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御 

挨 

拶

　

拝
啓　

師
走
の
候
、
皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
愈
々
ご
健
勝
の
こ
と
と

お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

十
月
二
十
日
、
皇
后
陛
下
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
八
十
四
歳
の
お
誕
生
日

を
お
迎
え
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
誕
生
日
の
お
言
葉
の
中
で
「
五
月
か
ら
は
皇

太
子
が
、
陛
下
の
こ
れ
ま
で
と
変
ら
ず
、
心
を
込
め
て
お
役
を
果
た
し
て
い

く
こ
と
を
確
信
し
て
い
ま
す
。
（
中
略
）
陛
下
の
御
譲
位
後
は
、
陛
下
の
御

健
康
を
お
見
守
り
し
つ
つ
御
一
緒
に
穏
や
か
な
日
々
を
過
ご
し
て
い
か
れ
れ

ば
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。
」
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
「
手
付
か
ず
に

な
っ
て
い
た
本
を
、
こ
れ
か
ら
は
一
冊
ず
つ
時
間
を
か
け
読
め
る
の
で
は
な

い
か
と
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。
」
と
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
お
語
り
に
な
ら
れ

ま
し
た
。
陛
下
の
御
譲
位
に
よ
り
、
両
陛
下
に
は
穏
や
か
な
日
々
が
訪
れ
ま

す
こ
と
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　

去
る
九
月
、
日
本
列
島
を
縦
断
す
る
よ
う
に
吹
き
荒
れ
た
台
風
二
十
一
号

と
二
十
四
号
に
よ
り
、
当
社
境
内
の
木
々
が
折
れ
、
あ
る
い
は
根
こ
そ
ぎ
倒

れ
る
な
ど
の
被
害
を
受
け
ま
し
た
が
、
そ
の
全
て
が
建
物
を
避
け
る
よ
う
に

倒
れ
た
こ
と
は
不
幸
中
の
幸
い
で
あ
り
、
ひ
と
え
に
大
神
様
の
御
陰
に
依
る

も
の
と
、
感
謝
い
た
す
次
第
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
各
地
に
は
大

き
な
爪
痕
を
残
し
て
お
り
、
被
害
に
遭
わ
れ
ま
し
た
皆
様
方
に
は
心
よ
り
お

見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
と
共
に
、
一
日
も
早
い
復
旧
を
お
祈
り
致
し
ま
す
。

　

さ
て
、
今
号
の
み
く
び
だ
よ
り
表
紙
の
写
真
は
、
本
殿
の
鈴
緒
で
ご
ざ
い

ま
す
が
、
こ
の
度
当
神
社
崇
敬
会
よ
り
ご
奉
納
を
賜
り
ま
し
た
。
ま
た
、
稲

荷
神
社
拝
殿
幕
・
鈴
緒
を
敬
神
婦
人
会
よ
り
ご
奉
納
賜
り
ま
し
た
。
（
三
頁

参
照
）
こ
の
場
を
借
り
ま
し
て
、
ご
報
告
さ
せ
て
頂
き
ま
す
と
共
に
、
厚
く

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
当
社
で
は
迎
春
に
あ
た
り
万
全
の
準
備
を
進
め

て
お
り
ま
す
。
皆
様
方
に
は
、
御
首
の
大
神
様
の
御
神
徳
を
漏
れ
な
く
拝
受

さ
れ
ま
し
て
、
清
々
し
い
新
年
を
お
迎
え
頂
き
ま
す
事
を
お
祈
り
申
し
上
げ
、

御
挨
拶
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。



▼
新
嘗
祭

　
　
　
　
　
　
　
　

十
一
月
二
十
三
日

　

秋
の
稔
り
に
感
謝
し
、
今
年
の
初
物

を
神
様
に
食
し
て
頂
く
神
事
で
、
祈
年

祭
・
例
大
祭
に
並
ぶ
大
切
な
意
味
の
有

る
お
祭
り
で
す
。

　

古
く
よ
り
、
十
一
月
二
十
三
日
は
、

宮
中
に
て
天
皇
陛
下
が
民
を
代
表
し
、

神
々
に
秋
の
収
穫
へ
の
感
謝
の
誠
を
捧

げ
る
重
義
（
新
嘗
祭
）
を
行
う
大
切
な

日
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、

現
在
も
祝
祭
日
と
し
て
定
め
ら
れ
て
お

り
ま
す
。

　

本
年
も
、
境
内
の｢

神
饌
田｣

に
て
稔

り
ま
し
た
初
穂
を
ご
神
前
に
奉
り
ま
し

た
。
こ
の
初
穂
は
、
ご
祈
祷
を
お
受
け

に
な
ら
れ
ま
し
た
方
へ
の
お
下
が
り
と

し
て
お
頒
ち
し
て
お
り
ま
す
。

▼
夏
越
大
祓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
月
五
日

　

末
廣
稲
荷
神
社
例
祭
後
、
境
内
の
遥

拝
所
前
に
て
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
神

職
に
よ
る
大
祓
詞
奏
上
の
後
、
祓
つ
物

（
は
ら
え
つ
も
の
）
を
八
つ
に
取
り
裂

き
、
皆
様
の
罪
・
穢
が
託
さ
れ
た
人
形

（
ひ
と
が
た
）
を
忌
火
に
て
お
焚
き
上

げ
致
し
ま
し
た
。
ま
た
、
当
日
は
多
く

の
方
が
参
拝
に
見
え
、
茅
の
輪
く
ぐ
り

は
夕
方
ま
で
続
き
ま
し
た
。

▼
長
寿
祈
願
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
月
十
五
日

　

旧
敬
老
の
日
に
当
た
る
十
五
日
に
、

宇
留
生
地
区
の
長
寿
会
連
合
会
の
皆
様

を
お
招
き
し
て
、
益
々
の
ご
健
康
と
長

寿
を
ご
祈
念
致
し
ま
し
た
。

▼
神
明
神
社
（
境
内
社
）
例
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
月
十
七
日

　

本
殿
の
北
西
に
鎮
座
し
、
天
照
大
御

神
を
お
祀
り
し
て
お
り
ま
す
。
例
祭
当

日
の
早
朝
よ
り
御
社
殿
の
清
掃
を
行
い
、

定
刻
通
り
斎
行
致
し
ま
し
た
。

▼
崇
敬
会
大
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
一
月
三
日

　

一
年
に
一
度
行
わ
れ
る
、
当
神
社
崇

敬
会
の
た
め
の
大
祭
で
す
。
会
員
の
皆

様
の
健
康
・
隆
昌
繁
栄
を
ご
祈
願
し
、

恙
無
く
お
仕
え
致
し
ま
し
た
。

　

崇
敬
会
会
員
の
皆
様
に
は
、
こ
の
大

祭
を
始
め
伊
勢
神
宮
へ
の
参
拝
研
修
旅

行
（
日
帰
り
）
な
ど
開
催
さ
れ
ま
す
。

詳
し
く
は
七
頁
の
入
会
の
ご
案
内
を
ご

覧
頂
き
、
是
非
ご
入
会
下
さ
い
。
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祭 

事 

報 

告

▼
西
宮
神
社
（
相
殿
社
）
例
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
月
十
七
日

　

「
え
べ
っ
さ
ん
」
の
愛
称
で
親
し
ま

れ
て
い
る
、
兵
庫
県
西
宮
市
の
西
宮
神

社
よ
り
御
分
霊
を
賜
り
、
本
殿
に
向
か

い
ま
し
て
西
側
に
お
祀
り
さ
れ
て
お
り

ま
す
西
宮
神
社
の
例
祭
を
滞
り
な
く
斎

行
致
し
ま
し
た
。

 

▼
末
廣
稲
荷
神
社
（
境
内
社
）
例
祭

　
　
　
　
　
　
　
　

 　
　

   

八
月
五
日

　

境
内
の
東
に
連
な
る
朱
の
鳥
居
の
奥

に
鎮
ま
り
ま
す
末
廣
稲
荷
神
社
。
本
年

も
、
氏
子
地
区
の
子
ど
も
等
に
よ
る
奉

納
行
灯
が
参
道
に
並
び
、
賑
や
か
な
が

ら
も
厳
粛
に
例
祭
を
お
仕
え
致
し
ま
し

た
。
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▼
七
五
三
参
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
一
月
中

　

七
五
三
参
り
は
、
徳
川
綱
吉
が
長
男

の
健
康
を
願
い
氏
神
様
へ
参
っ
た
事
が

由
来
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
日
が
十
一

月
十
五
日
で
あ
っ
た
事
は
広
く
知
ら
れ

て
お
り
ま
す
。

　

十
月
も
半
ば
を
過
ぎ
ま
す
と
、
七
五

三
参
り
の
姿
が
見
え
始
め
、
十
一
月
に

入
る
と
そ
の
姿
は
日
毎
に
増
し
、
多
く

の
ご
家
族
が
訪
れ
ま
し
た
。

　

中
で
も
、
十
五
日
近
く
の
土
曜
・
日

曜
日
と
も
な
り
ま
す
と
、
何
組
も
の
ご

家
族
が
参
拝
に
な
り
、
境
内
特
設
の
ス

マ
ー
ト
ボ
ー
ル
に
興
じ
る
子
供
た
ち
の

元
気
な
声
、
そ
し
て
参
道
脇
の
七
五
三

看
板
前
で
の
参
拝
記
念
撮
影
も
順
番
待

ち
が
あ
っ
た
り
と
、
境
内
は
終
日
賑
わ

い
を
見
せ
て
お
り
ま
し
た
。

　

ま
た
着
慣
れ
な
い
袴
や
着
物
、
そ
し

て
足
袋
に
草
履
と
艶
や
か
な
が
ら
も
辿

々
し
く
歩
く
姿
と
、
そ
れ
を
見
守
る
ご

家
族
の
暖
か
い
眼
差
し
は
、
と
て
も
心

温
ま
る
光
景
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

  

ご
奉
納
頂
き
ま
し
た

ご
奉
納
頂
き
ま
し
た

一
、
拝
殿
用
鈴
緒

ご
奉
納
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

▼
月
次
祭　

毎
月
一
日 

二
十
日

諸 

祭 

典
（
抜
粋
）

問　

以
前
ご
祈
祷
を
受
け
た
時
に
、
紅

白
の
御
幣
串
を
頂
き
ま
し
た
が
、
今
回

の
ご
祈
祷
の
お
下
が
り
に
は
御
幣
串
は

付
い
て
お
ら
ず
、
代
わ
り
に
小
さ
な
御

札
（
？
）
が
入
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の

御
札
は
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
良
い
の
で

し
ょ
う
か
。

答　

先
般
は
よ
う
こ
そ
ご
参
拝
く
だ
さ

い
ま
し
た
。
お
尋
ね
の
件
で
す
が
、
ご

祈
祷
の
お
下
が
り
の
小
さ
な
御
札
は
、

「
祈
祷
神
璽
（
き
と
う
し
ん
じ
）
」
と

申
し
ま
す
。
こ
れ
は
ご
祈
祷
を
受
け
た

証
で
あ
り
、
以
前
に
お
渡
し
し
て
い
た

紅
白
串
に
代
わ
る
札
で
す
。
紅
白
串
の

時
と
同
様
に
神
棚
へ
お
祀
り
下
さ
い
。

　

尚
、
紅
白
串
は
「
月
が
変
り
ま
し
た

ら
ご
返
納
下
さ
い
。
」
と
ご
案
内
致
し

て
お
り
ま
し
た
が
、
こ
の
祈
祷
神
璽
は

一
年
間
お
祀
り
さ
れ
た
後
、
神
社
へ
ご

返
納
下
さ
い
。

　

ま
た
、
期
間
を
有
す
る
ご
祈
祷
を
お

申
込
み
の
方
に
は
、
翌
月
以
降
の
月
初

め
に
は
、
こ
れ
ま
で
同
様
に
紅
白
串
を

お
送
り
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
従
来
通

り
に
お
祀
り
下
さ
い
。

一
、
御
首
神
社
鳥
居
前
特
大
幟

一
、
末
廣
稲
荷
神
社
幟

一
、
拝
殿
用
本
坪
鈴

一
、
稲
荷
神
社
用
鈴
緒

▼
崇
敬
会
よ
り
ご
奉
納

▼
敬
神
婦
人
会
よ
り
ご
奉
納

一
、
稲
荷
神
社
用
拝
殿
幕

  

神
職
へ
の
質
問

神
職
へ
の
質
問  

Ｑ
＆
Ａ

Ｑ
＆
Ａ
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東
海
道
を
東
に
旅
す
る
時
、
そ
の
車

窓
か
ら
望
む
富
士
の
山
に
思
わ
ず
頭
を

垂
れ
、
拝
ん
で
し
ま
う
衝
動
に
駆
ら
れ

る
事
が
あ
り
ま
す
。
ま
さ
に
霊
峰
富
士

と
言
っ
た
所
で
し
ょ
う
。
富
士
山
に
限

ら
ず
、
白
山
や
立
山
等
、
夏
で
も
山
頂

に
雪
を
湛
え
た
神
々
し
い
姿
に
格
別
の

敬
意
の
念
を
抱
き
ま
す
。

　

こ
れ
ら
山
々
を
崇
拝
す
る
信
仰
（
富

士
信
仰
、
白
山
信
仰
な
ど
）
を
総
称
し

て
「
山
岳
信
仰
」
と
呼
び
ま
す
。
山
岳

信
仰
は
、
最
も
古
く
か
ら
の
信
仰
の
一

つ
で
有
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

殊
に
、
神
様
の
宿
る
と
さ
れ
る
処
（
特

に
神
聖
な
森
や
山
）
を
「
神
奈
備
」
と

呼
び
ま
す
。

　

日
本
人
は
古
来
よ
り
、
山
は
神
が
宿

っ
た
り
降
臨
し
た
り
す
る
場
所
、
あ
る

い
は
祖
霊
の
存
す
る
場
所
な
ど
と
し
て

神
聖
視
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
中
で
も
、

日
々
の
生
活
と
山
と
の
密
接
な
関
わ
り

に
よ
り
、
山
岳
信
仰
が
広
ま
っ
て
い
っ

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

私
達
の
先
祖
は
、
狩
猟
や
採
取
を
主

と
し
て
生
活
し
、
日
々
の
糧
を
与
え
て

く
れ
る
山
々
を
崇
め
称
え
て
き
ま
し
た
。

そ
れ
と
同
時
に
山
々
の
稜
線
は
天
と
地

の
境
で
あ
り
、
隣
村
や
隣
国
と
の
境
で

も
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
、
異
世
界

と
の
境
界
線
、
あ
の
世
と
こ
の
世
の
境

界
線
で
あ
る
と
の
信
仰
が
生
ま
れ
て
き

た
と
言
い
ま
す
。
ま
た
亡
く
な
っ
た
祖

先
た
ち
は
高
い
山
に
宿
り
、
現
世
に
生

き
る
子
孫
た
ち
に
恵
み
を
与
え
て
く
れ

る
と
言
う
考
え
も
生
ま
れ
ま
し
た
。
や

が
て
時
代
が
進
み
農
作
業
が
主
体
の
村

が
形
成
さ
れ
て
く
る
と
、
山
は
農
業
に

欠
か
せ
な
い
水
の
源
と
し
て
も
崇
敬
の

対
象
と
な
っ
て
ゆ
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
山
岳
信
仰
が
広
ま
る
経
緯
に

は
修
験
道
と
の
関
係
も
深
く
、
奥
深
い

山
々
を
修
行
の
場
と
し
て
多
く
の
修
験

者
達
が
山
か
ら
山
を
渡
り
歩
き
ま
し
た
。

そ
の
修
行
の
山
々
は
霊
峰
と
し
て
尊
崇

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
き
ま
し
た
。

修
験
者
は
修
行
の
過
程
で
村
々
へ
立
ち

寄
っ
て
は
布
教
を
行
い
、
そ
の
中
で

「
山
の
神
た
ち
は
、
春
に
山
か
ら
下
り

て
田
畑
の
神
と
な
り
秋
の
収
穫
が
終
わ

る
と
再
び
山
に
戻
り
山
の
神
と
な
る
」

と
言
っ
た
事
も
教
え
伝
え
て
い
た
よ
う

で
す
。
稲
作
中
心
の
人
々
に
と
っ
て
生

活
と
関
わ
り
の
有
る
そ
の
教
え
は
、
受

け
入
れ
易
く
よ
り
信
仰
が
広
ま
っ
た
と

思
わ
れ
ま
す
。

　

崇
拝
の
型
と
し
て
、
山
の
麓
や
山
中

ま
た
は
山
頂
な
ど
に
神
社
や
祠
な
ど
が

建
立
さ
れ
て
い
る
事
が
多
く
見
ら
れ
ま

す
が
、
奈
良
県
の
大
神
神
社
（
お
お
み

わ
じ
ん
じ
ゃ
）
で
は
三
輪
山
そ
の
も
の

を
ご
神
体
と
し
て
建
立
さ
れ
て
お
り
、

現
在
で
も
本
殿
が
無
い
特
殊
な
造
り
を

し
て
お
り
、
山
自
体
を
拝
ん
で
き
た
古

い
信
仰
の
形
を
今
に
残
し
て
い
る
神
社

で
あ
り
ま
す
。

　

山
岳
信
仰
に
見
ら
れ
る
自
然
崇
拝
の

形
は
、
古
来
よ
り
日
本
人
が
自
然
と
共

に
生
き
て
き
た
証
で
あ
り
ま
す
。
改
め

て
自
然
と
共
に
在
る
事
を
思
い
出
し
、

感
謝
し
、
日
々
の
生
活
を
送
る
こ
と
が
、

自
身
を
よ
り
豊
か
に
し
て
く
れ
る
よ
う

な
気
が
致
し
ま
す
。

神
社
に
つ
い
て

神
社
に
つ
い
て

『『  

山
岳
信
仰

山
岳
信
仰  

』』

年
祝
い
の
皆
さ
ん

年
祝
い
の
皆
さ
ん

ご
祈
祷
を
お
受
け
に
な
り

　
　
健
康
な
毎
日
を

　
　
　
　
過
ご
し
ま
し
ょ
う

八
方
ふ
さ
が
り
の

八
方
ふ
さ
が
り
の

　
　
皆
さ
ん

　
　
皆
さ
ん

高島暦参考

方位図

八方ふさがり早見表

〈
抜
粋
〉

白寿 99歳 大正 10年生

米寿 88歳

古稀 70歳

喜寿 77歳

傘寿 80歳

卒寿 90歳

昭和 25年生

昭和 18年生

昭和 15年生

昭和  7 年生

昭和 5 年生

年祝い早見表 (数え歳）

13年生
22年生
31年生
40年生
49年生
58年生
  4年生

13年生

22年生

平
成

昭

和

平成31年 平成31年



交通規制・駐車場 （元旦～３日）

美
濃
赤
坂
線

JR

JR 東海道本線

地区センター

荒尾駅

岐
阜
方
面

垂
井
・滋
賀
方
面

農協

御首神社

臨時駐車場駐車場 一方通行

初詣

大垣西 IC

桧

東
海
環
状
自
動
車
道

＊大垣西ＩＣ降の方　 桧交差点（国道２１号）左折 → 熊野町交差点左折 → 至 神社

（５） 御 首 神 社 社 報

祭 

事 

案 

内

▼
左
義
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
月
十
五
日

　

一
年
間
ご
守
護
戴
き
ま
し
た
ご
神
札

や
御
守
り
又
注
連
縄
・
お
正
月
の
注
連

飾
り
を
忌
み
火
に
て
焚
き
上
げ
ま
す
。

▼
浄
火
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
月
三
日

　

金
幣
串
や
祈
祷
神
璽
・
紅
白
串
を
は

じ
め
、
皆
様
が
奉
納
さ
れ
た
絵
馬
や
帽

子
を
忌
み
火
に
て
焚
き
上
げ
ま
す
。

　

神
事
終
了
後
よ
り
午
前
中
に
限
り
、

ご
自
宅
で
不
要
と
な
り
ま
し
た
帽
子
の

炊
き
上
げ
を
致
し
ま
す
。
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

　

夏
越
大
祓
と
は
異
な
り
、
茅
の
輪
く

ぐ
り
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
神
職
全
員

が
大
祓
詞
を
奏
上
致
し
、
皆
様
が
罪
穢

れ
を
託
さ
れ
ま
し
た
人
形
を
お
焚
き
上

げ
致
し
ま
す
。

　

人
形
は
社
務
所
な
ど
に
も
設
置
し
て

ご
ざ
い
ま
す
。
皆
様
ぜ
ひ
お
申
込
み
下

さ
い
。

▼
元
旦
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
月
一
日

　

一
年
で
一
番
初
め
の
祭
典
で
す
。
午

前
零
時
よ
り
厳
粛
に
齋
行
さ
れ
ま
す
。

▼
例
大
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
月
二
日

　

当
神
社
で
一
番
大
き
な
お
祭
り
で
す
。

神
事
は
舞
楽
の
奉
納
も
有
り
、
盛
大
に

行
わ
れ
ま
す
。

　

ま
た
当
日
は
、
子
供
神
輿
や
境
内
の

特
設
舞
台
に
て
催
し
物
が
行
わ
れ
、
賑

わ
い
を
見
せ
ま
す
。

▼
年
越
大
祓

　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
二
月
三
十
日

▼
月
次
祭　
　
　
　

▼
祈
年
祭

▼
鍬
山
神
社
例
祭　

▼
南
宮
神
社
例
祭

▼
お
田
植
え
祭　
　

▼
農
休
祭

諸 

祭 

典
（
抜
粋
）

　

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



http://www.mikubi.or.jp/

（６）御 首 神 社 社 報

御

首

神

社

社

務

所

 

Ｔ
Ｅ
Ｌ(

〇
五
八
四)

九
一
―
三
七
〇
〇 

　
　

Ｅ
メ
ー
ル 

 syam
usyo@

m
ikubi.or.jp

岐
阜
県
大
垣
市
荒
尾
町
一
二
八
三
の
一

平成30年12月1日

厄 年 表

歳 前厄 本厄 後厄
 昭和  昭和  昭和

６１歳 35 34 33
         年生         年生          年生

 昭和  昭和  昭和

４２歳 54 53 52
         年生         年生          年生

平成 平成 平成

２５歳 8 7 6
         年生         年生          年生

男

歳 前厄 本厄 後厄
 昭和  昭和  昭和

３７歳 59 58 57
         年生         年生          年生

 昭和  昭和  昭和

３３歳 63 62 61
         年生         年生          年生

 平成  平成  平成

１９歳 14 13 12
         年生         年生          年生

女

平成31年 （数え歳）

　

鏡 

餅 

料
（ 

十
二
月
末
迄 

受
付 

）

　
　

・
正
月
三
日
間
、
鏡
餅
を
御
神
前
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　

お
供
え
い
た
し
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
。
千
円
以
上
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　

お
申
込
と
な
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　

お
り
ま
す
。

料

受
付
中
で
す

正
月
御
供

餅

鏡

　

＊
お
下
が
り
が
授
与
さ
れ
ま
す
。

　

＊
郵
送
・
書
留
等
に
よ
る
申
込
受
付

　
　

中
。
詳
細
は
社
務
所
ま
で
。

  
   

   
   

   

初
祈
祷
は
、
元
旦
祭

  
   

   
   

 

終
了
後
（
元
旦
午
前
零

  
   

   
   

 

時
半
頃
）
よ
り
お
仕
え

い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　

毎
年
、
多
数
の
皆
様
が
我
先
に
と
御

祈
祷
（
家
内
安
全
・
商
売
繁
盛
・
各
種

受
験
合
格
・
病
気
平
癒
祈
願
な
ど
）
を

お
受
け
に
な
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　

輝
か
し
い
年
の
初
め
に
、
ご
家
族
お

揃
い
で
お
参
り
下
さ
い
。

平
成
三
十
一
年

初
祈
祷
の
ご
案
内

　

正
月
御
供
（ 

一
月
初
旬
迄 

受
付 

）

　
　

・
酒
類
・
お
餅
・
米
・
野
菜
・
果
物

　
　

・
菓
子
な
ど

　
　
　

編
集
後
記

今
号
は
平
成
最
後
の
発
行
と
な
り
ま
す
。

次
号
、
新
元
号
で
最
初
の
み
く
び
だ
よ

り
で
お
会
い
し
ま
し
ょ
う
。

授与品・縁起物新年

 他にも授与品・縁起物がございます

さ
く
ら
鈴

初
穂
料
五
〇
〇
円

初
穂
料
五
〇
〇
円

祈
願
絵
馬

干
支
土
鈴

初
穂
料
八
〇
〇
円

新しいおみくじのご案内

女
神
様
み
く
じ

女
神
様
み
く
じ

　

日
本
神
話
に
登
場
す
る
女
神
様

の
物
語
か
ら
、
今
の
あ
な
た
に
大

切
な
こ
と
が
示
さ
れ
る
お
み
く
じ

で
す
。

　

お
み
く
じ
と
一
緒
に
、
そ
れ
ぞ

れ
の
女
神
様
に
ち
な
ん
だ
木
札
が

入
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　

初
穂
料　

三
〇
〇
円

こ
ど
も

こ
ど
も

お
み
く
じ

お
み
く
じ

　

お
子
様
向
け
の
可
愛
ら
し
い

お
み
く
じ
で
す
。

　
　
　
　
　

初
穂
料　

二
〇
〇
円


