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御

挨

拶

拝
啓

皆
様
に
於
か
れ
ま
し
て
は
、
益
々
ご
清
祥
の
こ
と
と
お
慶

び
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
本
年
中
国
武
漢
市
よ
り
広
ま
っ
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
影
響
は
全
世
界
に
及
び
、
我
が
国
の
皇
室
に
於
か
れ
ま
し
て
も
御

即
位
後
初
の
御
誕
生
日
を
迎
え
ら
れ
ま
し
た
二
月
二
十
三
日
の
一
般

参
賀
や
春
の
園
遊
会
も
中
止
さ
れ
る
な
ど
、
諸
行
事
の
中
止
や
縮
小
、

延
期
に
よ
る
対
応
が
な
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

又
近
隣
地
域
で
も
、
大
垣
祭
り
・
山
王
祭
り
・
揖
斐
祭
り
な
ど
縮

小
ま
た
は
中
止
さ
れ
る
な
ど
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防

止
の
為
の
措
置
が
と
ら
れ
ま
し
た
。
当
社
に
於
き
ま
し
て
も
、
四
月

二
日
の
例
大
祭
に
伴
う
諸
行
事
は
中
止
と
し
、
神
事
の
み
例
年
通
り

粛
々
と
斎
行
致
し
ま
し
た
。
ま
た
、
創
立
以
来
長
年
続
い
て
お
り
ま

し
た
崇
敬
会
伊
勢
神
宮
参
拝
研
修
旅
行
も
、
止
む
無
く
中
止
の
判
断

を
致
し
ま
し
た
。
今
後
の
各
恒
例
行
事
等
も
皆
様
の
健
康
と
安
全
を

考
慮
し
、
同
様
の
方
向
で
対
応
致
す
予
定
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
ご
理

解
ご
協
力
賜
り
た
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

現
在
全
て
の
都
道
府
県
で
は
、
非
常
事
態
宣
言
が
解
除
さ
れ
ま
し

た
が
、
未
だ
に
多
く
の
方
が
、
自
粛
生
活
を
継
続
さ
れ
て
い
る
事
で

し
ょ
う
。
そ
ん
な
中
、
感
染
者
や
そ
の
家
族
、
他
県
ナ
ン
バ
ー
の
ド

ラ
イ
バ
ー
等
に
、
過
剰
な
ま
で
の
警
告
や
バ
ッ
シ
ン
グ
を
行
う
心
無

き
人
達
も
増
え
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
収
束
宣
言
が
出
る
ま
で
の
間

私
た
ち
が
成
す
べ
き
事
は
、
他
人
の
監
視
や
非
難
で
は
な
く
、
明
き

浄
き
直
き
正
し
き
誠
心
を
持
っ
た
、
一
人
一
人
の
責
任
有
る
行
動
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

後
に
な
り
ま
し
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
速
や
か
な
終

熄
、
そ
し
て
一
日
も
早
く
平
穏
な
日
々
が
戻
る
事
を
祈
念
致
し
、
挨

拶
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

三

浦

篤

宮

司

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



（２）御 首 神 社 社 報

神
事
終
了
後
に
は
、
ご
自
宅
で
不

要
に
な
っ
た
お
帽
子
に
感
謝
の
祈
り

を
捧
げ
、
火
炉
の
中
へ
投
げ
入
れ
る

方
が
多
く
お
見
え
で
し
た
が
、
浄
火

祭
も
ま
た
、
皆
様
の
ご
理
解
の
も
と
、

お
昼
頃
に
は
焚
き
上
げ
を
納
め
る
こ

と
が
出
来
ま
し
た
。

▼
祈
年
祭

二
月
十
六
日

祈
年
祭
は
、
と
し
ご
ひ
の
ま
つ
り
、

と
も
言
わ
れ
、
三
大
祭
（
他
に
は
、

例
祭
・
新
嘗
祭
）
の
一
つ
と
し
て
重

要
な
お
祭
り
と
さ
れ
、
古
来
よ
り
行

わ
れ
て
お
り
ま
す
。

今
年
の
五
穀
（
米
・
麦
・
粟
・
豆

・
稗
）
豊
穣
を
祈
り
、
あ
ら
ゆ
る
産

業
や
工
業
の
発
展
と
皇
室
・
国
家
の

安
泰
を
願
い
ま
し
た
。

▼
鍬
山
神
社
例
祭

三
月
十
七
日

境
内
社
と
し
て
本
殿
の
北
東
に
鎮

座
し
、
伊
勢
神
宮
の
外
宮
（
豊
受
大

神
）
を
お
祀
り
し
て
お
り
ま
す
鍬
山

神
社
の
例
祭
を
、
滞
り
な
く
斎
行
致

し
ま
し
た
。

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
。
ま
ず
は
殿

内
に
て
大
祓
詞
を
奏
上
し
、
そ
の
後

拝
殿
前
に
て
、
皆
様
の
罪
・
穢
が
託

さ
れ
ま
し
た
人
形
を
、
忌
み
火
で
お

焚
き
上
げ
致
し
ま
し
た
。

▼
元
旦
祭

一
月
一
日

午
前
零
時
、
国
の
隆
昌
と
世
界
の

恒
久
平
和
を
願
い
粛
々
と
斎
行
致
し

ま
し
た
。

▼
左
義
長

一
月
十
五
日

当
日
は
天
候
も
良
く
、
多
く
の
方

が
ご
参
列
さ
れ
る
中
、
境
内
に
設
置

さ
れ
た
火
炉
前
に
て
神
事
を
滞
り
な

く
斎
行
し
、
昨
年
一
年
間
お
護
り
戴

き
ま
し
た
御
神
符
や
御
守
り
、
注
連

縄
・
縁
起
物
な
ど
に
感
謝
申
し
上
げ
、

忌
火
に
て
お
焚
き
上
げ
を
致
し
ま
し

た
。本

年
も
昨
年
同
様
、
皆
様
の
ご
理

解
の
も
と
、
昼
頃
に
は
焚
き
上
げ
を

納
め
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

▼
浄
火
祭

二
月
三
日

毎
年
節
分
に
行
わ
れ
、
昨
年
中
に

ご
祈
祷
を
受
け
ら
れ
た
方
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
紅

白
串
を
始
め
、
皆
様
が
祈
願
奉
納
さ

れ
ま
し
た
絵
馬
や
帽
子
を
忌
火
に
て

焚
き
上
げ
、
諸
願
成
就
・
厄
祓
い
を

願
い
斎
行
さ
れ
る
神
事
で
、
神
職
等

に
よ
り
大
祓
詞
が
奏
上
さ
れ
る
中
、

氏
子
区
域
か
ら
選
ば
れ
た
厄
男
等
が

「
何
某
、
心
願
成
就
」
と
唱
え
な
が

ら
、
絵
馬
や
金
幣
串
を
火
の
中
へ
く

べ
て
ゆ
き
ま
し
た
。
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こ
れ
ま
で
は
、
曇
天
や
雨
天
時
の

殿
内
は
非
常
に
薄
暗
い
状
態
で
あ
り

ま
し
た
が
、
今
回
の
ご
奉
納
に
よ
り
、

天
候
に
関
係
な
く
明
る
く
清
々
し
い

殿
内
に
て
、
御
祈
祷
や
祭
典
を
お
仕

え
す
る
事
が
出
来
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

こ
の
場
を
以
ち
ま
し
て
、
改
め
て

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

▽
令
和
二
年
五
月
、
大
阪
府
の
円
城

寺
政
代
様
と
海
津
市
の
中
村
と
み
子

様
よ
り
ご
寄
付
を
賜
り
、
本
殿
・
拝

殿
内
に
雪
洞
（
置
き
型
一
対
、
柱
掛

け
型
四
灯
）
を
新
調
し
、
殿
内
天
井

の
電
気
器
具
を
Ｌ
Ｅ
Ｄ
に
変
更
さ
せ

て
頂
き
ま
し
た
。

本
来
な
ら
、
例
祭
ま
で
に
整
え
終

わ
る
予
定
で
し
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
の
影
響
か
ら
製
作
等
が
遅

れ
、
五
月
中
の
設
置
と
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。

▼
例
大
祭

四
月
二
日

本
年
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
感
染
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
、
お

神
輿
を
始
め
、
境
内
の
特
設
舞
台
で

の
子
供
た
ち
の
打
ち
囃
子
や
演
芸
、

ま
た
参
道
脇
の
出
店
な
ど
は
全
て
中

止
し
、
神
事
の
み
お
仕
え
す
る
形
と

な
り
ま
し
た
。

外
出
自
粛
中
と
言
う
事
も
あ
っ
て

か
、
い
つ
も
は
朝
か
ら
賑
わ
う
境
内

も
静
ま
り
返
り
、
本
当
に
例
大
祭
当

日
な
の
か
と
思
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
閑

散
と
し
て
お
り
、
神
事
が
始
ま
る
午

後
三
時
も
、
境
内
に
参
拝
者
の
姿
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

神
事
は
、
岐
阜
県
神
社
庁
長
を
お

迎
え
し
、
例
年
通
り
滞
り
な
く
斎
行

さ
れ
ま
し
た
。

夜
に
行
わ
れ
る
本
楽
祭
は
、
境
内

に
掲
げ
た
提
灯
に
火
を
灯
し
、
昨
年

の
奉
納
時
に
録
音
さ
れ
た
打
ち
囃
子

を
流
す
形
で
行
わ
れ
、
何
と
も
寂
し

い
例
大
祭
は
納
め
ら
れ
ま
し
た
。

来
年
は
、
例
年
通
り
賑
や
か
な
例

大
祭
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
祈
り
ま
す
。

▼
南
宮
神
社
例
祭

五
月
四
日

相
殿
社
と
し
て
本
殿
東
側
に
鎮
座

し
、
金
山
彦
命
を
お
祀
り
す
る
南
宮

神
社
の
例
祭
を
斎
行
致
し
ま
し
た
。

▼
お
田
植
祭

六
月
十
日

境
内
の
神
饌
田
前
に
て
神
事
を
執

り
行
い
、
宮
司
に
よ
り
早
苗
が
植
え

付
け
ら
れ
ま
し
た
。
収
穫
さ
れ
る
稲

は
新
嘗
祭
で
お
供
え
し
、
お
下
が
り

と
し
て
お
頒
ち
さ
れ
ま
す
。

▼
月
次
祭

毎
月
一
日
・
二
十
日

ご
奉
納
頂
き
ま
し
た

ご
奉
納
頂
き
ま
し
た

〈 置き型雪洞 〉〈 柱掛け型雪洞 〉

〈 拝殿より撮影 〉
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そ
の
後
も
、
占
い
を
行
い
大
物
主

神
を
お
祀
り
し
た
り
と
手
を
尽
く
し

ま
し
た
が
、
疫
病
が
治
ま
る
こ
と
は

有
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
ん
な
中
、

夢
の
中
に
現
れ
た
大
物
主
神
が
、
私

（
大
物
主
神
）
と
倭
大
国
魂
神
を
そ

れ
ぞ
れ
、
太
田
田
根
子
と
市
磯
長
尾

市
に
祀
ら
せ
よ
と
お
告
げ
に
な
り
、

早
速
そ
の
通
り
に
し
た
と
こ
ろ
、
長

ら
く
続
い
た
疫
病
を
始
と
す
る
混
乱

も
収
ま
り
ま
し
た
。
こ
の
時
、
崇
神

天
皇
七
年
で
し
た
。

時
は
流
れ
、
垂
仁
天
皇
（
第
十
一

代
天
皇
）
の
時
代
、
天
照
大
御
神
を

祀
る
役
目
が
垂
仁
天
皇
の
皇
女
で
あ

る
倭
姫
命
へ
と
引
き
継
が
れ
ま
し
た
。

倭
姫
命
は
、
天
照
大
御
神
の
御
心
に

か
な
う
、
よ
り
麗
し
い
場
所
を
求
め

旅
に
出
ま
し
た
。
大
和
国
か
ら
、
伊

賀
、
近
江
、
美
濃
、
尾
張
と
巡
り

終
的
に
今
の
伊
勢
の
地
に
辿
り
着
き

「
伊
勢
の
国
は
常
世
の
国
か
ら
の
波

が
幾
重
に
も
寄
り
来
る
国
で
、
辺
境

な
れ
ど
と
て
も
美
し
い
国
で
あ
り
、

こ
こ
に
鎮
座
し
よ
う
」
と
定
め
、
そ

こ
が
今
の
伊
勢
神
宮
と
な
り
ま
し
た
。

崇
神
天
皇
時
代
の
疫
病
は
、
一
説

で
は
天
然
痘
で
は
な
い
か
と
も
言
わ

れ
て
お
り
ま
す
が
定
か
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
因
み
に
日
本
に
お
け
る
天
然

痘
の
流
行
は
、
七
三
五
年
頃
に
記
録

御
首
神
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

神
職
へ
の
質

問
Ｑ
＆
Ａ

問

こ
の
前
、
神
社
で
絵
馬
を
書
い

た
の
で
す
が
、
そ
の
時
に
居
な
か
っ

た
友
人
の
分
も
代
わ
り
に
書
き
ま
し

た
。
友
人
に
な
り
す
ま
し
て
絵
馬
を

書
く
事
は
、
神
様
に
対
し
失
礼
に
当

た
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
。

答

ご
友
人
の
意
思
を
託
さ
れ
、
代

理
で
絵
馬
を
書
く
事
は
、
失
礼
に
当

た
る
事
は
無
い
で
し
ょ
う
。

今
後
は
、
ご
自
身
の
願
い
と
し
て

ご
友
人
の
心
願
成
就
を
願
う
よ
う
な

書
き
方
や
、
絵
馬
を
受
け
る
際
に
神

社
の
方
に
確
認
し
た
上
で
、
絵
馬
を

持
ち
帰
り
、
本
人
が
書
い
た
も
の
を

後
日
納
め
に
参
る
と
い
う
方
法
も
考

え
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

が
有
り
、
日
本
に
お
け
る

後
の
感

染
確
認
が
つ
い

近
の
一
九
五
五
年

だ
そ
う
で
す
。
ま
た
、
安
政
五
年
に

は
コ
レ
ラ
が
大
流
行
し
、
凡
そ
五
十

年
後
の
明
治
三
十
五
年
に
初
め
て
の

予
防
接
種
が
行
わ
れ
た
と
聞
き
ま
す
。

コ
レ
ラ
で
亡
く
な
る
方
は
未
だ
少
な

く
は
有
り
ま
せ
ん
が
、
予
防
・
治
療

が
出
来
な
い
病
気
で
は
無
く
な
っ
て

お
り
ま
す
。

医
療
技
術
の
発
達
し
た
現
代
、
一

刻
も
早
く
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

予
防
や
治
療
が
確
立
し
、
そ
の
脅
威

が
薄
れ
る
日
が
来
る
こ
と
を
祈
る
ば

か
り
で
す
。
し
か
し
乍
、
そ
の
日
が

来
る
ま
で
は
、
我
々
は
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
と
上
手
く
共
生
し
て
行
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
も
知
れ
ま

せ
ん
。

今
一
度
、
自
ら
の
行
動
を
見
直
し
、

移
さ
れ
な
い
よ
う
・
移
さ
な
い
よ
う

気
を
付
け
な
が
ら
の
生
活
を
送
り
ま

し
ょ
う
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
恐
怖
が

世
界
中
を
震
撼
さ
せ
て
お
り
ま
す
が
、

日
本
書
紀
の
中
に
も
疫
病
の
記
録
が

記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
疫
病
の

流
行
が
切
っ
掛
け
で
、
後
に
伊
勢
の

地
に
天
照
大
御
神
を
お
祀
り
す
る
事

と
な
っ
た
話
を
ご
紹
介
致
し
ま
す
。

第
十
代
天
皇
で
あ
る
崇
神
天
皇
五

年
、
巷
で
疫
病
が
大
流
行
し
ま
し
た
。

当
時
の
人
口
の
凡
そ
半
数
が
亡
く
な

り
、
そ
の
翌
年
に
は
犯
罪
な
ど
が
多

発
し
、
世
の
中
が
大
混
乱
に
陥
り
ま

し
た
。
そ
の
頃
の
宮
中
で
は
、
天
照

大
神
と
倭
大
国
魂
神
の
二
柱
の
神
を

お
祀
り
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
い
ず

れ
も
大
き
な
力
を
持
つ
神
で
あ
っ
た

た
め
、
同
所
に
お
祀
り
す
る
に
は
恐

れ
多
く
、
疫
病
の
原
因
で
あ
り
国
が

乱
れ
る
元
凶
で
あ
る
と
の
噂
が
た
ち

ま
し
た
。

そ
こ
で
崇
神
天
皇
は
、
二
柱
の
神

を
別
所
へ
祀
る
こ
と
で
疫
病
を
治
め

よ
う
と
、
皇
女
の
豊
鍬
入
姫
命
と
渟

名
城
入
姫
命
に
そ
れ
ぞ
れ
天
照
大
御

神
と
倭
大
国
魂
神
を
祀
る
よ
う
に
命

じ
ま
し
た
。
し
か
し
、
渟
名
城
入
姫

命
は
す
ぐ
に
体
調
を
崩
し
お
祀
り
す

る
こ
と
が
出
来
な
く
な
り
ま
し
た
。

『
日
本
書
紀
と
疫
病
』

〈
そ
の
昔
、
豊
作
や
疫
病
を
予
言
し
た
妖
怪

ア
マ
ビ
ヱ
〉
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夏
越
大
祓
の
ご
案
内

八
月
九
日
、
当
神
社
で
は
恒
例
の

夏
越
大
祓
を
執
り
行
い
ま
す
。

大
祓
は
、
日
常
生
活
に
お
い
て
知

ら
ず
知
ら
ず
受
け
犯
し
て
い
る
罪
や

穢
れ
を
人
形
（
ひ
と
が
た
）
に
託
し

祓
い
清
め
、
心
も
身
体
も
清
々
し
く
、

病
に
か
か
る
こ
と
な
く
、
毎
日
を
無

事
健
康
に
送
れ
ま
す
こ
と
を
切
に
願

い
、
一
年
に
二
度
（
夏
越
・
年
越
）

執
り
行
わ
れ
る
伝
統
的
な
神
事
で
す
。

今
年
の
夏
越
大
祓
は
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
予
防
を
鑑
み
ま

し
て
、
申
込
方
法
を
変
更
さ
せ
て
頂

き
ま
し
た
。
詳
し
く
は
左
記
の
申
込

み
方
法
を
参
照
下
さ
い
。

古
来
よ
り
伝
わ
る
大
祓
に
申
し
込

ま
れ
ま
し
て
、
ご
本
人
は
も
と
よ
り

ご
家
族
皆
様
が
心
も
身
体
も
祓
い
清

め
、
こ
の
夏
を
大
神
さ
ま
の
広
大
無

辺
の
お
護
り
の
も
と
に
健
康
な
日
々

を
お
過
ご
し
頂
き
た
く
、
願
う
次
第

で
ご
ざ
い
ま
す
。

▼
西
宮
神
社
例
祭

七
月
十
七
日

兵
庫
県
西
宮
市
の
西
宮
神
社
の
御

分
霊
（
蛭
子
命
）
を
御
祭
神
と
す
る

相
殿
社
の
例
祭
で
す
。

蛭
子
命
は
、
商
売
繁
盛
・
事
業
繁

栄
等
の
御
神
徳
が
ご
ざ
い
ま
す
。

▼
末
廣
稲
荷
神
社
例
祭

八
月
九
日

京
都
の
伏
見
稲
荷
大
社
よ
り
御
分

霊
を
賜
り
（
宇
迦
之
御
魂
神
）
、
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
。

▼
長
寿
祈
願
祭

九
月
十
五
日

氏
子
地
域
に
お
住
ま
い
の
長
寿
会

の
皆
様
を
お
招
き
し
て
、
更
な
る
ご

健
康
と
ご
長
寿
を
祈
願
致
し
ま
す
。

▼
神
明
神
社
例
祭

十
月
十
七
日

当
社
の
境
内
社
と
し
て
本
殿
の
北

西
に
鎮
座
し
、
天
照
大
神
を
お
祀
り

す
る
神
明
神
社
の
例
祭
で
す
。

【
申
し
込
み
方
法
】

例
年
は
、
お
一
人
毎
に
人
形
の

型
紙
に
記
入
し
て
頂
き
ま
す
が
、

今
年
は
、
大
き
な
人
形
の
型
紙
に
、

ご
一
緒
に
記
入
頂
く
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

●
人
形
の
型
紙

に
ご
記
入
の
上
、

申
込
み
封
筒
に

入
れ
、
初
穂
料

（
お
志
）
を
添
え
て

社
務
所
に
お
持
ち
頂
く
か
、

郵
送
で
申
込
み
下
さ
い
。

●
型
紙
・
申
込
み
封
筒
は
社
務
所
に
も
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。

山

田

花

子

大
・
昭
・
平
・
令

２
年

４
月

２
日
生

記
入
例

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
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▼
七
五
三

十
月
～

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

祭

事

案

内

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
言
わ
れ
て
お
り

ま
す
。

お
祝
い
の
年
齢
は
、
古
く
か
ら
数

え
歳
で
あ
り
ま
し
た
が
、
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
関
係
無
く

三
歳
・
五
歳
・
七
歳
で
お
参
り
さ
れ

る
方
も
増
え
て
ま
い
り
ま
し
た
。

右
に
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
。

尚
、
七
五
三
の
ご
祈
祷
は
十
月
か

ら
年
末
に
か
け
て
随
時
お
仕
え
致
し

て
お
り
ま
す
。

（
予
約
不
要
）

御
首

数え歳 満年齢

平成 平成

 26年  25年

  生まれ   生まれ

平成 平成

 28年  27年

  生まれ   生まれ

平成 平成

 30年  29年

  生まれ   生まれ

３歳

５歳

７歳

令和２年 七五三

▼
崇
敬
会
大
祭

十
一
月
三
日

当
神
社
崇
敬
会
会
員
の
皆
様
の
無

病
息
災
・
家
内
安
全
・
生
業
繁
栄
・

子
孫
繁
栄
を
願
い
行
わ
れ
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
。

ま
た
、
ご
参
列
の
会
員
の
皆
様
に

は
大
祭
祈
祷
神
符
お
よ
び
記
念
品
が

授
与
さ
れ
ま
す
。
（
一
家
族
一
体
授

与
）

▼
新
嘗
祭

十
一
月
二
十
三
日

三
大
祭
の
一
つ
と
し
て
古
来
よ
り

大
切
に
さ
れ
て
き
た
神
事
で
、
そ
の

年
の
五
穀
豊
穣
へ
の
感
謝
を
し
、
初

物
を
神
様
に
食
し
て
頂
き
、
併
せ
て

皇
室
の
ご
安
泰
、
国
家
の
安
寧
を
願

い
ま
す
。

境
内
の
神
饌
田
に
て
収
穫
さ
れ
る

御
初
穂
も
ご
神
前
に
お
供
え
致
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
。

▼
月
次
祭

毎
月
一
日
・
二
十
日

末
廣
稲
荷
神
社

参
道
幟

募
集
中

末
廣
稲
荷
神
社
参
道
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
。

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

未
だ
収
束
の
目
処
が
立
た
な
い
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
で
す
が
、
一
刻
も
早
く
皆
様
の

安
心
が
得
ら
れ
ま
す
よ
う
、
当
社
で
も
毎
朝

御
祈
願
を
致
し
て
お
り
ま
す
。

編
集
後
記

御

首

神

社

社

務

所

Ｔ
Ｅ
Ｌ(

〇
五
八
四)

九
一
―
三
七
〇
〇

Ｅ
メ
ー
ル
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