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御

挨

拶

拝
啓

向
夏
の
候
、
皆
様
方
に
於
か
れ
ま
し
て
は
、
ご
清
栄
の
こ
と

と
お
喜
び
申
し
上
げ
ま
す
。

初
詣
で
賑
わ
う
元
日
、
突
然
の
揺
れ
に
大
変
驚
き
ま
し
た
が
、
参
拝

者
の
混
乱
も
目
立
っ
た
被
害
も
無
く
安
堵
致
し
ま
し
た
。
し
か
し
震
源

地
の
能
登
半
島
を
初
め
北
陸
各
地
の
多
大
な
被
害
を
耳
に
す
る
に
あ
た

り
、
改
め
て
地
震
の
恐
ろ
し
さ
を
感
じ
ま
し
た
。
被
災
さ
れ
た
方
々
に

は
心
よ
り
お
見
舞
い
申
し
あ
げ
ま
す
。

天
皇
皇
后
両
陛
下
に
於
か
れ
ま
し
て
も
、
震
災
直
後
よ
り
新
年
の
式

典
で
、
被
災
さ
れ
た
方
々
に
哀
悼
の
意
を
示
さ
れ
た
の
を
始
め
、
天
皇

誕
生
日
に
も
、
お
見
舞
い
を
の
べ
ら
れ
ま
し
た
。
又
、
三
月
と
四
月
に

は
石
川
県
に
ご
訪
問
さ
れ
、
避
難
所
に
身
を
寄
せ
て
い
た
人
に
お
見
舞

い
の
お
言
葉
を
か
け
ら
れ
、
災
害
対
応
に
当
た
っ
た
関
係
者
を
も
労
わ

れ
ま
し
た
。
常
に
国
民
に
寄
り
添
う
皇
室
の
姿
を
有
り
が
た
く
感
じ
感

謝
の
念
に
堪
え
ま
せ
ん
。

さ
て
、
伊
勢
の
神
宮
で
は
、
四
月
九
日
久
邇
朝
尊
大
宮
司
は
神
宮
司

庁
で
記
者
会
見
し
、
二
十
年
に
一
度
、
社
殿
な
ど
を
造
り
替
え
る
式
年

遷
宮
に
つ
い
て
、
天
皇
陛
下
か
ら
「
御
聴
許
（
ご
ち
ょ
う
き
ょ
）
」
を

受
け
た
と
発
表
し
ま
し
た
。
天
皇
陛
下
の
許
し
を
得
た
こ
と
に
よ
り
、

令
和
十
五
年
の
「
第
六
十
三
回
式
年
遷
宮
」
に
向
け
九
年
か
け
て
準
備

が
進
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
今
後
遷
宮
に
伴
う
神
事
や
行
事
が

予
定
さ
れ
て
お
り
、
最
初
の
神
事
と
し
て
、
御
用
材
の
伐
採
作
業
の
安

全
を
祈
る｢

山
口
祭｣

が
来
年
行
わ
れ
、
令
和
八
、
九
年
に
は
市
民
ら
が

御
用
材
を
神
域
に
運
び
入
れ
る｢

御
木
曳
行
事｣

が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
今
後
、
皆
様
の
ご
協
力
を
切
に
願
う
次
第
で
す
。

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

し
、
御
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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▼
祈
年
祭

二
月
十
一
日

祈
年
祭
は

例
祭
・
新
嘗
祭
と
並
ぶ

重
要
な
お
祭
り
の
一
つ
と
し
て
、
古

来
よ
り
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

今
年
の
五
穀
（
米
・
麦
・
粟
・
豆

・
稗
）
豊
穣
を
祈
る
と
共
に
、
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
滞
り
な

く
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
、

斎
行
致
し
ま
し
た
。

で
、
厄
年
に
あ
た
る
四
名
の
男
性
が

厄
男
と
し
て
奉
仕
し
て
下
さ
い
ま
し

た
。
厄
男
の
皆
様
は
、
慣
れ
な
い
袴

姿
と
草
履
に
加
え
、
多
く
の
参
拝
者

の
眼
差
し
に
、
緊
張
の
面
持
ち
で
金

幣
串
や
絵
馬
に
書
か
れ
た
お
名
前
を

読
み
上
げ
な
が
ら
、
火
炉
へ
と
投
げ

入
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
こ
の
日
に
限
り
帽
子
の
焚

き
上
げ
が
可
能
と
言
う
事
も
有
り
、

ご
参
列
の
多
く
の
方
が
帽
子
を
ご
持

参
さ
れ
、
神
事
終
了
後
に
は
た
く
さ

ん
の
帽
子
を
焚
き
上
げ
さ
れ
ま
し
た
。

▼
年
越
大
祓

十
二
月
三
十
日

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
。

あ
り
が
た
い
事
に
、
昨
年
よ
り
も

参
列
さ
れ
る
方
が
多
く
お
見
え
に
な

り
、
少
し
ず
つ
で
す
が
コ
ロ
ナ
前
の

様
子
に
戻
り
つ
つ
有
る
事
を
実
感
し

て
お
り
ま
す
。

▼
元
旦
祭

一
月
一
日

一
月
一
日
午
前
零
時
、
御
神
前
に

て
粛
々
と
斎
行
致
し
、
国
の
隆
昌
と

世
界
の
恒
久
平
和
を
願
い
ま
し
た
。
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祭

事

報

告

〈 元 旦 祭 〉

▼
左
義
長

一
月
十
五
日

昨
年
一
年
間
お
護
り
戴
き
ま
し
た

御
神
符
や
御
守
・
縁
起
物
ま
た
注
連

縄
や
正
月
飾
り
を
、
感
謝
の
祈
り
と

共
に
お
焚
き
上
げ
致
し
ま
し
た
。

本
年
も
氏
子
の
皆
様
が
、
古
神
札

な
ど
の
仕
分
け
作
業
を
手
伝
っ
て
下

さ
り
、
予
定
通
り
に
昼
頃
に
は
終
了

す
る
事
が
出
来
ま
し
た
。

▼
浄
火
祭

二
月
三
日

本
年
は
、
土
曜
日
と
重
な
り
天
候

も
良
く
、
コ
ロ
ナ
禍
以
来
、
久
し
ぶ

り
に
多
く
の
参
拝
者
の
見
守
る
中
で

神
事
が
斎
行
で
き
ま
し
た
。

本
年
は
、
氏
子
区
域
に
お
住
ま
い 〈 左義長の火炉 〉

〈 浄 火 祭 〉

〈 浄火祭（神事終了後) 〉



に
大
き
く
聞
こ
え
て
き
ま
す
。
そ
し

て
十
九
時
頃
、
境
内
に
到
着
し
た
子

供
た
ち
が
、
拝
殿
前
に
て
子
供
打
ち

囃
子
の
奉
納
を
行
い
、
本
年
の
例
大

祭
の
行
事
は
全
て
終
了
し
ま
し
た
。

コ
ロ
ナ
に
よ
り
、
神
輿
も
打
ち
囃

子
も
知
ら
な
い
子
供
等
が
増
え
、
心

配
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
本
年
は
数

多
く
の
子
供
た
ち
が
参
加
し
て
く
れ
、

真
剣
な
が
ら
も
楽
し
そ
う
に
例
大
祭

に
関
わ
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
来
年
以

降
も
こ
の
行
事
・
伝
統
が
引
き
継
が

れ
、
末
永
く
残
る
こ
と
を
期
待
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

▼
南
宮
神
社
例
祭

五
月
四
日

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
。
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▼
例
大
祭

四
月
二
日

当
日
は
、
桜
も
ほ
ぼ
満
開
で
、
天

候
に
も
恵
ま
れ
、
正
に
例
大
祭
日
和
。

昨
年
の
例
大
祭
で
は
行
事
内
容
を

通
常
（
コ
ロ
ナ
前
）
に
戻
し
、
子
供

打
ち
囃
子
が
奉
納
さ
れ
ま
し
た
が
、

本
年
は
更
に
子
供
神
輿
の
渡
御
も
復

活
し
ま
し
た
。

朝
一
番
に
発
輿
祭
が
執
り
行
わ
れ
、

元
気
い
っ
ぱ
い
の
子
供
神
輿
が
町
内

を
巡
り
、
賑
々
し
い
例
大
祭
の
始
ま

り
で
す
。

午
後
三
時
、
岐
阜
県
神
社
庁
副
庁

長
を
献
幣
史
に
お
迎
え
し
、
例
大
祭

の
神
事
が
執
り
行
わ
れ
、
恙
無
く
納

め
る
事
が
出
来
ま
し
た
。

夕
刻
、
境
内
に
掲
げ
ら
れ
た
提
灯

に
火
が
灯
さ
れ
、
氏
子
区
域
内
か
ら

当
神
社
へ
向
っ
て
く
る
子
供
た
ち
の

奏
で
る
、
笛
や
太
鼓
の
音
色
が
徐
々 〈 発輿祭 〉

▼
お
田
植
祭

六
月
十
一
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
無
事

に
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
六
日

農
休
祭
は
、
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
、
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
う
神
事
で

す
。
氏
子
総
代
等
が
ご
参
列
の
も
と
、

滞
り
な
く
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
る
た
め
、
月
次
祭
は
行
わ
れ
ま
せ

ん
で
し
た
。

ご
奉
納
頂
き
ま
し
た

ご
奉
納
頂
き
ま
し
た

〈夜の境内〉

▽
令
和
六
年
三
月
、
海
津
市
の
中
村

と
み
子
様
よ
り
賜
り
ま
し
た
ご
寄
付

に
よ
り
、
和
室
三
部
屋
の
畳
を
新
調

し
、
和
室
全
て
の
襖
の
修
理
・
張
替

え
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
和
室
三

部
屋
は
四
月
二
日
の
例
大
祭
で
、
献

幣
史
や
助
勤
神
職
・
楽
人
等
の
部
屋

と
し
て
使
っ
て
お
り
、
新
畳
の
香
り

芳
し
い
部
屋
で
、
お
持
て
成
し
出
来

ま
し
た
。

こ
の
場
を
お
借
り
致
し
ま
し
て
、

篤
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

〈 新畳と襖 〉
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諸
説
有
り
ま
す
が
、
穢
の
語
源
は

気
枯
れ
だ
と
い
い
ま
す
。
気
持
ち
が

枯
れ
て
し
ま
う
。
落
ち
込
ん
だ
り
、

気
力
が
衰
え
る
、
又
、
憂
鬱
に
な
る

状
態
を｢

ケ
ガ
レ
た｣

と
言
っ
た
と
有

り
ま
す
。

朝
、
家
を
出
る
時
、
い
き
な
り
雨

が
降
り
出
せ
ば
、
気
分
が
下
が
り
ま

す
。
街
で
買
い
物
を
楽
し
ん
で
い
る

時
、
見
ず
知
ら
ず
の
人
が
お
店
の
店

員
さ
ん
に
怒
鳴
り
声
を
あ
げ
て
い
る

の
に
遭
遇
す
れ
ば
、
楽
し
さ
は
半
減

し
て
し
ま
い
ま
す
。
汚
れ
た
ベ
ン
チ

や
壁
の
落
書
き
を
見
て
不
快
に
感
じ

る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
道
中
、
悲
惨

な
交
通
事
故
を
目
撃
す
れ
ば
、
非
常

に
後
味
の
悪
い
思
い
が
残
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
こ
と
が
度
重
な
れ
ば
、

外
出
自
体
に
嫌
悪
を
抱
く
よ
う
に
成

る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
自
身
に
は
何

の
非
も
な
く
避
け
よ
う
も
無
い
こ
と

で
、
日
々
穢
は
溜
ま
っ
て
い
き
ま
す
。

体
の
汚
は
落
と
せ
て
も
、
心
に
蓄

積
さ
れ
た
穢
は
簡
単
に
は
消
せ
ま
せ

ん
。
自
身
に
と
っ
て
の
良
く
な
い
事

は
、
云
う
に
及
ば
ず
他
人
の
不
幸
も

含
め
気
持
ち
が
萎
え
る
、
不
愉
快
な

気
に
な
る
、
元
気
が
な
く
な
る
そ
れ

ら
が
体
の
不
調
に
繋
が
っ
た
り
、
邪

な
思
い
に
支
配
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
れ
ら
の
マ
ガ
ゴ
ト
を
避
け
る
た
め

の｢

お
ま
じ
な
い｣

を
聞
い
た
こ
と
が

あ
る
で
し
ょ
う
。
新
品
の
靴
を
お
ろ

御
首
神
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

神
職
へ
の
質

問
Ｑ
＆
Ａ

神
社
で
神
主
が
大
麻
を
振
っ
て
祝

詞
を
上
げ
て
拝
ん
で
く
れ
る
。

お
祓
い
と
聞
く
と
思
い
浮
か
べ
る

の
は
そ
ん
な
光
景
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
？

普
段
の
生
活
と
か
け
離
れ
た
非
日

常
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
れ
て
い
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
あ
る
意
味
普
段
の
お
掃

除
と
大
変
良
く
似
て
い
る
所
が
在
り

ま
す
。

お
掃
除
で
は
ゴ
ミ
や
埃
な
ど
の
汚

れ
と
い
っ
た
【
不
浄
】
を
払
い
ま
す
。

清
浄
な
空
間
で
の
生
活
な
ら
ば
、
病

気
な
ど
感
染
リ
ス
ク
も
下
が
る
こ
と

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

で
は
、
お
祓
い
で
は
何
を
祓
っ
て

い
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
穢
で
す
。

｢

汚
れ｣

と
言
う
漢
字
に
は
、
ケ
ガ
レ

と
云
う
読
み
方
も
在
る
た
め
、
や
や

こ
し
く
成
り
ま
す
が
、
そ
の
違
い
を

例
え
る
な
ら
、
下
水
を
汲
ん
だ
コ
ッ

プ
は
、
綺
麗
に
洗
っ
て
消
毒
を
し
て

も
、
そ
れ
で
水
を
飲
む
事
に
抵
抗
を

覚
え
ま
す
。

汚
れ
は
、
掃
除
で
落
と
せ
て
も
、

穢
は
人
の
手
で
は
簡
単
に
取
り
除
く

こ
と
は
出
来
な
い
の
で
す
。
で
は
、

そ
の
目
に
は
見
え
な
い
穢
と
は
ど
の

よ
う
な
物
な
の
で
し
ょ
う
。

『

穢
れ
と
御
祓
い

』

す
前
に
、
靴
底
に
墨
を
塗
っ
た
り
、

ト
イ
レ
に
持
ち
込
ん
だ
り
す
る
と
言

う
類
の
物
で
す
。

新
品
を
既
に
汚
れ
た
物
、
古
い
物

に
し
て
し
ま
う
事
で
魔
の
進
入
を
防

ご
う
と
い
う
の
で
す
。
新
品
で
無
い

の
で
靴
を
汚
し
て
し
ま
っ
て
も
、
そ

れ
は
細
事
だ
と
云
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
で
も
、
避
け
る
こ
と
の
出
来

な
か
っ
た
穢
は
、
神
様
に
清
め
て
い

た
だ
き
、
元
気
を
取
り
戻
す
の
が
、

お
祓
い
で
す
。
年
に
二
度
、
夏
越
の

大
祓
い
、
年
越
の
大
祓
い
と
い
う
お

祭
り
が
各
地
の
神
社
で
行
わ
れ
て
お

り
ま
す
。

溜
ま
っ
た
罪
・
穢
れ
を
能
動
的
・

積
極
的
に
祓
い
、
誰
し
も
が
少
な
か

ら
ず
心
に
抱
え
て
い
る
重
荷
か
ら
解

放
さ
れ
る
事
で
、
魂
が
軽
く
な
り
、

新
し
い
飛
躍
に
繋
が
る
事
で
し
ょ
う
。

お
祓
い
は
た
だ
の
迷
信
で
は
無
く
、

行
事
や
物
へ
の
意
味
付
け
に
、
わ
れ

わ
れ
日
本
人
の
感
性
や
自
然
観
、
神

仏
へ
の
畏
怖
が
詰
ま
っ
て
い
る
の
で

す
。

問

神
棚
が
古
い
の
で
新
し
い
神
棚

に
替
え
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
取

替
え
方
法
や
古
い
神
棚
の
撤
去
は
ど

う
し
た
ら
良
い
で
す
か
？

答

神
棚
を
新
し
く
さ
れ
る
場
合
は
、

お
近
く
の
神
社
へ
相
談
し
、
古
い
神

棚
へ
の
感
謝
と
共
に
、
新
し
い
神
棚

設
置
の
お
祓
い
を
受
け
ら
れ
る
事
を

お
勧
め
い
た
し
ま
す
。
ま
た
、
取
り

替
え
た
後
の
古
い
神
棚
は
左
義
長
で

お
焚
き
上
げ
す
る
と
良
い
で
し
ょ
う
。

纏
め

リ
フ
ォ
ー
ム
を
機
に
神
棚
も

新
し
く
し
た
い
と
言
う
ご
相
談
を
受

け
る
こ
と
が
多
々
ご
ざ
い
ま
す
。
新

し
い
神
棚
、
新
し
い
気
持
ち
で
神
様

を
お
祀
り
に
な
ら
れ
る
事
は
と
て
も

良
い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
出
て
く

る
の
は
、
古
い
神
棚
の
処
分
で
す
。

取
り
外
し
に
関
す
る
お
祓
い
を
お
受

け
頂
い
た
後
の
神
棚
は
、
当
社
で
は

左
義
長
の
他
に
、
焼
納
感
謝
祈
祷
に

て
お
焚
き
上
げ
致
し
て
お
り
ま
す
。

焼
納
感
謝
祈
祷
に
関
す
る
ご
質
問

は
、
お
電
話
な
ど
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

〈 穢れと御祓い 〉
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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
四
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
四
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 〉

祭

事

案

内

夏
越
大
祓
へ
の
お
申
し
込
み
方
法

は
、
人
形
に
氏
名
と
生
年
月
日
を
記

入
し
、
身
体
を
な
で
て
、
息
を
吹
き

か
け
て
下
さ
い
。
人
形
は
一
人
一
枚

と
な
り
ま
す
の
で
、
不
足
の
際
は
各

自
ご
奉
製
下
さ
い
。

尚
、
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
～

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
、
三
歳
の
七
五
三
を
「
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
。

令和6年6月20日

祭

事

案

内

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
。

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
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
家
族
皆
様
で

是
非
と
も
当
社
へ
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
い
た

し
て
お
り
ま
す
。
（
予
約
不
要
）

御
首

数え歳 満年齢

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

令和 令和

4年  3年

  生まれ   生まれ

３歳

５歳

７歳

令和６年 七五三

▼
崇
敬
会
大
祭

十
一
月
三
日

年
に
一
度
、
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
が
授
与
さ
れ
ま
す
。

（
一
家
族
一
体
授
与
）

▼
新
嘗
祭

十
一
月
二
十
三
日

例
祭
・
祈
年
祭
と
並
ぶ
三
大
祭
の

一
つ
と
し
て
、
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
豊
穣
へ
の
感
謝
を

申
し
上
げ
、
初
物
を
神
様
に
食
し
て

頂
き
、
皇
室
の
ご
安
泰
、
国
家
の
安

寧
を
願
い
ま
す
。

ま
た
、
境
内
の
神
饌
田
に
て
収
穫

さ
れ
た
御
初
穂
も
ご
神
前
に
お
供
え

致
し
ま
す
。

▼
月
次
祭

毎
月
一
日
・
二
十
日

境
内
東
に
鎮
座
す
る
、
末
廣
稲
荷

神
社
の
参
道
脇
に
立
ち
並
ぶ
朱
色
の

幟
旗
は
、
末
廣
稲
荷
神
社
の
八
月
の

例
祭
と
お
正
月
に
合
せ
て
新
調
し
、

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
。

＊
幟
一
対

初
穂
料

三
千
円

今
回
の
表
紙
は
「
オ
オ
ス
カ
シ
バ
」
で
す
。

写
真
の
腕
が
無
く
上
手
く
撮
れ
ま
せ
ん
で
し

た
が…

透
明
な
羽
と
体
の
ふ
わ
ふ
わ
感
が
可

愛
い
の
で
好
き
な
一
種
で
す
。

編
集
後
記

末
廣
稲
荷
神
社

参
道
幟

募
集
中

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


