
　

謹
啓　

頬
つ
た
う
風
も
爽
や
か
な
初
夏
の
候
、
御
首
の
杜
の
緑
も
鮮

や
か
に
新
し
い
息
吹
き
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
皆
様

方
に
は
愈
々
ご
清
栄
の
事
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

去
る
二
月
初
旬
、
秋
篠
宮
妃
殿
下
紀
子
様
に
於
か
れ
ま
し
て
は
、
目

出
度
く
「
御
懐
妊
」
の
朗
報
が
宮
内
庁
よ
り
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
親
王

両
殿
下
は
申
し
上
げ
る
ま
で
も
な
く
、
天
皇
皇
后
両
陛
下
の
お
喜
び
も

い
か
ば
か
り
か
と
ご
拝
察
申
し
上
げ
ま
す
。
妃
殿
下
に
於
か
れ
ま
し
て

は
、
ご
自
愛
さ
れ
ま
し
て
無
事
ご
出
産
遊
ば
さ
れ
ま
す
よ
う
、
切
に
お

祈
り
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
  
 
  
 
  

 
  

 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  

　

伊
勢
神
宮
で
は
「
第
六
十
二
回
神
宮
式
年
遷
宮
」
が
平
成
二
十
五
年

に
向
け
て
着
々
と
進
め
ら
れ
て
お
り
、
四
月
二
十
一
日
に
は
木
造
始
祭

が
執
り
行
わ
れ
、
五
月
六
日
か
ら
一
ヶ
月
間
、
全
国
各
地
か
ら
大
勢
の

一
日
神
領
民
に
よ
る
お
木
曳
き
行
事
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
の
諸
行
事
も
恙
な
く
執
り
行
わ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す

が
、
式
年
遷
宮
が
広
く
国
民
の
赤
誠
あ
ふ
れ
る
真
心
に
よ
っ
て
、
古
式

に
則
り
無
事
に
斎
行
さ
れ
ま
す
よ
う
切
に
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。 

 

　

　

さ
て
、
こ
の
冬
の
日
本
列
島
は
例
年
に
な
い
豪
雪
で
各
地
で
大
き
な

被
害
を
も
た
ら
し
、
多
く
の
尊
い
命
が
失
わ
れ
ま
し
た
。
被
害
に
遭
わ

れ
ま
し
た
方
々
に
は
心
よ
り
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
と
共
に
、
一
日

も
早
い
復
興
を
お
祈
り
申
し
上
げ
、
大
切
な
命
を
亡
く
さ
れ
た
人
々
に

は
衷
心
よ
り
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

　

尚
、
本
年
は
御
首
神
社
崇
敬
会
が
発
足
し
て
二
十
年
目
を
迎
え
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
記
念
事
業
と
い
た
し
ま
し
て
、
先
に
述
べ

ま
し
た
伊
勢
神
宮
の
お
木
曳
き
行
事
に
参
加
を
致
し
、
悠
久
の
歴
史
と

伝
統
を
肌
で
感
じ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
詳
し
く
は
本
紙
に
特
集
記
事
を

掲
載
致
し
ま
し
た
の
で
、
ご
覧
頂
け
れ
ば
幸
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。　
　

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
皆
様
方
に
は
御
首
の
大
神
様
の
御
神
徳
を

漏
れ
な
く
拝
受
さ
れ
、
益
々
の
御
健
勝
と
ご
多
幸
を
祈
念
致
し
ま
し
て

ご
挨
拶
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。 
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御
首
神
社
崇
敬
会
二
十
周
年
記
念

伊
勢
神
宮
お
木
曳
き
行
事
に
参
加

　

伊
勢
の
神
宮
で
は
二
十
年
に
一
度
、
ご
正
殿
を
始
め
諸
建
物
や

御
装
束
・
御
神
宝
等
を
す
べ
て
新
し
く
お
造
り
し
、
新
宮
へ
お
遷

り
い
た
だ
く
お
祭
り
が
執
り
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
お
ま
つ
り
は
「
式
年
遷
宮
」
と
言
い
、
今
か
ら
千
三
百
年

前
に
天
武
天
皇
が
お
定
め
に
な
っ
た
制
度
で
す
。
以
来
連
綿
と
絶

え
る
こ
と
な
く
受
け
継
が
れ
、
親
か
ら
子
へ
、
子
か
ら
孫
へ
と
受

け
継
が
れ
平
成
二
十
五
年
に
は
第
六
十
二
回
式
年
遷
宮
が
執
り
行

わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
に
先
立
ち
木
曽
の
お
山
か
ら
伐
り
出
さ
れ
て

伊
勢
に
運
ば
れ
た
そ
の
ご
用
材
を
内
宮
・
外
宮
に
奉
曳
す
る
「
お

木
曳
き
行
事
」
が
行
わ
れ
ま
す
。
そ
の
参
加
者
は
伊
勢
の
市
民
に

限
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
昭
和
四
十
八
年
の
第
六
十
回
式
年
遷
宮

か
ら
、
全
国
の
崇
敬
者
も
「
一
日
神
領
民
」
と
し
て
参
加
出
来
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

当
神
社
崇
敬
会
も
設
立
二
十
周
年
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
の
で
、
絶
好
の
機
会
と
思
い
、
ご
参
加
を
募
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、

大
勢
の
会
員
の
皆
様
の
ご
賛
同
を
得
ま
し
て
去
る
五
月
二
十
七
日
・

二
十
八
日
に
か
け
て
一
日
神
領
民
と
し
て
奉
仕
さ
せ
て
頂
き
、
感

動
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
無
事
に
帰
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

 

以
下
は
、
そ
の
感
動
の
数
々
を
写
真
に
ま
と
め
ま
し
て
ご
紹
介

を
い
た
し
ま
す
。

　

お
木
曳
き
の
無
事
を
祈
っ
て
行
わ
れ
る
浜
参
宮
は 

参
加
さ
れ
る
人

の
総
て
が
、

二
見
浦
に
て
前
日
の
午
後
或
い
は
、

当
日
の
朝
に
潔
斎
を

し
て
心
身
を
清
め
て
お
木
曳
き
に
参
加
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、

期
間
中
は
全
国
か
ら

十
万
人
の
人
々
が
お

祓
い
を
受
け
ら
れ
る

そ
う
で
す
。

　

当
神
社
崇
敬
会
も

前
日
、
豪
雨
に
さ
ら

さ
れ
な
が
ら
大
勢
の

人
と
一
緒
に
潔
斎
を

受
け
、
心
身
共
に
清

め
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。

お木曳きの無事を祈って
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ホ
テ
ル
の
朝
は
、
し
と
し
と
小
雨
が
降
り
続
い
て
い
ま
す
。

こ
の
調
子
で
は
カ
ッ
パ
を
着
て
の
お
木
曳
き
に
な
る
も
の
と
思

い
、
朝
食
を
す
ま
せ
て
午
前
七
時
半
、
バ
ス
に
乗
り
込
み
出
発

地
点
に
到
着
す
る
と
、
俄
か
に
雲
が
切
れ
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に

青
空
が
見
え
始
め
た
の
で
す
。

　

「
し
め
た
！ 

」
皆
さ
ん
の
顔
が
急
に
明
る
く
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
ま
さ
に
神
さ
ま
の
ご
守
護
以
外
の
な
に
も
の
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。

　

雨
も
上
が
り
、
ま
も
な
く
お
日
さ
ま
が
輝
き
出
し
た
の
で

す
。
そ
し
て
出
発
前
の
結
団
式
を
済
ま
せ
、
午
前
八
時
半
に
外

宮
近
く
の
宮
町
を
出
発
し
た
お
木
曳
き
車
は
、
世
話
方
の
「
エ

ン
ヤ
―
・
エ
ン
ヤ
―
」
の
か
け
声
と
共
に
二
本
の
太
く
長
い
曳

小雨の中を「いざ出発」

き
綱
を
手
に
し
た
大
勢
の
人
た
ち
が
力
強
く
一
斉
に
引
く
と
、

六
ト
ン
余
り
の
車
が
ゆ
っ
く
り
と
動
き
は
じ
め
ま
す
。
す
る

と
「
ブ
ォ
―
ン
・
ブ
ォ
―
ン
」
と
あ
た
り
を
ゆ
る
が
す
よ
う

な
ワ
ン
鳴
り
の
音
が
町
中
に
響
き
渡
り
ま
す
。
そ
の
異
様
な

雰
囲
気
に
参
加
者
は
圧
倒
さ
れ
そ
う
に
な
り
、
か
け
声
も
自

然
と
大
き
く
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

ま
た
、
采
を
振
っ
て
の
木
遣
り
音
頭
が
、
地
元
の
若
い
衆

に
よ
っ
て
声
も
高
ら
か
に
唄
わ
れ
る
と
、
そ
れ
に
続
い
て
皆

が
一
斉
に
「
エ
ン
ヤ
―
・
エ
ン
ヤ
―
」
と
か
け
声
を
か
け
、

息
も
ぴ
っ
た
り
合
っ
て
き
ま
す
と
お
木
曳
き
は
い
よ
い
よ
佳

境
に
は
い
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

会員同士の意気もぴったり



御　首　神　社　社　報 (４)

　

お
木
曳
き
の
道
の
り
は
約
一
キ
ロ
で
す
。
途
中
で
二
カ
所
曲
が
り
角
が
あ
り
、
こ
こ

を
曲
が
る
の
が
大
変
で
、
お
世
話
の
方
々
が
大
変
苦
労
を
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　

道
中
で
少
し
休
憩
を
と
り
な
が
ら
外
宮
へ
近
づ
く
と
、
今
度
は
大
き
な
か
け
声
と
共

に
北
御
門
へ
一
気

に
引
き
込
ま
れ
ま

し
た
。
す
る
と
、

「
バ
ン
ザ
―
イ
・

バ
ン
ザ
―
イ
」
と

あ
ち
ら
こ
ち
ら
で

声
が
上
が
り
、
老

い
も
若
き
も
、
無

事
に
曳
き
終
わ
っ

た
喜
び
の
歓
声
で

沸
き
返
っ
て
い
ま

し
た
。

　

無
事
に
曳

き
終
わ
っ
た 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

そ
の
喜
び
と

感
動
を
し
っ

か
り
と
胸
に 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

刻
ん
で
、
外
宮
に
て
お
礼
の
御
垣
内
参
拝
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 

　

又
、
記
念
に
な
る
こ
の
お
木
曳
き
の
ハ
ッ
ピ
姿
で
集
合
写
真
に
お
さ
ま
り
、

お
も
て
な
し
会
場
で
は
ご
当
地
の
人
々
の
熱
い
歓
迎
を
十
分
に
受
け
る
こ
と

が
出
来
、
最
高
の
気
分
で
終
わ
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
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み
な
さ
ん
の
お
声

　

今
回
の
行
事
の
ア
ン
ケ
―
ト
の
結
果
、
そ
の
ご
意
見
を
要
約
し
て
、

ご
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

或
る
男
性
は
、
「
二
十
年
後
に
は
健
康
状
態
が
不
安
な
の
で
、
親
子

三
代
で
参
加
し
ま
し
た
。
」
と
、
或
る
女
性
は
「
滅
多
に
な
い
貴
重
な

体
験
だ
か
ら
」
と
言
わ
れ
、
子
供
さ
ん
は
「
と
て
も
面
白
か
っ
た
」
と

い
っ
て
ニ
ッ
コ
リ
笑
っ
て
い
ま
し
た
。

　

又
、
そ
の
感
想
を
尋
ね
ま
す
と
、
全
員
の
方
が
大
変
よ
か
っ
た
と
い

う
お
答
を
頂
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
今
回
の
企
画
に
つ
い
て
の
ご
意
見
は
、
今
後
も
こ
の
よ
う
な

企
画
が
あ
れ
ば
是
非
参
加
し
た
い
と
大
変
嬉
し
い
お
答
を
頂
き
、
誠
に

有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
れ
を
参
考
に
致
し
ま
し
て
、
今
後
の
企

画
に
役
立
て
て
ゆ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

お天気も良かったし、汗びっしょりです
さて…ひと風呂浴びましょうか

　

今
回
の
お
木
曳
き
行
事
は
天
候
不
順
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
未
知
の
期

待
に
胸
を
ふ
く
ら
ま
せ
、
勇
気
を
も
っ
て
ご
参
加
下
さ
っ
た
会
員
の
み

な
さ
ま
に
は
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
我
が
国
の
伝
統
行
事
で
あ

る
式
年
遷
宮
で
、
お
木
曳
き
の
行
事
に
私
ど
も
が
直
接
参
加
出
来
ま
し

た
こ
と
は
大
い
に
誇
り
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
皆
様
に
は
生
涯
の
想

い
出
に
な
る
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
と
同
時
に
今
回
の
抱
か
れ
た

感
動
を
次
の
世
代
の
人
々
に
も
語
り
伝
え
又
、
参
加
頂
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

今
後
も
遷
宮
の
諸
行
事
に
参
加
の
機
会
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、

そ
の
節
は
是
非
ご
参
加
頂
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

お 

わ 

り 

に

大声を出したらのどが涸れちゃいました
まずは一杯呑んでから…
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黄
泉
の
く
に

（
古
事
記
よ
り
）

よ
み
の
く
に

　

伊
邪
那
美
命
は
、
大
や
け
ど
を
し
て
黄
泉
国(

あ
の
世)

へ
い
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
伊
邪
那
岐
命
は
悲
し
さ
の
あ
ま
り
、
ず
～
と
泣
い

て
い
ま
し
た
が
、
ど
う
し
て
も
あ
い
た
く
な
り
、
黄
泉
国
へ
い
く
こ

と
に
し
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
国
の
入
口
に
つ
い
た
時
、
扉
の
向
こ

う
に
伊
邪
那
美
命
が
や
っ
て
き
て
「
私
も
あ
な
た
の
と
こ
ろ
へ
帰
り

た
い
の
で
す
が
、
穢
れ
て
し
ま
っ
て
帰
れ
な
い
の
で
す…

ど
う
し
て

も
と
い
わ
れ
れ
ば
黄
泉
国
の
神
さ
ま
に
お
願
い
を
し
て
ま
い
り
ま
す
。

で
も
、
こ
こ
へ
戻
っ
て
く
る
ま
で
は
絶
対
に
私
を
見
な
い
と
い
う
約

束
を
し
て
下
さ
い
。
」
と
言
っ
て
奥
へ
い
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

 

し
か
し
、
い
く
ら
待
っ
て
も
伊
邪
那
美
命
は
も
ど
っ
て
来
ま
せ
ん
。

「
も
う
待
ち
き
れ
な
い
」
と
言
っ
て
伊
邪
那
岐
命
は
扉
の
中
へ
入
り

ま
し
た
が
、
暗
く
て
何
も
見
え
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
ク
シ
に
火
を
つ
け

て
奥
へ
奥
へ
と
進
ん
で
行
く
と
、
何
と
伊
邪
那
美
命
が
い
る
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か
。
喜
ん
で
近
づ
い
た
伊
邪
那
岐
命
は
「
ハ
ッ
」
と
驚
い

て
、
お
も
わ
ず
逃
げ
出
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
あ
の
愛
し
い
伊
邪
那

美
命
は
恐
ろ
し
い
姿
に
か
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
す
。

 

「
あ
な
た
は
と
う
と
う
約
束
を
破
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
ね
！
」
と

よ　

    

み

い
ざ
な
み
の
み
こ
と

い
ざ
な
ぎ
の
み
こ
と

よ
み
の
く
に

く
に

い
り
ぐ
ち

と
び
ら

む

い
ざ
な
み
の
み
こ
と

わ
た
し
も

か
え

け
が

か
え

よ
み
の
く
に

か
み

ね
が

も
ど

ぜ
っ
た
い

わ
た
し

み

や
く

そ
く

く
だ

な

よ

か
な

と
き

い

お
く

お
お

ま

き

い
ざ
な
み
の
み
こ
と

ま

な
か

い
ざ
な
み
の
み
こ
と

と
び
ら

は
い

く
ら

な

な
に

ひ

お
く

く
に

お
く

す
す

な
ん

ゆ

い
ざ
な
み
の
み
こ
と

ち
か

よ
ろ
こ

い
ざ
な
ぎ
の
み
こ
と

に

い   

ざ   

な

お
ど
ろ

だ

い
と

い

み
の
み
こ
と

お
そ

す
が
た

や
く
そ
く

や
ぶ

こ  

じ  

き
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今
回
の
「
黄
泉
の
く
に
」
は
伊
邪
那
美
命
の
死
を
嘆
い
て
伊
邪
那
岐
命
が
黄
泉
の
国

へ
訪
れ
る
と
い
う
神
話
を
も
と
に
い
た
し
ま
し
た
。
古
代
の
人
々
が
死
と
生
を
ど
の
よ

う
に
理
解
し
て
い
た
か
を
知
る
事
が
出
来
ま
す
。

　

私
た
ち
に
と
っ
て
神
話
は
単
な
る
物
語
で
は
な
く
、
我
が
国
の
祖
先
か
ら
受
け
継
が

れ
て
き
た
心
と
の
出
会
い
の
場
で
す
。
是
非
お
子
様
や
お
孫
様
と
ご
一
緒
に
お
読
み
頂

き
、
子
供
た
ち
の
情
操
が
少
し
で
も
豊
か
に
な
り
ま
し
た
ら
幸
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。

◎
お
と
う
さ
ん
、
お
か
あ
さ
ん
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
へ
！

言
っ
て
怒
っ
た
伊
邪
那
美
命
は
、
魔
女
た
ち
に
追
い
か
け
さ
せ
ま
し

た
。
魔
女
た
ち
は
と
て
も
早
い
の
で
、
今
に
も
つ
か
ま
り
そ
う
に
な

り
ま
し
た
。
そ
こ
で
伊
邪
那
岐
命
は
、
身
に
つ
け
て
い
た
ツ
ル
草
を

投
げ
つ
け
る
と…

何
と
、
そ
こ
か
ら
ブ
ド
ウ
の
実
が
成
り
ま
し
た
。

魔
女
た
ち
が
ブ
ド
ウ
を
食
べ
て
い
る
間
に
、
よ
う
や
く
に
げ
る
こ
と

が
出
来
て
ホ
ッ
と
し
て
後
ろ
を
ふ
り
向
く
と
、
今
度
は
恐
ろ
し
い
雷

神
た
ち
が
大
勢
お
い
か
け
て
き
た
の
で
す
。
伊
邪
那
岐
命
は
剣
で
ふ

り
払
い
な
が
ら
逃
げ
つ
づ
け
、
出
口
ま
で
来
た
と
き
に
桃
の
木
を
見

つ
け
ま
し
た
。
そ
の
実
を
「
エ
イ
ッ
」
と
力
い
っ
ぱ
い
投
げ
つ
け
る

と
雷
神
た
ち
は
ビ
ッ
ク
リ
し
て
逃
げ
て
い
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

最
後
に
伊
邪
那
美
命
が
追
い
か
け
て
き
ま
し
た
が
、
伊
邪
那
岐
命

は
と
て
も
こ
わ
く
な
り
、
大
き
な
岩
で
出
口
を
ふ
さ
い
で
し
ま
っ
て

て
地
上
（
こ
の
世
）
に
帰
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

　

や
っ
と
の
思
い
で
逃
げ
て
き
た
伊
邪
那
岐
命
は
「
ま
っ
た
く
ひ
ど

い
目
に
あ
っ
た
も
の
だ
、
身
も
心
も
す
っ
か
り
穢
れ
て
し
ま
っ
た
。

」

と
言
っ
て
、
阿
波
岐
原
と
い
う
川
原
で
体
を
洗
っ
て
『
み
そ
ぎ
』
を

す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
し
て
顔
を
あ
ら
っ
た
時
に
天
照
大
御
神
、

月
読
命
、
須
佐
之
男
命
と
い
う
り
っ
ぱ
な
三
人
の
神
さ
ま
が
お
生
ま

れ
に
な
り
ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

　

大
よ
ろ
こ
び
の
伊
邪
那
岐
命
は
、
天
照
大
御
神
に
は
高
天
原
を

月
読
命
に
は
夜
の
国
を
、
須
佐
之
男
命
に
は
海
を
そ
れ
ぞ
れ
ま
と

め
な
さ
い
と
命
じ
ら
れ
ま
し
た
。　
　
　
　

つ　

づ　

く　

い

お
こ

い
ざ
な
み
の
み
こ
と

ま  

じ
ょ

お

ま  

じ
ょ

は
や

い
ま

い
ざ
な
ぎ
の
み
こ
と

み

く
さ

な

な
ん

み

よ
る

な

ま  

じ
ょ

た

あ
い
だ

で    

き

う
し
ろ

む

こ
ん
ど

お
そ

じ
ん

ら
い

お
お
ぜ
い

い
ざ
な
ぎ
の
み
こ
と

い
ざ
な
み
の
み
こ
と

い
ざ
な
ぎ
の
み
こ
と

い
ざ
な
ぎ
の
み
こ
と

つ
る
ぎ

は
ら

に

で
ぐ
ち

き

も
も

き

み

み

ち
か
ら

な

ら
い
じ
ん

に

さ
い
ご

おお
お

い
わ

で
ぐ
ち

ち
じ
ょ
う

よ

か
え

お
も

に

め

こ
こ
ろ

み

け
が

い

あ    

わ   

ぎ   

は
ら

か
わ
ら

か
ら
だ

あ
ら

か
お

と
き

あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

つ
き
よ
み
の
み
こ
と

す
さ
の
を
の
み
こ
と

さ
ん
に
ん

か
み

う

お
お

い
ざ
な
ぎ
の
み
こ
と

あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

つ
き
よ
み
の
み
こ
と

す
さ
の
を
の
み
こ
と

た
か
ま
の
は
ら

く
に

う
み

め
い



　

古
来
よ
り
「
大
厄

に
は
諸
々
の
災
難
、

身
体
の
変
調
の
が
れ

難
し
」
と
い
わ
れ
、

年
回
り
に
当
る
方
の

み
な
ら
ず
御
家
族
に

ま
で
も
災
禍
が
及
び

何
か
と
ま
ま
な
ら
ぬ

こ
と
が
多
く
な
り
ま

す
。
前
後
三
年
間
に

渡
り
忌
み
慎
ま
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

御
祈
祷
を
受
け
毎
日
を
平
穏
に
過
ご
し
ま
し
ょ
う
。

御　首　神　社　社　報 (８)

御
首
神
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

神
職
へ
の
質
問 

Ｆ
Ａ
Ｑ

今
回
は  
『御
神
札
・御
守
り
・縁
起
物
』

に
つ
い
て
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

問 
 

複
数
の
神
社
の
御
守
り
を
一
緒
に
持
っ
て
い
て

も
大
丈
夫
な
ん
で
し
ょ
う
か
？

答 
 

よ
く
「
○
○
の
神
様
と
×
×
の
神
様
は
相
性
が

良
く
な
い
」
と
か
「
複
数
の
神
社
の
御
守
り
を
受
け

た
場
合
、
神
様
同
士
が
喧
嘩
さ
れ
る
」
な
ど
と
い
う

理
由
か
ら
、
何
体
も
御
守
り
を
持
つ
と
不
安
に
な
る

方
が
見
え
ま
す
が
、
神
様
同
士
が
「
相
性
が
悪
い
」

「
喧
嘩
さ
れ
る
」
な
ど
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
ご
ざ

い
ま
せ
ん
。
複
数
の
御
守
り
を
受
け
ら
れ
る
事
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
御
神
徳
を
戴
い
て
ご
自
身
を
守
っ
て
下

さ
る
で
し
ょ
う
。

問　

神
社
等
で
お
受
け
し
た
御
神
札
や
御
守
り
は
何

時
お
返
し
す
れ
ば
良
い
で
す
か
？

答　

御
神
札
や
御
守
り
は
基
本
的
に
、
受
け
ら
れ
て

一
年
で
お
返
し
し
ま
す
。
御
神
札
は
、
年
末
の
大
掃

除
な
ど
に
合
わ
せ
て
新
し
い
も
の
と
交
換
さ
れ
る
と

良
い
で
し
ょ
う
。

問　

初
宮
参
り
や
七
五
三
参
り
の
御
守
り
は
い
つ
頃

お
返
し
す
れ
ば
良
い
で
す
か
？

答　

初
宮
参
り
や
七
五
三
参
り
で
お
受
け
に
な
る
御

神
札
・
御
守
り
は
、
お
子
様
が
無
事
健
康
で
あ
る
よ

う
に
と
授
与
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
他
の
御
神
札
・

御
守
り
と
同
じ
く
、
一
年
経
過
す
れ
ば
返
納
し
て
頂

い
て
結
構
で
す
。

問　

お
正
月
の
初
詣
の
際
に
、
破
魔
矢
と
熊
手
を
受

け
た
の
で
す
が
、
ど
こ
に
お
祀
り
を
す
れ
ば
良
い
で

し
ょ
う
か
？

答　

破
魔
矢
・
熊
手
な
ど
の
縁
起
物
は
神
棚
の
近
く

に
お
祀
り
し
て
頂
く
の
が
一
番
良
い
の
で
す
が
、
そ

れ
が
無
理
な
よ
う
で
し
た
ら
、
少
し
高
い
位
置
で
清

浄
な
場
所
（
例
え
ば
下
駄
箱
の
上
な
ど
）
で
あ
れ
ば

結
構
で
す
。
尚
、
画
鋲
な
ど
で
止
め
て
お
祀
り
さ
れ

る
こ
と
は
避
け
て
下
さ
い
。

纏
め　

今
回
は
御
神
札
・
御
守
り
な
ど
に
つ
い
て
ご

紹
介
い
た
し
ま
し
た
。

　

御
神
札
や
御
守
り
を
受
け
ら
れ
て
い
る
時
は
神
様

に
守
っ
て
頂
い
て
い
る
と
い
う
気
持
ち
、
そ
し
て
返

納
さ
れ
る
時
は
守
っ
て
頂
い
た
こ
と
へ
の
感
謝
の
気

持
ち
が
大
切
で
あ
り
ま
す
。
常
に
こ
の
気
持
ち
を
持

ち
続
け
て
も
ら
え
れ
ば
、
必
ず
や
御
神
徳
が
戴
け
る

こ
と
で
し
ょ
う
。

崇
敬
会
入
会
の
ご
案
内

　

御
首
神
社
の
御
神
徳
に
感
謝
し
、
当
社
を
崇
敬
さ

れ
る
方
は
ど
な
た
で
も
入
会
出
来
ま
す
の
で
、
御
参

拝
の
折
、
社
務
所
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
尚
、
郵
便

に
て
も
受
付
出
来
ま
す
の
で
、
申
し
込
み
用
紙
を
御

請
求
頂
け
れ
ば
、
お
送
り
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

会  

員  

の  

特  

典
（
抜
粋
）

一
、
神
前
に
て
入
会
報
告
祭
が
執
り
行
わ
れ
ま
す
。

一
、
誕
生
日
に
は
特
別
祈
祷
が
行
わ
れ
、
神
符
が
授

　
　

与
さ
れ
ま
す
。

一
、
春
の
例
大
祭
・
秋
の
崇
敬
会
大
祭
に
は
ご
案
内

　
　

申
し
上
げ
、
大
祭
特
別
祈
祷
神
符
及
び
お
供
え

　
　

等
が
授
与
さ
れ
ま
す
。

一
、
夏
越
・
年
越
大
祓
に
は
ご
案
内
申
し
上
げ
、
ご

　
　

祈
祷
致
し
ま
す
。

厄 

除 

開 

運 

祈 

祷

男子

女子
昭和 50年

平成18年厄年に当る生れ年

前　厄 本　厄 後　厄

42歳 昭和 41年

25歳

昭和 40年 昭和 39年

昭和 58年 昭和 57年 昭和 56年

33歳

19歳

昭和 49年 昭和 48年

平成 元年 昭和 63年 昭和 62年
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玉
串
に
つ
い
て

　

神
社
で
は
、
お
祭
り
の
終
盤
に
ご
神
前
に
玉
串
を

奉
る
儀
式
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
幣
帛
の
一
種
で

榊
の
小
枝
に
木
綿
又
は
麻
緒
や
紙
垂
を
付
け
て
ご
神

前
に
捧
げ
る
も
の
で
、
栄
木
・
賢
木
・
坂
木
と
も
書

き
、
ご
神
前
へ
の
お
供
え
と
し
て
用
い
ま
す
。 

  
 

 
 

榊
の
起
源
は
古
く
「
古
事
記
」
に
天
照
大
神
が
天

岩
戸
に
お
隠
れ
に
な
っ
た
時
に
「
天
香
具
山
の
五
百

津
真
賢
木
を
根
こ
じ
に
こ
じ
て
玉
・
鏡
・
白
和
幣
・

青
和
幣
を
取
り
垂
で
て…

」
と
あ
る
よ
う
に
、
榊
を

ご
神
前
に
奉
っ
た
り
、
装
飾
と
し
て
用
い
た
り
す
る

こ
と
は
神
代
の
昔
か
ら
の
風
習
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

玉
串
の
語
義
は
、
国
学
者
の
賀
茂
真
淵
に
よ
れ
ば

「
玉
を
つ
け
た
る
串
の
意
な
り
」
と
も
言
い
、
本
居

宣
長
に
よ
れ
ば
「
手
向
け
串
の
意
な
り
」
と
も
又
、

六
人
部
是
香
は
「
御
霊
の
宿
り
た
ま
う
串
な
り
」
と

も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

 
 

一
般
神
社
で
の
玉
串
は
榊
（
寒
冷
地
で
は
常
緑
樹
）

の
枝
に
紙
垂
や
麻
を
付
け
た
も
の
を
用
い
、
正
式
参

拝
又
、
お
宮
参
り
や
七
五
三
な
ど
の
ご
祈
祷
を
受
け

ら
れ
る
場
合
も
、
玉
串
を
捧
げ
て
二
拝
二
拍
手
一
拝

の
作
法
で
参
拝
を
致
し
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　

　

当
神
社
で
ご
祈
祷
を
受
け
ら
れ
る
時
、
最
後
に
奉

っ
て
頂
く
金
幣
串
は
玉
串
の
替
わ
り
に
な
る
も
の
で

あ
り
、
参
拝
者
の
切
な
る
願
い
を
籠
め
て
お
名
前
を

書
い
て
も
ら
っ
て
お
り
ま
す
。　
　
　
　
　

　

尚
、
玉
串
の
奉
り
方
は
イ
ラ
ス
ト
で
下
記
に
て
ご

説
明
を
い
た
し
ま
す
。 

玉
串
の
奉
り
方

神職から渡される玉串の根元を右手で上
から持ち、左手で中央を下からそえます。

玉串を胸の高さに捧げ持ち、案と呼ば
れる机の前に進み一礼します。

玉串を時計回りに九十度回し、縦に
持ちます。

左手を下げ両手で玉串の根元を持ち、
祈りを込めます。

さらに玉串を時計回りに回して、根元
を神前の方に向けます。

玉串をそのまま、案の上に置きます。

あ
め
の
か
ぐ
や
ま

い　

ほ

つ　

ま
さ
か
き

し
ら
に
ぎ
て

あ
お
に
ぎ
て

か
も
の　

ま
ぶ
ち

む 

と 

べ     

た 

だ 

か
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祭 

事 

報 

告

▼
年
越
大
祓　
　
　
　
　

十
二
月
三
十
日
午
後
三
時

▼
元
旦
祭 

 
  

　
　
　
　

 
 

一
月 

 

一
日
午
前
零
時

▼
左
義
長 

 
  
 

　
　
　

  
 

一
月
十
五
日
午
前
十
時

 
 

前
年
に
各
ご
家
庭
で
お
祀
り
さ
れ
た
御
神
札
や
、

肌
身
御
守
り
、
ま
た
正
月
に
各
家
庭
で
飾
ら
れ
た
注

連
飾
り
等
を
忌
み
火
に
て
お
焚
き
上
げ
し
、
大
勢
の

参
拝
者
が
手
を
合
わ
せ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。  

 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 

▼
浄
火
祭　
　
　
　

  
 
  
 

二
月 

 
三
日
午
前
十
時

 
 

今
年
は
天
候
に
も
恵
ま
れ
、
朝
か
ら
多
数
の
参
拝

者
が
見
守
る
中
で
厳
粛
に
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。 

  
 

　

当
日
は
、
皆
様
が
奉
納
さ
れ
ま
し
た
金
幣
串
を
始

め
紅
白
串
・
祈
願
絵
馬
・
祈
願
帽
子
を
厄
男
が
真
心

を
込
め
て
祈
念
し
、
忌
火
で
以
っ
て
お
焚
き
上
げ
を

致
し
ま
し
た
。 

▼
祈
年
祭 

　
　

 　
　

 
  

二
月
十
九
日
午
後
三
時

▼
御
鍬
神
社
例
祭 

 

　

 
  

三
月
十
七
日
午
後
三
時

▼
例
大
祭 

 
  

 
  

 
  

 
  

 

四
月 

 

二
日
午
後
三
時

 
 

当
日
は 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
 

あ
い
に
く 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
 

の
雨
模
様 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
 

で
あ
り
ま 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
 

し
た
が
、 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
 

氏
子
崇
敬 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
 

者
多
数
参 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
 

列
の
下
、 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
 

例
大
祭
を 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
 

厳
か
に
斎 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
 

行
い
た
し 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
 

ま
し
た
。 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
 

　

又
、
境 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
 

内
特
設
舞 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
 

台
で
は
、
演
芸
の
他
に
子
供
達
に
よ
る
打
ち
囃
子
の

奉
納
が
行
わ
れ
、
練
習
の
成
果
を
存
分
に
披
露
し
て

く
れ
ま
し
た
。 

  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

▼
南
宮
神
社
例
祭　

  
 
  

 

五
月 

 

四
日
午
後
三
時

▼
お
田
植
え
祭　
　
　
　

 
 

六
月 

 

六
日
午
後
三
時

▼
農 
休 
み 

祭　
　
　
　

 

六
月
十
八
日
午
後
三
時

▼
長
寿
祈
願
祭　
　
　

 
  
 

九
月
十
五
日
午
後
四
時

▼
神
明
神
社
例
祭 

　

 
 
  
 

十
月
十
七
日
午
後
三
時

▼
七
五
三
参
り　
　
　

 
  
 

十
一
月
一
日
～
三
十
日

　

七
五
三
参
り
は
、
日
本
古
来
の
風
習
で
三
歳
・
五

歳
・
七
歳
と
子
供
の
成
長
過
程
に
節
目
を
つ
け
、
大

神
様
に
子
供
の
無
事
成
長
を
を
報
告
し
て
感
謝
申
し

上
げ
、
今
後
よ
り
一
層
の
御
守
護
を
願
う
人
生
儀
礼

で
あ
り
ま
す
。 

祭 

事 
案 

内

▼
西
宮
神
社
例
祭
（
相
殿
）
七
月
十
七
日
午
後
三
時

▼
末
廣
稲
荷
神
社
例
祭　
　

八
月　

六
日
午
後
三
時

▼
夏
越
大
祓  

　

 

　
　
　

 

八
月
六
日
午
後
三
時
半

　

こ
の
神
事
は
半
年
間
の
生
活
の
中
で
、
本
人
が
自

覚
す
る
こ
と
な
く
心
と
身
体
に
付
い
て
し
ま
う
罪
穢

・
災
厄
を
祓
い
清
め
、
こ
の
夏
を
健
康
で
元
気
に
暮

ら
せ
る
よ
う
に
祈
願
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

  
 

▼
崇
敬
会
大
祭 

  
 
 

十
一
月 

 
  

三
日
午
後
二
時

▼
新　

嘗　

祭 
  
 
 

十
一
月
二
十
三
日
午
後
三
時

御  

首  

神  

社  

社  

務  

所

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

Ｅ
メ
ー
ル   

   syam
usyo@

m
ikubi.or.jp

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ  

   
  w

w
w

.m
ikubi.or.jp


