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御

挨

拶

謹
啓

新
緑
の
候
、
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
益
々
御
清
祥
の
こ
と

と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

こ
の
度
、
令
和
二
年
よ
り
延
期
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
、
立
皇
嗣
の

礼
に
伴
う
神
宮
参
拝
が
本
年
四
月
に
行
わ
れ
、
そ
の
全
て
の
行
事
が

お
済
み
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
改
め
て
、
心
か
ら
の
お
祝
い
と
皇
室
の

更
な
る
安
寧
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
の
共
生
は
早
く
も
三
年
目
を
迎

え
、
そ
の
生
活
に
少
し
ず
つ
慣
れ
も
生
じ
、
各
方
面
で
は
安
全
に
配

慮
し
な
が
ら
も
今
ま
で
の
状
態
に
戻
ろ
う
と
動
き
出
し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
一
方
で
、
人
流
の
増
加
に
よ
り
感
染
者
数
が
増
加
し
た
と
の
ニ

ュ
ー
ス
も
耳
に
致
し
ま
す
。
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
ゴ
ー
ル
デ
ン

ウ
ィ
ー
ク
中
、
伊
勢
の
お
は
ら
い
町
で
は
身
動
き
が
取
れ
な
い
ほ
ど

の
人
混
み
で
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
物
事
・
行
動
の
善
し
悪
し
の
判
断

が
難
し
い
世
の
中
で
は
あ
り
ま
す
が
、
日
本
人
が
古
来
よ
り
受
け
継

ぐ
、
他
人
を
思
い
や
る
慎
み
の
心
を
再
確
認
し
、
健
や
か
な
心
持
で

過
ご
し
て
行
き
た
い
も
の
で
す
。

又
、
国
内
・
国
外
共
に
不
安
定
な
状
態
が
続
い
て
お
り
ま
す
が
、

こ
の
よ
う
な
時
こ
そ
神
道
に
お
け
る
「
修
理
固
成
（
つ
く
り
か
た
め

な
せ
）
」
と
言
う
言
葉
を
思
い
浮
か
べ
て
下
さ
い
。
国
生
み
の
際
に

イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
両
命
が
天
つ
神
よ
り
賜
わ
っ
た
「
こ
の
浮
漂

し
て
い
る
土
地
を
整
え
て
固
め
て
完
成
さ
せ
よ
」
と
の
言
葉
で
す
。

「
浮
漂
し
た
土
地
」
を
不
安
定
な
世
と
読
み
取
り
、
日
本
中
そ
し
て

世
界
中
が
手
を
取
り
一
つ
に
な
り
、
世
の
中
を
整
え
よ
り
纏
ま
っ
た

世
界
と
な
る
事
を
願
う
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

後
に
な
り
ま
し
た
が
、
皆
様
方
の
益
々
の
御
健
勝
を
心
よ
り
祈

念
い
た
し
ま
し
て
、
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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▼
浄
火
祭

二
月
三
日

御
祈
祷
の
際
に
ご
神
前
に
奉
ら
れ

た
金
幣
串
を
始
め
、
祈
願
奉
納
さ
れ

た
帽
子
や
絵
馬
、
ま
た
期
間
祈
祷
を

受
け
ら
れ
た
方
々
の
紅
白
串
を
、
境

内
の
火
炉
に
て
お
焚
き
上
げ
致
し
ま

し
た
。

焚
き
上
げ
は
、
神
職
等
が
大
祓
詞

を
奏
上
す
る
中
行
わ
れ
、
氏
子
区
域

か
ら
選
出
さ
れ
た
三
名
の
厄
男
た
ち

が
「
何
某
、
心
願
成
就
！
」
と
唱
え

な
が
ら
、
絵
馬
や
金
幣
串
を
次
々
と

忌
み
火
の
中
へ
焼
べ
て
ゆ
き
ま
し
た
。

神
事
終
了
後
に
は
ご
参
列
の
皆
様

が
持
参
さ
れ
た
お
帽
子
を
感
謝
を
込

め
て
火
炉
の
中
へ
投
げ
入
れ
、
祈
り

を
捧
げ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

▼
祈
年
祭

二
月
十
一
日

祈
年
祭
は
と
し
ご
ひ
の
ま
つ
り
」

と
も
言
わ
れ
、
例
祭
・
新
嘗
祭
と
並

ぶ
重
要
な
お
祭
り
の
一
つ
と
さ
れ
て

お
り
ま
す
。

今
年
の
五
穀
（
米
・
麦
・
粟
・
豆

・
稗
）
豊
穣
を
祈
り
、
あ
り
と
あ
ら

ゆ
る
産
業
の
発
展
、
そ
し
て
皇
室
・

国
家
の
安
泰
を
願
い
斎
行
致
し
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
鎮
座
し
、
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
。
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祭

事

報

告

▼
年
越
大
祓

十
二
月
三
十
日

一
年
を
締
め
く
く
る
神
事
で
、
殿

内
に
て
大
祓
詞
を
奏
上
し
、
そ
の
後

参
道
横
に
設
置
の
篝
火
に
て
、
皆
様

が
一
年
の
下
半
期
に
知
ら
ず
知
ら
ず

の
内
に
受
け
犯
し
た
罪
・
穢
れ
を
託

し
た
人
形
を
、
お
焚
き
上
げ
致
し
ま

し
た
。

昨
年
も
ま
た
、
申
込
み
方
法
な
ど

に
於
き
ま
し
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
感
染
予
防
に
努
め
さ
せ
て
頂

き
ま
し
た
。

〈 年越大祓 大祓詞奏上 〉

▼
元
旦
祭

一
月
一
日

一
年
の
初
め
の
神
事
で
、
午
前
零

時
よ
り
、
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
。

ま
た
、
拝
殿
前
で
は
多
く
の
初
詣

の
参
拝
者
が
、
静
か
に
手
を
合
わ
せ

て
お
み
え
で
し
た
。

▼
左
義
長

一
月
十
五
日

境
内
に
設
け
ら
れ
ま
し
た
火
炉
前

に
て
神
事
を
斎
行
し
、
昨
年
一
年
間

お
護
り
戴
き
ま
し
た
御
神
符
や
御
守

・
注
連
縄
や
縁
起
物
を
、
感
謝
の
祈

り
と
共
に
お
焚
き
上
げ
致
し
ま
し
た
。

〈 左義長 火炉 〉

〈 浄火祭 焚き上げ 〉

「

〈 鍬山神社例祭 修祓 〉



当
日
は
、
例
大
祭
を
祝
う
か
の
よ

う
に
境
内
の
桜
が
満
開
を
迎
え
、
昼

間
は
桜
と
提
灯
、
夜
は
桜
と
明
か
り

が
灯
さ
れ
た
提
灯
と
、
何
れ
の
境
内

も
幻
想
的
で
魅
力
的
で
し
た
。

来
年
こ
そ
は
、
盛
大
に
例
大
祭
を

斎
行
し
、
こ
の
素
晴
ら
し
い
光
景
を

多
く
の
皆
様
に
ご
覧
頂
き
た
い
と
切

に
願
い
ま
す
。

▼
南
宮
神
社
例
祭

五
月
四
日

南
宮
大
社
よ
り
御
分
霊
（
金
山
彦

命
）
を
賜
わ
り
、
本
殿
の
相
殿
社
と

し
て
御
鎮
座
し
て
お
り
ま
す
南
宮
神

社
の
例
祭
を
、
恙
無
く
斎
行
致
し
ま

し
た
。

境
内
入
り
口
の
大
鳥
居
に
掲
げ
て

あ
り
ま
し
た
神
額
は
、
長
年
風
雨
に

晒
さ
れ
続
け
、
昨
年
の
大
雪
も
影
響

し
、
木
枠
が
一
部
落
下
す
る
な
ど
、

非
常
に
危
険
な
状
態
で
あ
り
ま
し
た
。

当
社
氏
子
総
代
の
槌
谷
雄
蔵
様
よ

り
、
参
拝
者
の
安
全
は
元
よ
り
、
朽

ち
た
神
額
で
は
御
神
威
に
も
関
わ
る

一
大
事
で
あ
る
と
し
て
、
新
し
い
神

額
を
ご
奉
納
頂
き
ま
し
た
。

誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

新
し
い
神
額
は
、
例
大
祭
前
の
三

月
二
十
九
日
に
無
事
に
掲
げ
ら
れ
、

木
目
が
美
し
く
非
常
に
素
敵
な
仕
上

が
り
で
す
。
ご
参
拝
の
際
は
、
是
非

と
も
美
し
い
神
額
を
ご
覧
下
さ
い
。

（３） 御 首 神 社 社 報

〈 夜の境内 〉

▼
お
田
植
祭

六
月
七
日

境
内
に
作
ら
れ
た
神
饌
田
前
に
て

神
事
が
斎
行
さ
れ
、
神
事
後
に
は
宮

司
に
よ
り
早
苗
の
植
え
付
け
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

尚
、
こ
の
苗
は
神
職
た
ち
が
大
切

に
育
て
、
今
年
の
新
嘗
祭
（
十
一
月

二
十
三
日
）
に
ご
神
前
に
お
供
え
致

し
ま
す
。

▼
農
休
祭

六
月
十
九
日

こ
の
地
方
で
、
六
月
中
旬
か
ら
七

月
上
旬
に
掛
け
て
多
く
見
ら
れ
る
神

事
で
す
。
田
植
え
が
無
事
に
済
ん
だ

事
へ
の
感
謝
を
す
る
と
共
に
、
稲
が

悪
天
候
や
害
虫
被
害
に
遭
わ
ず
、
立

派
に
成
長
す
る
事
を
願
い
斎
行
致
し

ま
し
た
。

▼
月
次
祭

毎
月
一
日
・
二
十
日
に
恙
無
く
執

り
行
い
ま
し
た
。

※
一
月
一
日
は
元
旦
祭
が
斎
行
さ

れ
た
た
め
、
月
次
祭
は
行
い
ま
せ
ん

で
し
た
。

▼
例
大
祭

四
月
二
日

岐
阜
県
に
発
令
さ
れ
て
い
た
、
ま

ん
延
防
止
等
重
点
措
置
は
、
三
月
二

十
一
日
に
解
除
さ
れ
ま
し
た
が
、
本

年
も
感
染
予
防
の
観
点
か
ら
、
神
興

行
事
（
子
ど
も
神
輿
・
子
ど
も
打
ち

囃
子
・
演
芸
）
や
参
道
脇
の
露
店
は

中
止
し
、
神
事
に
於
き
ま
し
て
も
献

幣
使
や
楽
人
、
助
勤
神
職
の
参
列
を

ご
遠
慮
頂
き
、
神
職
と
総
代
の
み
の

少
人
数
に
て
斎
行
致
し
ま
し
た
。

ま
た
、
前
日
・
当
日
の
夜
間
に
行

わ
れ
る
試
楽
祭
・
本
楽
祭
も
録
音
し

た
「
う
ち
は
や
し
」
を
流
し
、
奉
納

演
奏
に
代
え
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

ご
奉
納
頂
き
ま
し
た

ご
奉
納
頂
き
ま
し
た

〈 真新しい神額 〉

〈 昼の境内 〉
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か
を
簡
単
に
説
明
い
た
し
ま
す
。

終
戦
を
迎
え
た
日
本
で
は
、
神
道

や
神
社
が
国
家
を
軍
国
主
義
に
導
い

た
要
因
の
多
く
を
占
め
る
と
考
え
て

い
た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
り
、
神
社
と
国
家

の
関
係
が
断
た
れ
よ
う
と
し
て
い
ま

し
た
。
神
道
指
令

そ
の
中
で
も
神
社
界
は
、
特
別
な

存
在
で
あ
っ
た
神
宮
を
、
宮
内
庁
に

移
管
し
「
神
宮
は
皇
室
の
個
人
的
な

神
社
で
あ
る
た
め
、
国
家
の
神
社
で

は
な
い
」
と
の
位
置
付
け
を
す
る
事

で
、
神
宮
を
守
り
、
皇
室
の
関
係
存

続
を
試
み
ま
し
た
。

そ
れ
に
対
し
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
、
「
神
宮

は
皇
室
の
個
人
的
な
神
社
な
ら
、
一

般
国
民
の
崇
敬
や
参
拝
は
一
切
禁
ず

る
」
と
の
条
件
を
付
し
て
き
ま
し
た
。

ま
た
、
当
時
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
、
皇
室

に
対
し
皇
室
財
産
の
解
体
な
ど
、
経

済
的
圧
迫
も
行
っ
て
お
り
、
宮
内
庁

に
よ
る
神
宮
の
維
持
運
営
も
厳
し
く
、

国
民
と
神
宮
の
関
わ
り
が
希
薄
に
な

る
事
で
、
神
宮
信
仰
が
失
わ
れ
て
し

ま
う
事
態
を
危
惧
し
た
神
社
界
は
、

神
宮
を
一
般
神
社
同
様
に
国
民
の
神

社
と
す
る
決
断
を
し
ま
し
た
。
そ
し

て
、
神
社
が
国
家
や
皇
室
と
切
り
離

御
首
神
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

神
職
へ
の
質

問
Ｑ
＆
Ａ

問

神
社
で
御
祈
祷
を
受
け
た
際
に

お
米
や
お
酒
な
ど
を
戴
き
ま
し
た
。

粗
末
に
も
扱
え
な
い
し
、
ど
う
し
た

ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
御

守
を
受
け
た
時
に
、
御
守
を
入
れ
て

あ
っ
た
紙
袋
の
処
分
に
困
っ
て
い
ま

す
。
対
処
法
を
教
え
て
下
さ
い
。

答

御
祈
祷
の
際
に
戴
く
お
米
な
ど

は
、
神
さ
ま
へ
の
御
供
え
物
を
下
げ

て
戴
く
も
の
で
「
撤
饌
」
と
言
い
ま

す
。
殆
ど
が
飲
食
で
き
る
物
か
と
思

い
ま
す
の
で
、
皆
様
で
お
召
し
上
が

り
に
な
り
、
神
様
の
御
神
徳
を
戴
か

れ
る
事
が
一
番
良
い
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
御
守
な
ど
を
お
渡
し
す
る

際
に
使
う
紙
袋
な
ど
は
、
普
通
の
ゴ

ミ
と
し
て
処
分
し
て
い
た
だ
い
て
差

し
支
え
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

纏
め

神
社
か
ら
の
戴
き
物
や
袋
な

ど
を
粗
末
に
扱
え
な
い
と
の
お
気
持

ち
は
、
篤
い
崇
敬
の
念
が
在
っ
て
の

事
と
思
い
ま
す
。
そ
の
お
気
持
ち
を

忘
れ
ず
、
日
々
の
お
護
り
に
感
謝
す

る
こ
と
で
、
よ
り
一
層
の
御
神
徳
を

お
受
け
に
な
れ
る
事
で
し
ょ
う
。

さ
れ
た
今
こ
そ
、
神
宮
を
中
心
と
し

て
神
社
や
国
民
が
一
つ
に
纏
ま
り
、

団
結
し
て
ゆ
く
事
を
願
っ
た
の
で
す
。

そ
の
結
果
、
『
神
宮
も
ま
た
一
つ

の
お
宮
で
あ
る
が
、
他
の
一
般
神
社

と
は
別
格
の
存
在
で
あ
り
、

も
尊

い
お
宮
で
あ
る
』
と
の
意
味
を
込
め

「
本
宗
」
と
言
う
言
葉
が
作
ら
れ
た

の
で
す
。

つ
ま
り
「
本
宗
＝
神
社
の
本
山
」

で
は
無
く
「
本
宗
＝
神
宮
＝

も
尊

い
お
宮
の
呼
称
」
で
あ
り
、
先
行
き

不
透
明
な
こ
ん
な
世
の
中
だ
か
ら
こ

そ
、
本
宗
の
意
味
す
る
所
を
知
り
、

意
識
し
、
本
宗
を
中
心
と
し
て
国
民

全
員
が
一
致
団
結
を
し
、
様
々
な
困

難
を
乗
り
越
え
て
行
き
ま
し
ょ
う
。

「
本
宗
（
ほ
ん
そ
う
）
」
と
言
う

言
葉
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
？
本
宗

と
は
伊
勢
神
宮
（
以
下
神
宮
）
を
指

す
言
葉
で
あ
り
、
神
社
界
に
お
い
て

神
宮
を
仰
ぐ
言
葉
で
す
。

「
神
宮
＝
本
宗
」
と
聞
く
と
、
全

国
の
神
社
に
と
っ
て
の
神
宮
は
、
他

宗
教
で
言
う
所
の
本
山
的
な
意
味
と

お
考
え
に
な
る
方
が
多
く
、
本
宗
と

い
う
言
葉
を
ご
存
知
の
参
拝
者
か
ら

は
、
「
本
宗
は
本
山
の
解
釈
で
良
い

の
で
す
か
」
と
質
問
を
受
け
る
事
が

多
々
ご
ざ
い
ま
す
。

本
宗
＝
本
山
と
言
っ
て
し
ま
う
と
、

神
宮
と
神
社
の
間
に
、
本
山
‐
末
寺

の
よ
う
な
上
下
関
係
が
出
来
上
が
っ

て
し
ま
い
ま
す
が
、
各
神
社
は
神
宮

か
ら
枝
分
か
れ
し
た
存
在
で
は
な
く
、

各
個
独
立
し
た
存
在
（
神
宮
と
関
係

深
き
神
社
も
在
り
ま
す
が
）
な
の
で

す
。
そ
の
た
め
に
本
山
と
言
う
解
釈

は
、
本
宗
の
説
明
と
し
て
適
当
で
は

ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

で
は
、
本
宗
と
は
ど
の
よ
う
な
存

在
で
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の

『
本
宗
に
つ
い
て
』

〈 宇治橋 〉

ほ
ん
そ
う

（

）
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▼
西
宮
神
社
例
祭

七
月
十
七
日

商
売
繁
盛
や
事
業
繁
栄
の
御
神
徳

が
あ
り
ま
す
蛭
子
命
を
お
祀
り
す
る

西
宮
神
社
の
例
祭
で
す
。

▼
末
廣
稲
荷
神
社
例
祭

八
月
七
日

京
都
の
伏
見
稲
荷
大
社
よ
り
御
分

霊
を
賜
り
、
宇
迦
之
御
魂
神
を
お
祀

り
し
て
お
り
ま
す
末
廣
稲
荷
神
社
の

例
祭
で
す
。

例
祭
当
日
は
、
末
廣
稲
荷
神
社
の

参
道
に
氏
子
の
子
供
た
ち
が
描
い
て

く
れ
た
絵
を
行
燈
に
し
て
掲
げ
、
夕

方
に
は
火
を
灯
し
ま
す
。

▼
夏
越
大
祓

八
月
七
日

当
社
で
は
毎
年
夏
に
行
わ
れ
る
神

事
で
、
皆
様
が
半
年
間
の
内
に
知
ら

ず
知
ら
ず
に
受
け
犯
し
て
い
る
罪
・

穢
れ
を
人
形
（
ひ
と
が
た
）
に
託
し

て
お
焚
き
上
げ
し
、
残
り
の
半
年
を

無
事
健
康
に
暮
ら
せ
ま
す
よ
う
願
い

ま
す
。

神
事
は
、
末
廣
稲
荷
神
社
例
祭
終

了
後
に
、
境
内
の
遥
拝
所
前
（
車
の

お
祓
い
を
す
る
所
）
に
て
斎
行
さ
れ

ま
す
。
神
事
の
後
に
「
茅
の
輪
く
ぐ

り
」
が
行
わ
れ
、
ご
参
列
の
皆
様
は

神
職
に
続
い
て
茅
の
輪
く
ぐ
り
を
し

て
頂
き
ま
す
。

茅
の
輪
く
ぐ
り
は
、
当
日
の
日
没

ま
で
ご
参
加
頂
け
ま
す
。
皆
様
揃
っ

て
ご
参
拝
下
さ
い
。

〈 茅の輪 〉

〈 末廣稲荷神社参道 〉

祭

事

案

内

昨
年
ま
で
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
為
に

大
き
な
人
形
（
ひ
と
が
た
）
で
の
申

込
方
法
を
執
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、

本
年
は
従
来
通
り
の
「
一
人
一
枚
」

の
人
形
で
お
申
込
み
頂
く
事
に
な
り

ま
し
た
。

人
形
と
申
込
封
筒
は
社
頭
に
ご
用

意
致
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
必
要
事

項
を
ご
記
入
に
な
り
、
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
。

尚
、
ご
不
明
の
点
は
社
務
所
に
て

お
尋
ね
下
さ
い
。

▼
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
。

〈 左：人形・右：申込封筒 〉
※封筒のデザインは変わる場合があります

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

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

令和4年6月20日

祭

事

案

内

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
、
男
の
子
が
三
歳
と
五
歳
、
女

の
子
が
三
歳
と
七
歳
で
お
参
り
さ
れ

て
来
ま
し
た
が
、
近
年
で
は
数
え
歳

や
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
。

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
。

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
。
（
予
約
不
要
）

御
首

数え歳 満年齢

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

令和 令和

 　2年  元年

  生まれ   生まれ

３歳

５歳

７歳

令和４年 七五三

御

首

神

社

社

務

所

Ｅ
メ
ー
ル

岐
阜
県
大
垣
市
荒
尾
町
一
二
八
三
の
一

Ｔ
Ｅ
Ｌ(

〇
五
八
四)

九
一
―
三
七
〇
〇

syam
usyo@

m
ikubi.or.jp

▼
新
嘗
祭

十
一
月
二
十
三
日

例
祭
・
祈
年
祭
と
共
に
、
三
大
祭

の
一
つ
と
さ
れ
、
古
来
よ
り
大
切
な

神
事
と
し
て
行
わ
れ
て
来
ま
し
た
。

そ
の
年
の
祈
年
祭
に
て
祈
願
さ
れ

た
五
穀
豊
穣
へ
の
感
謝
を
す
る
と
共

に
、
初
物
を
神
様
に
召
し
上
が
っ
て

頂
く
神
事
で
す
。
ま
た
、
皇
室
の
ご

安
泰
と
国
家
の
安
寧
を
も
願
い
斎
行

致
し
ま
す
。

今
年
の
六
月
よ
り
境
内
の
神
饌
田

に
て
育
て
ら
れ
、
こ
の
秋
に
収
穫
す

る
御
初
穂
も
ご
神
前
に
お
供
え
さ
れ

ま
す
。

▼
月
次
祭

毎
月
一
日
・
二
十
日

末
廣
稲
荷
神
社

参
道
幟

募
集
中

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
く
と
、
商
売
繁

盛
を
連
想
さ
れ
ま
す
が
、
本
来
は
穀

物
の
神
様
で
す
。
命
を
育
む
上
で

も
大
切
で
あ
り
、
家
内
安
全
・
子
孫

繁
栄
な
ど
に
も
繋
が
っ
て
ゆ
き
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

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
の
共

生
も
三
年
目
を
迎
え
ま
し
た
。
少

し
ず
つ
慣
れ
も
出
て
く
る
頃
で
す

が
、
油
断
せ
ず
に
感
染
予
防
に
務

め
ま
し
ょ
う
。

編
集
後
記

末
廣
稲
荷
神
社
参
道
の
朱
色
の
幟

旗
は
、
末
廣
稲
荷
神
社
の
例
祭

(

八

月)

と
お
正
月
に
合
せ
新
調
し
ま
す
。


