
心
と
御
聖
徳
を
再
び
思
い
起
こ
し
、

今
一
度
長
い
歴
史
を
真
剣
に
学
び
直
し
、
恐
れ
多
く
も
陛
下
と
共
に
そ
の

時
を
迎
え
る
の
が
望
ま
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
私
は
今
も
尚
「
陛
下
に
は
今
後
と
も
幾
久
し
く
御
在

位
い
た
だ
け
れ
ば
、
こ
れ
以
上
あ
り
が
た
く
幸
せ
な
こ
と
は
な
い
」
の
想

い
で
一
杯
で
あ
り
、
恐
ら
く
多
く
の
国
民
も
陛
下
の
お
言
葉
を
拝
聴
す
る

ま
で
は
、
等
し
く
懐
い
て
い
た
想
い
で
あ
り
、
今
も
心
の
奥
底
に
共
有
さ

れ
て
い
る
想
い
で
あ
る
と
信
じ
て
疑
い
ま
せ
ん
。

　

時
は
同
じ
く
秋
篠
宮
家
の
ご
長
女
、
眞
子
内
親
王
殿
下
の
ご
婚
約
の
朗

報
が
報
道
機
関
よ
り
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
突
然
の
ご
発
表
に
驚
く
と
共
に
、

一
国
民
と
致
し
ま
し
て
は
こ
の
上
な
い
喜
び
と
謹
ん
で
お
祝
い
申
し
上
げ

ま
す
。
今
後
益
々
の
皇
室
の
弥
栄
を
ご
祈
念
申
し
上
げ
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　

さ
て
、
五
月
二
十
七
日
御
首
神
社
崇
敬
会
の
伊
勢
神
宮
参
拝
研
修
旅
行

が
催
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
数
年
参
加
人
数
が
伸
び
悩
ん
で
お
り
ま
し
た

が
、
本
年
は
頗
る
参
加
人
数
が
伸
び
、
バ
ス
二
台
で
の
研
修
旅
行
と
な
り
、

ご
理
解
ご
参
加
下
さ
い
ま
し
た
会
員
の
皆
様
に
は
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
と

共
に
、
今
後
末
永
く
崇
敬
会
活
動
並
び
に
崇
敬
会
の
発
展
に
ご
尽
力
賜
り

ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

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

ま
し
て
、
御
挨
拶
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

三  

浦　

篤

宮  

司



（２）御 首 神 社 社 報

祭
事
報
告

▼
年
越
大
祓

　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
二
月
三
十
日

　

毎
年
二
回
行
わ
れ
る
大
祓
神
事
の
後

期
分
に
あ
た
り
ま
す
。
先
ず
は
殿
内
に

お
き
ま
し
て
宮
司
以
下
祭
員
に
て
大
祓

を
奏
上
、
続
い
て
拝
殿
前
に
移
動
し
、

皆
様
が
知
ら
ず
知
ら
ず
受
け
犯
し
た
罪

穢
れ
を
託
さ
れ
ま
し
た
人
形
を
忌
み
火

に
て
丁
重
に
お
焚
き
上
げ
致
し
ま
し
た
。

▼
元
旦
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
月
一
日

　

一
年
で
一
番
初
め
に
行
わ
れ
る
祭
典

で
す
。
国
の
隆
昌
と
世
界
の
恒
久
平
和

を
願
い
厳
粛
に
斎
行
致
し
ま
し
た
。

　

境
内
で
は
、
拝
殿
前
に
続
く
参
道
が

初
詣
に
お
見
え
の
崇
敬
者
で
埋
め
尽
く

さ
れ
賑
わ
っ
て
お
り
ま
し
た
。

▼
左
義
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
月
十
五
日

　

本
年
の
左
義
長
は
、
前
日
夜
半
か
ら

の
降
雪
の
た
め
、
早
朝
か
ら
氏
子
総
代

役
員
総
出
に
て
祭
場
の
雪
か
き
を
行
い
、

定
刻
に
雪
の
降
る
中
で
は
あ
り
ま
し
た

が
無
事
斎
行
さ
れ
た
。

　

火
炉
の
中
に
は
、
昨
年
一
年
間
に
亘

り
ご
守
護
戴
き
ま
し
た
御
神
符
や
御
守

・
注
連
縄
（
し
め
な
わ
）
や
正
月
飾
り

の
類
が
納
め
ら
れ
て
お
り
、
感
謝
の
祈

り
と
共
に
お
焚
き
上
げ
致
し
ま
し
た
。

　

当
日
は
終
日
雪
が
チ
ラ
ホ
ラ
舞
っ
て

お
り
ま
し
た
が
、
一
年
に
一
度
の
お
焚

き
上
げ
の
機
会
と
あ
っ
て
、
多
く
の
参

拝
者
が
お
見
え
に
な
り
、
境
内
は
と
て

も
賑
や
か
で
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
予

定
通
り
正
午
過
ぎ
に
は
無
事
お
焚
き
上

げ
を
納
め
る
事
が
で
き
ま
し
た
。

▼
浄
火
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
月
三
日

　

ご
祈
祷
を
お
受
け
に
な
ら
れ
た
方
々

が
、
ご
神
前
に
捧
げ
ら
れ
ま
し
た
金
幣

串
や
ご
自
宅
の
神
棚
等
に
奉
ら
れ
ま
し

た
祈
祷
神
璽
（
き
と
う
し
ん
じ
）
や
紅

白
串
を
始
め
皆
様
が
祈
願
奉
納
さ
れ
ま

し
た
絵
馬
や
帽
子
は
、
諸
願
成
就
を
願

い
お
焚
き
上
げ
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
な
が
ら
祈
願
絵
馬
と
金
幣
串
を

次
々
と
火
炉
に
く
べ
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
冷
え
き
っ
た
体
を
暖
め
て
お
み

え
で
し
た
。

▼
祈
年
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
月
十
一
日

　

「
と
し
ご
ひ
の
ま
つ
り
」
と
も
言

わ
れ
、
三
大
祭
（
例
祭
・
祈
年
祭
・

新
嘗
祭
）
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
ま
す
。

今
年
の
五
穀
（
米
・
麦
・
粟
・
豆
・

稗
）
豊
穣
を
祈
る
と
共
に
、
皇
室
の

ご
安
泰
を
祈
り
奉
り
、
あ
ら
ゆ
る
産

業
・
工
業
の
発
展
と
国
家
の
無
事
安

泰
を
願
い
ま
し
た
。

▼
鍬
山
神
社
例
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
月
十
七
日

　

当
社
の
境
内
社
と
し
て
本
殿
の
北

東
に
、
伊
勢
神
宮
の
外
宮
（
豊
受
大

神
）
を
お
祀
り
し
て
お
り
ま
す
。

　

当
日
は
、
予
定
通
り
宮
司
以
下
祭

員
二
名
に
て
滞
り
な
く
お
仕
え
い
た

し
ま
し
た
。

〈 祝詞奏上〉

〈 雪の中の参進 〉

〈 手前：厄男　奥：神職 〉

（
十
二
月
〜
六
月
）

〈  焚き上げ中  〉
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▼
例
大
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
月
二
日

　

本
年
の
例
大
祭
は
、
桜
こ
そ
咲
き
初

め
で
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
陽
射
し
は
穏

や
か
で
風
も
な
く
、
と
て
も
過
ご
し
や

す
い
良
き
日
と
な
り
ま
し
た
。

　

午
前
八
時
頃
か
ら
境
内
に
は
、
お
神

輿
を
担
ぐ
子
供
達
が
揃
い
の
法
被
姿
で

賑
々
し
く
集
い
、
拝
殿
前
に
て
子
供
神

輿
の
発
輿
祭
が
済
み
ま
す
と
、
子
供
達

は
ソ
レ
ッ
と
言
わ
ん
ば
か
り
に
「
わ
っ

し
ょ
い
、
わ
っ
し
ょ
い
」
と
活
気
に
満

ち
た
掛
け
声
を
氏
子
区
域
町
内
に
響
か

せ
な
が
ら
練
り
歩
き
ま
し
た
。

▼
お
田
植
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
月
六
日

　

境
内
の
手
水
舎
の
南
側
に
あ
る
神

饌
田
前
に
て
、
神
事
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
そ
の
後
、
宮
司
自
ら
早
苗
の
植

え
付
け
を
い
た
し
ま
し
た
。

　

こ
の
神
饌
田
か
ら
収
穫
さ
れ
ま
す

初
穂
は
、
十
一
月
二
十
三
日
の
新
嘗

祭
に
ご
神
前
に
供
え
ら
れ
た
後
に
、

ご
祈
祷
の
お
下
が
り
と
し
て
皆
様
に

お
頒
ち
し
て
お
り
ま
す
。

▼
農
休
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
月
十
八
日

　

当
地
方
で
六
月
中
旬
か
ら
七
月
初

旬
に
掛
け
て
多
く
見
ら
れ
る
神
事
で
、

田
植
え
が
無
事
に
済
み
ま
し
た
事
へ

の
感
謝
と
、
今
後
の
稲
の
無
事
成
長

を
願
い
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

▼
月
次
祭

　
　
　
　
　
　

毎
月
一
日
・
二
十
日

〈 献饌（御供物を供えます） 〉

　

午
後
に
は
、
境
内
の
特
設
舞
台
で
歌

謡
シ
ョ
ー
や
手
品
な
ど
が
次
々
と
催
さ

れ
、
例
大
祭
開
始
間
際
に
は
、
氏
子
区

域
の
子
供
た
ち
に
よ
る
「
打
ち
囃
子
」

が
披
露
さ
れ
、
ご
参
拝
の
皆
様
は
楽
し

そ
う
に
聞
き
入
っ
て
み
え
ま
し
た
。

　

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
な
く
神
事
が
進
め

ら
れ
る
中
、
楽
人
に
よ
る
雅
楽
に
合
わ

せ
、
舞
楽
「
蘭
陵
王
」
も
奉
納
さ
れ
優

雅
に
し
て
厳
か
に
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。

〈 打ち囃子の様子 〉

〈 発輿祭 〉〈 御神輿巡幸中 〉

　

日
も
暮
れ
境
内
も
鎮
ま
り
か
け
た
午

後
六
半
過
ぎ
に
は
、
打
ち
囃
子
の
法
被

を
ま
と
う
子
供
ら
が
、
町
内
の
外
れ
か

ら
隊
列
を
組
ん
で
、
太
鼓
・
拍
子
木
・

笛
の
音
色
を
辺
り
に
響
か
せ
乍
ら
当
社

に
向
か
い
ま
す
。
そ
の
頃
境
内
一
円
に

は
、
昔
な
が
ら
の
提
灯
に
柔
ら
か
な
ロ

ウ
ソ
ク
の
灯
火
が
い
く
つ
も
灯
り
、
幻

想
的
な
雰
囲
気
の
中
に
子
供
達
を
迎
え

入
れ
ま
す
。
到
着
後
、
早
速
拝
殿
前
に

て
「
打
ち
囃
子
」
が
奉
納
さ
れ
、
続
い

て
代
表
者
に
併
せ
て
拝
礼
を
行
い
無
事

に
本
楽
祭
を
納
め
る
こ
と
が
出
来
、
祭

の
終
演
と
共
に
灯
火
は
ゆ
っ
く
り
と
闇

に
の
ま
れ
、
日
常
に
も
ど
っ
て
行
く
よ

う
に
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

▼
南
宮
神
社
例
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
月
四
日

　

本
殿
の
相
殿
社
（
正
面
の
東
扉
内
）

に
鎮
座
し
、
金
山
彦
命
を
お
祀
り
す
る

南
宮
神
社
の
例
祭
を
恙
無
く
斎
行
い
た

し
ま
し
た
。

〈 夜の境内 〉

〈 神饌田 〉
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神
社
に
つ
い
て
　
　
　
『 

境
内
社 

』

は
、
南
宮
神
社
（
金
山
彦
命
）
を
お
祀

り
し
、
左
側
の
御
扉
内
に
は
、
西
宮
神

社
（
蛭
子
命
）
を
お
祀
り
し
て
お
り
ま

す
。
南
宮
神
社
と
西
宮
神
社
は
相
殿
神

で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

次
に
、
神
社
の
境
内
に
本
社
以
外
の

お
社
が
建
立
さ
れ
て
い
る
場
合
が
ご
ざ

い
ま
す
。
こ
ち
ら
は
「
摂
社
」
（
せ
っ

し
ゃ
）
或
い
は
「
末
社
」
（
ま
っ
し
ゃ
）

と
な
り
ま
す
。
か
つ
て
戦
前
に
は
両
社

を
区
分
す
る
基
準
が
設
け
ら
れ
て
お
り

ま
し
た
が
、
現
在
に
お
い
て
は
、
特
に

区
分
す
る
規
定
は
無
く
、
ご
本
社
の
管

理
下
に
あ
る
小
規
模
神
社
の
呼
称
と
し

て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
地
縁
や
ご
本
社

と
縁
の
あ
る
神
様
が
お
祀
り
さ
れ
て
い

る
場
合
が
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

こ
れ
ら
境
内
に
鎮
ま
る
お
社
を
「
境

内
摂
社
・
境
内
社
」
、
境
内
の
外
に
あ

る
お
社
を
「
境
内
外
摂
社
」
と
し
、
単

に
「
境
内
社
」
・
「
境
外
社
」
と
お
呼

び
し
て
お
り
ま
す
。

　

一
方
、
伊
勢
神
宮
で
は
『
延
喜
式
神

名
帳
』
に
記
載
の
あ
る
官
社
を
「
摂
社
」

と
し
、
『
延
暦
儀
式
帳
』
に
記
載
の
あ

る
社
を
「
末
社
」
と
定
め
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
そ
れ
以
外
に
神
宮
と
密
接
な
関

御
首
神
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

 

神
職
へ
の
質 

問
Ｑ
＆
Ａ

問　

近
々
、
安
産
の
ご
祈
祷
を
し
て

頂
き
た
い
の
で
す
が
、
母
か
ら
戌
の

日
が
良
い
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
中

中
都
合
の
良
い
戌
の
日
が
な
く
困
っ

て
い
る
次
第
で
す
。
戌
の
日
以
外
の

ご
祈
祷
は
駄
目
で
し
ょ
う
か
？

　

ま
た
、
腹
帯
は
神
社
に
ご
ざ
い
ま

す
か
、
そ
れ
と
も
こ
ち
ら
で
用
意
し

て
伺
え
ば
大
丈
夫
で
し
ょ
う
か
？

答　

ご
祈
祷
は
、
戌
の
日
以
外
で
も

お
仕
え
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
自

身
・
ご
家
族
の
ご
都
合
に
合
わ
せ
て

ご
参
拝
下
さ
い
。

　

腹
帯
に
つ
き
ま
し
て
は
、
当
社
で

ご
用
意
致
し
か
ね
ま
す
の
で
、
ご
自

身
で
の
ご
用
意
を
お
願
い
し
ま
す
。

ご
祈
祷
の
受
付
時
に
お
預
か
り
し
、

朱
印
を
押
印
し
お
祓
い
し
ま
す
。

　

こ
れ
は
参
考
で
す
が
、
腹
帯
の
お

祓
い
の
み
は
受
け
付
け
て
お
り
ま
せ

ん
の
で
ご
了
承
下
さ
い
。

纏
め　

ご
祈
祷
を
受
け
る
に
際
し
、

日
柄
や
○
○
の
日
な
ど
「
良
い
と
さ

れ
る
日
」
が
あ
り
ま
す
が
、
皆
様
の

ご
都
合
を
み
て
、
無
理
な
く
参
拝
で

き
る
日
が
「
ご
祈
祷
日
和
」
と
言
え

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

係
に
よ
り
古
く
か
ら
祀
ら
れ
て
き
た
お

社
を
「
所
管
社
」
と
呼
ん
で
お
り
ま
す
。

　

因
み
に
当
社
に
お
い
て
は
、
本
殿
の

北
西
に
位
置
す
る
神
明
神
社
（
御
祭
神

・
天
照
大
神
）
、
同
じ
く
北
東
に
位
置

す
る
鍬
山
神
社
（
御
祭
神
・
豊
受
大
神
）

そ
し
て
、
本
殿
東
側
に
鎮
座
す
る
末
廣

稲
荷
神
社
（
御
祭
神
・
宇
迦
之
御
魂
）

の
三
社
が
「
境
内
社
」
と
な
り
ま
す
。

　

当
社
を
含
め
ま
し
て
、
皆
様
も
散
歩

や
ご
旅
行
な
ど
で
、
各
地
の
神
社
に
ご

参
拝
の
折
に
は
、
ご
本
社
の
お
参
り
の

み
で
は
な
く
、
共
に
お
祀
り
さ
れ
て
お

ら
れ
る
神
様
に
、
ま
た
時
に
は
境
内
社

に
も
足
を
お
運
び
の
上
、
ご
参
拝
旁
々

ご
本
社
と
の
関
わ
り
を
ひ
も
と
く
の
も

ま
た
一
つ
参
拝
の
楽
し
み
が
増
え
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

神
社
に
は
、
一
つ
の
社
殿
に
神
様
が

単
独
で
お
祀
り
さ
れ
て
い
る
社
殿
も
あ

れ
ば
、
複
数
の
神
様
が
ご
一
緒
に
お
祀

り
さ
れ
て
い
る
場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
し
、

ま
た
、
境
内
の
主
た
る
社
殿
以
外
に
も

お
社
が
点
在
し
て
お
祀
り
さ
れ
て
い
る

場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
。

　

で
は
、
先
ず
単
独
で
お
祀
り
さ
れ
て

い
る
神
様
は
主
神
（
し
ゅ
し
ん
）
と
言

い
、
続
い
て
複
数
の
場
合
は
、
主
神
以

外
の
神
様
を
配
神
（
は
い
し
ん
）
・
配

祀
神
（
は
い
し
し
ん
）
と
称
し
、
専
ら

相
殿
神
（
あ
い
ど
の
し
ん
）
と
も
呼
ば

れ
て
お
り
ま
す
。

　

さ
て
、
当
社
の
ご
本
殿
に
は
三
つ
の

扉
が
有
り
、
中
央
の
御
扉
内
に
は
、
主

神
（
平
将
門
公
）
の
御
霊
を
お
祀
り
申

し
上
げ
、
向
か
っ
て
右
側
の
御
扉
内
に

〈 神明神社 〉 〈 鍬山神社 〉

〈 末廣稲荷神社 〉

〈 拝殿から撮影 〉
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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

　

本
殿
西
扉
内
に
鎮
座
し
、
蛭
子
命
を

お
祀
り
す
る
西
宮
神
社
の
例
祭
で
す
。

　

こ
の
蛭
子
命
は
、
兵
庫
県
西
宮
市
の

西
宮
神
社
の
御
祭
神
で
、
商
売
繁
盛
・

事
業
繁
栄
の
御
神
徳
が
ご
ざ
い
ま
す
。

▼
末
廣
稲
荷
神
社
例
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
月
六
日

　

戦
後
間
も
な
い
昭
和
二
十
四
年
、
京

都
の
伏
見
稲
荷
大
社
よ
り
御
分
霊
を
賜

り
、
境
内
の
東
側
に
御
鎮
座
し
て
お
り

ま
す
末
廣
稲
荷
神
社
の
例
祭
で
す
。
お

祭
り
当
日
は
、
氏
子
区
域
内
の
子
供
た

ち
が
行
灯
に
貼
る
絵
を
心
を
込
め
て
描

き
奉
納
頂
き
ま
す
。

　

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
六
日

　

年
二
回
行
わ
れ
る
大
祓
神
事
の
内
の

一
つ
で
、
半
年
間
に
知
ら
ず
知
ら
ず
の

内
に
受
け
犯
し
て
い
る
罪
・
穢
れ
を
人

形
に
託
し
て
お
焚
き
上
げ
し
、
年
の
瀬

ま
で
無
事
健
康
に
暮
ら
せ
ま
す
よ
う
願

う
神
事
に
な
り
ま
す
。

　

神
事
は
、
末
廣
稲
荷
神
社
例
祭
終
了

後
に
、
境
内
の
遥
拝
所
前
に
て
斎
行
さ

れ
ま
す
。

　

お
祓
い
神
事
の
後
に
「
茅
の
輪
く
ぐ

り
」
が
行
わ
れ
ま
す
の
で
、
ご
参
列
の

皆
様
は
神
職
に
続
い
て
茅
の
輪
く
ぐ
り

を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

尚
、
季
節
柄
暑
さ
厳
し
い
時
期
で
は

ご
ざ
い
ま
す
が
、
茅
の
輪
く
ぐ
り
は
、

〈 末廣稲荷神社例祭 〉

（
七
月
〜
十
月
）

当
日
日
没
ま
で
ご
参
加
頂
け
ま
す
の
で

ご
参
拝
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

　

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

長
寿
会
の
皆
様
を
お
招
き
し
て
、
健
康

で
あ
る
こ
と
へ
の
感
謝
と
更
な
る
ご
健

康
と
ご
長
寿
を
祈
願
い
た
し
ま
す
。

▼
神
明
神
社
例
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
月
十
七
日

　

本
殿
の
北
西
に
鎮
座
し
、
伊
勢
神
宮

の
内
宮
、
天
照
大
神
を
お
祀
り
す
る
神

明
神
社
の
例
祭
で
す
。

〈 茅の輪くぐり神事 〉

〈 左：人形・右：申込封筒 〉
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岐
阜
県
大
垣
市
荒
尾
町
一
二
八
三
の
一

▼
新
嘗
祭

　
　
　
　
　
　
　
　

十
一
月
二
十
三
日

　

三
大
祭
（
例
祭
・
祈
年
祭
・
新
嘗
祭
）

の
一
つ
で
、
古
よ
り
大
切
な
神
事
と
し

て
行
わ
れ
て
来
ま
し
た
。

　

そ
の
年
の
五
穀
の
収
穫
へ
の
感
謝
と
、

初
物
を
神
様
に
食
し
て
頂
き
、
皇
室
の

ご
安
泰
を
祈
り
、
国
家
の
安
泰
を
も
願

う
神
事
で
す
。

　

ご
神
前
の
お
供
え
の
中
に
は
、
毎
年

六
月
初
旬
境
内
の
神
饌
田
に
植
付
け
し
、

十
月
中
旬
に
収
穫
さ
れ
た
御
初
穂
が
お

供
え
さ
れ
ま
す
。

▼
月
次
祭

　
　
　
　
　
　
　

毎
月
一
日
・
二
十
日

▼
七
五
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
月
〜

　

三
歳
・
五
歳
・
七
歳
と
言
う
成
長
の

節
目
に
神
社
に
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
も
の
で
す
。

　

そ
の
昔
、
男
児
女
児
と
も
に
髪
を
剃

る
習
慣
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、
三
歳
に
な

る
と
髪
を
伸
ば
し
始
め
る
歳
と
定
め
、

「
髪
置
き
の
儀
」
と
呼
び
ま
す
。

　

ま
た
、
五
歳
は
男
の
子
が
袴
を
履
き

始
め
る
歳
と
し
て
、
五
歳
の
七
五
三
を

「
袴
着
の
義
」
と
言
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
七
歳
は
女
の
子
が
子
供
用

の
帯
か
ら
大
人
の
帯
を
締
め
始
め
る
歳

に
な
る
た
め
、
七
歳
の
七
五
三
を
「
帯

解
き
の
儀
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と

伝
わ
っ
て
お
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
、
奉
納
ご

希
望
の
方
は
社
務
所
ま
で
お
申
込
下

さ
い
。
随
時
先
着
順
に
て
受
付
さ
せ

て
頂
き
ま
す
。

　
　

＊
幟
一
対　

初
穂
料　

三
千
円

　

お
祝
い
の
年
齢
は
、
古
く
か
ら
数
え

歳
で
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
現
在
で

は
満
年
齢
で
数
え
ら
れ
る
方
も
沢
山
お

見
え
で
す
。
ま
た
、
男
女
共
に
三
歳
・

五
歳
・
七
歳
で
お
参
り
さ
れ
る
方
も
増

え
て
ま
い
り
ま
し
た
。
記
載
の
年
齢
表

を
ご
参
考
の
上
、
ご
都
合
に
合
わ
せ
て

ご
参
拝
下
さ
い
。
七
五
三
の
ご
祈
祷
は

十
月
か
ら
年
末
に
か
け
て
随
時
お
仕
え

い
た
し
て
お
り
ま
す
。

▼
崇
敬
会
大
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
一
月
三
日

　

一
年
に
一
度
、
崇
敬
会
会
員
の
た
め

の
大
祭
で
す
。
御
首
の
大
神
様
の
常
の

御
守
へ
の
感
謝
と
、
皆
様
の
ご
家
族
の

無
病
息
災
・
家
内
安
全
・
生
業
繁
栄
・

子
孫
繁
栄
を
願
い
ま
す
。

　

当
日
は
、
県
内
外
よ
り
多
く
の
会
員

の
方
が
集
ま
り
、
会
員
皆
様
そ
れ
ぞ
れ

交
流
を
深
め
て
お
ら
れ
ま
す
。

数え歳 満年齢

平成 平成

 23年  22年
  生まれ   生まれ

平成 平成

 25年  24年
  生まれ   生まれ

平成 平成

 27年  26年
  生まれ   生まれ

３歳

５歳

７歳

平成２９年 七五三

平成29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
げ
ら
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

  

御
首


