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第 4 0 3 号

す
が
、
こ
れ
が
大
祓
祭
に
相
当

し
ま
す
。

古
語
捨
遺
で
も
天
罪
・
国
罪

は
、
中
臣
祓
詞
に
あ
る
こ
と
か

ら
も
、
上
代
か
ら
大
祓
の
あ
っ

た
事
を
裏
づ
け
て
い
ま
す
。

平
安
時
代
の
大
祓
は
、
国
中

の
穢
れ
を
祓
い
清
め
る
行
事
で

し
た
。

明
治
維
新
後
の
一
八
七
一
年

に
は
、
一
時
的
に
中
絶
し
て
い

た
大
祓
の
旧
儀
を
再
興
し
て
、

天
下
一
般
に
施
行
せ
し
め
る
事

と
な
り
、
そ
れ
以
後
の
大
祓
は

皇
室
に
お
か
れ
ま
し
て
も
百
官

の
代
表
を
召
し
て
行
わ
れ
、
全

国
の
神
社
に
お
い
て
も
氏
子
の

代
表
を
集
め
て
執
行
し
て
い
ま

す
。ま

た
、
大
祓
詞
は
約
九
百
字

で
あ
り
、
こ
の
中
に
は
我
が
国

体
の
あ
り
方
、
天
王
統
治
の
あ

り
方
お
よ
び
国
民
の
罪
を
祓
い

清
め
て
、
正
し
い
人
間
に
な
る

た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
良
い
か

祓
い
の
仕
方
が
皇
祖
神
の
遺
訓

と
し
て
、
お
ご
そ
か
に
宣
言
さ

れ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
大
祓
祭
が
重
視

さ
れ
る
理
由
の
一
つ
に
は
、
古

神
道
に
お
い
て
『
祓
い
清
め
』

を
根
底
と
す
る
思
想
を
上
げ
る

こ
と
が
出
来
ま
す
。

て
い
ま
す
が
、
出
雲
心
友
教
会

の
大
祓
祭
は
、
皆
様
方
が
出
席

し
や
す
い
日
を
考
慮
し
て
、
日

曜
日
な
ど
の
休
み
の
日
を
設
定

し
て
お
り
ま
す
。

平
成
二
十
年
度
は
、
六
月
二

十
九
日
（
日
）と
十
二
月
二
十
八

日（
日
）を
予
定
し
て
い
ま
す
。

さ
て
、
大
祓
祭
で
す
が
、
皆

様
も
ご
存
知
の
通
り
、
我
が
国

上
代
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
祓
式

で
す
。

一
定
の
制
式
と
し
て
定
め
ら

れ
た
の
は
、
大
宝
令
で
す
が
、

平
安
初
期
の
国
家
の
法
制
書
で

あ
る
延
喜
式
に
記
さ
れ
て
い
る

事
に
基
づ
い
て
六
月
（
夏な

越ご
し

の

祓
）
と
十
二
月
（
年
越
の
祓
）

の
年
二
回
行
わ
れ
る
様
に
な
り

ま
し
た
。

天
罪

あ
ま
つ
つ
み
と
国
罪

く
に
つ
つ
み
と
を
祓
う
起
源

は
上
代
に
あ
り
、
日
本
書
紀
で

は
、
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
の
犯

し
た
罪
に
よ
っ
て
天
岩
戸
が
閉

ま
り
、
岩
戸
を
開
こ
う
と
天
児

屋
命
の
奏
上
し
た
祝
詞
を
『
解は
ら

除へ

の
太ふ
と

諄の

辞り
と

』
と
称
し
て
い
ま

こ
れ
は
、
罪
、
穢
れ
、
邪
念
、

妄
想
な
ど
を
祓
い
清
め
る
こ
と

に
よ
り
、
自
分
自
身
が
神
に
近

づ
く
こ
と
が
出
来
る
と
す
る
思

想
で
す
。

祓
い
清
め
の
方
法
と
し
て
は

水
を
も
っ
て
心
身
を
清
め
る
禊み
そ

ぎ
、
火
打
ち
石
に
よ
る
切
り
火

の
祓
い
、
更
に
は
祓
幣

は
ら
え
ぬ
き
に
よ
る

祓
い
な
ど
数
多
く
あ
り
ま
す

が
中
で
も
極
め
て
重
要
な
の

が
、
言
霊
こ
と
だ
ま

（
＝
音
霊
お
ん
れ
い

）
に
よ
る

も
の
で
す
。

私
た
ち
は
、
一
人
の
例
外
も

な
く
、
生
ま
れ
た
時
に
は
一
点

の
曇
り
も
な
い
真
白
な
、
清
ら

か
な
魂
を
持
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
だ
ん
だ
ん
成
長
し

言
葉
を
話
せ
る
様
に
な
っ
て
、

一
日
一
日
を
生
か
さ
れ
て
い
る

う
ち
に
、
毎
日
の
生
活
の
中
で

知
ら
ず
知
ら
ず
に
人
を
傷
つ
け

た
り
、
気
が
と
が
め
る
事
を
し

て
い
る
も
の
で
す
。

そ
う
し
た
毎
日
の
行
動
や
言

動
に
よ
っ
て
、
生
ま
れ
た
時
の

清
い
真
白
な
魂
は
、
灰
色
に
な

り
、
更
に
は
真
黒
に
穢
れ
て
し

ま
う
の
で
す
。

大
祓
祭
は
、
こ
の
様
に
し
て

穢
れ
て
し
ま
っ
た
魂
を
生
ま
れ

た
時
の
真
白
な
清
ら
か
な
状
態

に
も
ど
す
為
に
行
わ
れ
る
の
で

す
。出

雲
心
友
教
会
の
大
祓
祭
は

当
日
神
殿
に
お
ま
い
り
さ
れ
た

方
全
員
で
祝
詞
本
（
当
日
は
必

ず
お
持
ち
下
さ
い
）
の
中
に
あ

る
大
祓
詞
を
三
回
奏
上
す
る
事

に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
た
言
葉
、

つ
ま
り
言
霊
に
よ
っ
て
、
自
分

自
身
の
魂
を
浄
化
し
、
更
に
切き

り

麻ぬ
さ

に
よ
っ
て
身
を
清
め
る
と
い

う
御
祭
で
す
。

こ
う
し
て
、
半
年
間
の
罪
穢

れ
を
祓
い
清
め
て
、
新
た
な
る

半
年
間
を
迎
え
る
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
本
来
は
、
自
分
自

身
の
罪
穢
れ
は
、
本
人
が
お
ま

い
り
し
て
祓
わ
せ
て
頂
く
の
が

本
当
で
す
が
、
身
体
の
具
合
が

悪
い
方
や
怪
我
を
さ
れ
て
い
る

方
、
ま
た
地
方
の
方
な
ど
は
、

お
ま
い
り
し
た
く
て
も
出
来
な

い
と
思
い
ま
す
。

そ
ん
な
方
々
の
為
に
は
人
形

ひ
と
が
た

（
代
参
の
方
の
為
の
半
紙
な
ど

で
作
ら
れ
た
人
の
形
を
し
た
も

の
）
を
郵
送
さ
せ
て
頂
き
ま
し

た
の
で
お
早
め
に
お
申
し
込
み

下
さ
い
ま
せ
。

尚
、
人
形
は
一
人
に
つ
き
一

枚
必
要
で
す
。

六
月
二
十
九
日
（
日
）
に
は
、

万
障
お
繰
り
合
わ
せ
の
上
、
是

非
お
ま
い
り
下
さ
い
ま
せ
。

毎
年
二
回
の
大
祓
祭
ま
で
、

早
い
も
の
で
半
月
余
り
と
な
り

ま
し
た
。

神
社
庁
で
定
め
ら
れ
て
い
る

大
祓
祭
の
日
程
は
、
六
月
と
十

二
月
の
晦
日
と
言
う
事
に
な
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神
道
の
お
祭
り
や
儀
式
は
、

必
ず
「
修
祓
」
つ
ま
り
お
祓
い

か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ

で
、
今
回
は
な
ぜ
、
ど
の
お
祭

り
も
お
祓
い
か
ら
始
ま
る
の
か

と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た
い

と
思
い
ま
す
。

お
祓
い
そ
の
も
の
に
つ
い
て

考
え
て
み
る
前
に
ま
ず
お
祭
り

と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
お
話

す
る
こ
と
に
し
ま
す
。

お
祭
り
と
は
私
た
ち
の
切
な

る
気
持
ち
を
形
に
表
わ
し
た
儀

式
な
の
で
す
。

日
頃
の
広
き
厚
き
御
神
徳
に

感
謝
す
る
気
持
ち
、
ま
た
そ
れ

ま
で
同
様
、
将
来
に
わ
た
っ
て

も
厚
き
導
き
御
陰
を
蒙
ら
せ
て

頂
き
た
い
と
い
う
気
持
ち
、
そ

う
い
う
意
味
で
神
様
と
一
体
に

な
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
だ
と

言
え
ま
す
。

そ
う
い
う
気
持
ち
、
す
な
わ

ち
「
真
心
」
を
「
形
」
に
表
わ
し

た
の
が
「
お
祭
り
」
な
の
で
す
。

だ
か
ら
、
日
本
人
に
と
っ
て

根
元
的
信
仰
で
あ
る
神
道
で
は

昔
か
ら
言
挙

こ
と
あ
げ

し
な
い
こ
と
が
、

特
徴
と
な
っ
て
い
た
の
で
す
。

例
え
ば
、
自
分
自
身
が
誰
か
に

対
し
て
感
謝
す
る
気
持
ち
を
持

っ
て
い
れ
ば
、
そ
の
人
に
「
あ

り
が
と
う
」
と
言
う
こ
と
は
、

当
た
り
前
の
こ
と
で
す
が
、そ
の

前
に
感
謝
を
形
に
あ
ら
わ
す
意

味
で
、
そ
の
人
の
と
こ
ろ
へ
飛

ん
で
い
っ
て
、
自
分
に
出
来
る

こ
と
を
さ
せ
て
頂
く
、
つ
ま
り

形
が
、
理
が
、
行
動
が
先
に
来

る
の
が
普
通
だ
と
思
い
ま
す
。

信
仰
に
お
い
て
も
同
じ
こ
と

で
す
。
日
本
人
は
「
真
心
」
を

「
形
」
に
表
わ
す
こ
と
が
出
来

る
、
言
い
か
え
れ
ば
「
行
動
」

で
示
せ
る
、
す
ぐ
れ
た
特
徴
を

持
っ
た
民
族
だ
と
言
う
こ
と
が

出
来
ま
す
。

お
祓
い
も
同
じ
こ
と
な
の
で

す
。
私
達
は
肉
体
を
持
っ
て
、

こ
の
世
に
中
に
生
き
て
い
る
た

め
、
知
っ
て
い
な
が
ら
、
ま
た

知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
罪
を

つ
く
っ
て
毎
日
毎
日
を
送
っ
て

い
る
わ
け
で
す
。
私
達
は
、
そ

う
い
う
存
在
で
す
か
ら
、
全
智

全
能
で
、
絶
対
な
る
神
様
の
御

顔
を
仰
ぎ
見
る
こ
と
も
、
ま
し

て
や
そ
の
御
前
に
進
み
出
る
こ

と
も
、
と
て
も
恐
れ
多
く
て

．
．
．
．
．

出

来
な
い
わ
け
で
す
。

で
は
、
ど
う
し
た
ら
そ
う
い

う
私
た
ち
が
神
様
の
前
に
進
み

出
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ

う
か
。
そ
れ
は
、
絶
え
ず
気
が

つ
い
た
罪
は
反
省
し
、
懺
悔
し

時
に
は
、
贖
罪

し
ょ
く
ざ
い
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
私
た
ち
は
そ．

れ．
と
気
づ
か
ず
に
日
々
、
罪
を

犯
し
て
自
分
の
霊
を
穢
し
て
い

る
わ
け
で
す
。

穢
れ
と
は
、
憎
し
み
や
怒
り

嫉
み
や
羨
み
の
た
め
に
心
が
歪

み
、
そ
の
歪
み
が
魂
を
も
曇
ら

せ
て
、
み
に
く
く
し
て
い
る
状

態
の
こ
と
で
す
。
そ
の
よ
う
な

状
態
で
私
達
が
、
無
限
で
絶
対

な
る
大
神
様
の
前
に
進
め
る
は

ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。

有
限
な
人
間
に
出
来
る
事
は

せ
い
ぜ
い
気
が
つ
い
た
罪
を
反

省
し
、
懺
悔
し
、
贖
罪
す
る
と

い
っ
た
こ
と
ぐ
ら
い
の
こ
と
で

す
。
そ
れ
以
上
の
こ
と
、
つ
ま

り
気
づ
か
ず
に
い
る
罪
や
霊
の

穢
れ
は
、
絶
対
な
る
お
力
を
持

っ
て
お
ら
れ
る
祓
戸
の
神
様
の

お
力
に
す
が
っ
て
祓
っ
て
頂
く

以
外
に
な
い
わ
け
で
す
。

つ
ま
り
、
お
祭
り
の
始
め
に

あ
る
修
祓
と
い
う
儀
式
は
、
私

達
が
気
づ
か
ず
に
い
る
罪
や
穢

れ
を
神
様
の
お
力
で
祓
っ
て
頂

き
た
い
と
い
う
切
な
る
気
持
ち

を
形
に
あ
ら
わ
し
た
儀
式
な
の

で
す
。

修
祓
し
ゅ
ば
つ

に
つ
い
て

そ
れ
で
は
神
道
で
は
、
神
様

の
前
に
出
る
時
、
な
ぜ
そ
れ
程

ま
で
に
罪
や
穢
れ
を
嫌
う
の
で

し
ょ
う
か
。
ひ
と
つ
は
、
神
様

を
恐
れ
慎
し
む
気
持
ち
か
ら
だ

と
言
え
ま
す
。
も
う
ひ
と
つ
は

神
道
の
理
想
は
よ
く
「
明
る
く
、

清
く
、
正
し
く
、
直
く
」

つ
ま
り
「
明
浄
正
直
」
と
い
う

言
葉
で
言
い
表
わ
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
清
潔

で
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
穢
れ
は

忌
み
嫌
わ
れ
る
わ
け
で
す
。

し
か
し
、
多
く
の
場
合
、
人

間
は
穢
れ
て
い
て
、
お
祭
り
を

す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
姿

と
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

神
様
と
一
体
に
は
、
と
て
も
な

れ
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
る
わ

け
で
す
。

つ
ま
り
、
そ
の
異
状
な
姿
を

矯
正
す
る
理
念
を
形
に
表
わ
し

た
の
が
お
祓
い
の
儀
礼
だ
と
言

え
る
わ
け
で
す
。
言
い
か
え
れ

ば
、
修
祓
と
い
う
の
は
、
と
も

す
れ
ば
、
正
常
か
ら
そ
れ
が
ち

な
人
間
を
、
神
道
の
理
想
と
す

る
と
こ
ろ
へ
戻
し
、
正
す
と
い

う
考
え
方
を
形
で
示
し
た
も
の

な
の
で
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
お
祓
い

は
、
お
祭
り
の
一
番
最
初
に
き

て
い
る
の
で
す

●
心
友
会
だ
よ
り
布
教
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

心
友
会
だ
よ
り
を
年
間
千
八
百
円

（
一
部
に
つ
き
）
で
お
わ
け
し
ま
す
。

親
戚
の
方
や
、
知
人
の
方
に
お
渡

し
く
だ
さ
い
。

こ
ち
ら
か
ら
直
接
郵
送
も
可
能
で
す
。

（
郵
送
先
を
お
知
ら
せ
下
さ
い
。）

●
会
長
先
生
の
ご
著
書
ご
ざ
い
ま
す

会
長
先
生
の
ご
著
書
、「
日
本
の
心

神
道
入
門
」（
再
版
）、「
霊
の
め
ぐ

み
霊
の
さ
わ
り
」、「
神
霊
の
奇
跡
」、

「
神
の
こ
こ
ろ
・
霊
の
め
ぐ
み
」
、

全
て
、
末
広
会
に
て
販
売
し
て
お

り
ま
す
。

在
庫
に
限
り
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、

お
早
め
に
お
求
め
下
さ
い
。

ご
不
明
な
点
等
、ご
ざ
い
ま
し
た
ら

○
四
四（
九
七
六
）○
七
○
八

佐
藤
ま
で

心
友
会
コ
ー
ナ
ー
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穢
け
が
れ
の
こ
と
を
、
そ
の
昔
は
、

〝
気
枯
れ
〞
と
書
い
た
と
も
い

い
ま
す
。
そ
の
意
味
は
、
正
し

い
こ
と
、
あ
る
い
は
、
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
や
る
た

め
の
気
力
が
枯
れ
衰
え
る
と
い

う
こ
と
だ
そ
う
で
す
。

で
は
、
心
が
ど
ん
な
状
態
の

時
に
、
穢
れ
は
生
じ
る
の
で
し

ょ
う
か
。
一
言
で
言
え
ば
〝
我

執
〞
が
強
く
な
っ
て
い
る
時
で

す
。人

を
恨
ん
だ
り
憎
ん
だ
り
、

み
だ
り
に
争
っ
た
り
、
あ
る
い

は
人
を
謗そ

し

っ
た
り
、
自
か
ら
を

愚
痴
っ
た
り
し
た
時
…
…
。

つ
ま
り
、
自
分
が
ほ
ん
と
う

に
正
し
く
素
直
で
あ
れ
ば
、
と

て
も
気
が
と
が
め
た
り
、
自
分

自
身
が
不
快
に
な
る
よ
う
な
心

の
状
態
で
す
。
要
す
る
に
、
心

が
そ
ん
な
ふ
う
に
ね
じ
け
、
歪

め
ら
れ
て
、
そ
れ
が
霊
に
ま
で

達
し
、
霊
を
曇
ら
せ
て
い
る
状

態
の
こ
と
を
穢
と
言
う
訳
で
す
。

穢
に
は
、
こ
う
し
た
我
執
に

よ
っ
て
自
か
ら
つ
く
り
出
し
て

い
る
〝
自
我
穢
〞
も
あ
り
ま
す

が
、
こ
の
他
に
、
先
祖
が
犯
し

た
り
、
つ
く
っ
た
り
し
た
罪
が

知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
自
分

に
及
ん
で
い
る
場
合
に
み
ら
れ

る
〝
生
世
穢
〞
、
ま
た
他
人
の

穢
に
ま
き
こ
ま
れ
た
り
、
そ
の

影
響
を
う
け
た
り
し
て
、
つ
い

に
は
自
分
の
穢
と
な
っ
て
し
ま

う
〝
他
穢
〞
も
あ
り
ま
す
。
仏

教
の
言
葉
で
言
え
ば
、
こ
れ
ら

の
穢
は
、
罪
業

ざ
い
ご
う

と
か
宿
業
す
う
ご
う

と
か

因
縁
い
ん
ね
ん

と
か
い
う
こ
と
に
な
り
ま

し
ょ
う
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
穢
が
澱お
り

の
よ
う
に
厚
く
た
ま
っ
て
き
ま

す
と
、
有
形
化
し
て
犯
罪
に
ま

で
進
む
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
人
は
病
気
に
罹
っ
た
り
、

さ
ま
ざ
ま
な
災
厄
や
不
運
に
出

遭
っ
た
り
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
こ
れ
が
神
さ
ま
の
お
手
ぶ

り
な
の
で
す
。

そ
れ
で
は
い
っ
た
い
、
神
さ

ま
は
な
ぜ
そ
ん
な
こ
と
を
な
さ

る
の
か
、
と
う
い
う
こ
と
で
す
。

神
さ
ま
が
人
間
に
、
清
く
明
る

い
霊
を
分
か
ち
与
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
は
、
心
の
ね
じ
け
や
歪

み
か
ら
霊
を
穢
す
よ
う
な
こ
と

を
し
た
時
、
気
の
と
が
め
を
覚

え
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
こ
と

だ
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
人
間

に
は
、
そ
れ
を
清
く
明
る
い
ま

ま
に
保
つ
義
務
が
課
せ
ら
れ
て

い
る
の
で
す
。
そ
こ
で
神
さ
ま

は
、
そ
れ
を
穢
し
て
気
づ
か
な

い
人
間
に
は
、
も
と
の
清
ら
か

な
姿
に
戻
さ
せ
る
意
味
で
、
病

気
と
か
災
い
と
か
を
お
与
え
に

な
る
の
で
す
。

言
う
な
ら
ば
、
神
さ
ま
か
ら

の
注
意
信
号
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
し
ょ
う
。

会
長
先
生
の
と
こ
ろ
に
は
、

よ
く
、「
ど
こ
の
病
院
へ
行
っ

て
も
治
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う

慢
性
病
や
慢
性
の
痛
み
を
も
っ

た
か
た
な
ど
が
お
み
え
に
な
り

ま
す
。
言
う
な
ら
ば
、
最
後
の

神
頼
み
と
い
う
と
こ
ろ
で
し
ょ

う
か
。

し
か
し
、
そ
う
い
う
人
は
、

と
く
に
神
さ
ま
に
お
伺
い
し
て

み
る
ま
で
も
な
く
、
す
ぐ
わ
か

り
ま
す
。

結
果
か
ら
言
う
な
ら
ば
、
信

仰
に
入
り
、
だ
ん
だ
ん
気
持
ち

が
本
物
に
な
る
に
つ
れ
て
良
く

な
り
、
愚
痴
と
か
恨
み
（
こ
れ

が
実
に
多
い
の
で
す
）
が
消
え

て
行
く
に
つ
れ
て
、
お
の
ず

．
．
．

と

治
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

事
実
と
し
て
、
そ
う
い
う
も

の
な
の
で
す
。
病
気
も
災
難
も

神
さ
ま
の
お
は
か
ら
い
で
あ
り

神
の
道
を
な
ら
う
と
は
、
ま
っ

白
な
神
さ
ま
の
御
心
を
前
に
し

て
、
ま
ず
己
を
な
ら
う
こ
と
な

の
で
す
。

月
並
祭
は
、
大
神
様
の
日
頃

の
御
加
護
に
感
謝
す
る
御
祭
で

す
。
自
分
の
損
得
を
抜
き
に
し

て
本
当
に
感
謝
の
お
詣
り
を
さ

せ
て
頂
く
良
い
機
会
で
す
。

『
家
で
自
分
の
大
国
様
に
お
祈

り
し
て
い
る
か
ら
い
い
で
す
』

と
か
言
い
訳
し
な
い
で
、
出
来

る
だ
け
本
殿
に
お
詣
り
下
さ
い
。

八
の
日
は
月
に
三
回
あ
り
ま

す
。
せ
め
て
一
日
ぐ
ら
い
は
、

自
分
自
身
で
日
を
決
め
て
お
詣

り
下
さ
い
ま
せ
。

特
に
総
代
の
方
、
支
部
長
の

方
、
初
心
に
返
っ
て
、
あ
の
頃

の
生
き
生
き
と
し
た
、
燃
え
る

様
な
気
持
を
思
い
出
し
て
、
お

詣
り
下
さ
い
。

ま
た
、
そ
の
後
、
勉
強
会
を

さ
せ
て
頂
き
、
大
神
様
に
つ
い

て
の
お
話
を
会
長
先
生
が
し
て

下
さ
い
ま
す
。
そ
の
他
、
皆
様

方
の
体
験
談
や
質
問
な
ど
な
ご

や
か
な
雰
囲
気
の
中
で
、
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
形
式
で
座
談
会

を
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
是
非

ご
参
加
下
さ
い
。

皆
様
の
真
心
の
お
詣
り
を
、

大
神
様
は
大
手
を
広
げ
て
お
待

ち
下
さ
っ
て
い
ま
す
の
で
…
。

穢
に
つ
い
て

八
の
日
の
月
並
祭
に

お
詣
り
致
し
ま
し
ょ
う

ご商談、ご宴会、

各種会合に

ご利用下さい。
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出
雲
国
造
の
長
い
歴
史
の
中

に
は
、
我
が
国
の
歴
史
に
お
い

て
も
様
々
な
重
要
な
事
柄
を
含

ん
で
い
ま
す
。

そ
の
中
で
最
も
大
切
な
事
が

国
造
家
は
皇
室
に
次
ぎ
、
神
代

よ
り
男
系
が
続
い
て
国
造
を
継

承
し
、
出
雲
大
社
に
奉
仕
し
て

き
て
い
る
と
い
う
事
実
で
す
。

こ
の
継
承
の
儀
式
が
神
火
の

相
続
、
す
な
わ
ち
火
継
式
な
の

で
す
。

火
と
は
、
タ
マ
シ
ヒ
の
ヒ
で

あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
生
命
力
の

皆
様
方
か
ら
毎
年
頂
い
て
お

り
ま
す
年
会
費
及
び
管
理
料
が

未
納
の
方
が
お
り
ま
し
た
ら
、

お
参
り
の
際
、
社
務
所
ま
で
お

申
し
出
下
さ
い
。

ま
た
、
郵
便
局
へ
の
振
込
も

ご
利
用
下
い
ま
せ
。

○
年
会
費
　
（
月
間
五
百
円
）

年
間
六
千
円

○
祖
霊
社
祖
霊
壇
の
管
理
科

年
間
五
千
円

○
出
雲
祖
霊
廟
の
管
理
料

年
間
五
千
円

口
座
番
号
は
、
下
記
の
通
り

〇
〇
二
九
〇
―
七
―
二
三
八
一
二

＊
お
手
数
で
す
が
、
通
信
欄
に

年
会
費
・
管
理
料
の
区
別
を

名
記
し
て
下
さ
い
。

根
源
の
象
徴
で
も
あ
り
ま
す
。

出
雲
国
造
の
在
世
中
は
、
根

源
的
生
命
力
は
燃
焼
し
つ
づ
け

て
い
る
の
で
す
。

す
な
わ
ち
、
そ
の
事
は
国
造

の
身
ま
か
る
時
は
タ
マ
シ
ヒ
の

ヒ
を
消
す
事
を
意
味
し
ま
す
。

国
造
が
亡
く
な
る
（
カ
ミ
サ

リ
と
い
う
）
や
い
な
や
、
ヒ
キ

リ
ウ
ス
、
ヒ
キ
リ
キ
ネ
を
用
意

し
、
国
造
館
か
ら
熊
野
大
社
へ

行
き
、
そ
の
ウ
ス
と
キ
ネ
に
よ

り
神
火
を
き
り
出
し
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
の
火
で
調
理
し

た
斎
食
を
新
国
造
が
食
す
こ
と

に
よ
り
、
そ
の
者
が
本
当
の
国

社
務
所
か
ら
の
お
願
い

火
継
式

〜
神
火
の
相
続
〜

●
御
中
元
予
約
受
付
中

謝
恩
特
価
に
て
全
国
宅
配
無
料

産
地
直
送
品
を
始
め
約
八
〇
〇
点
。

そ
の
他
、
各
種
贈
答
品
承
り
ま
す
。

多
少
に
拘
ら
ず
お
気
軽
に
ご
用
命
下

さ
い
。（
一
個
で
も
注
文
Ｏ
Ｋ
）

●
多
良
間
島
産
の
黒
糖

販
売
開
始

さ
と
う
き
び
か
ら
作
ら
れ
た
本
物
の

黒
糖
で
す
。

是
非
、
お
求
め
下
さ
い
。

●
宮
城
県
産
、
キ
ヌ
ヒ
カ
リ
を
御
奉
納

米
と
し
て
承
っ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
ご
自
宅
用
と
し
て
も
、
名
水

の
逸
品
の
キ
ヌ
ヒ
カ
リ
を
お
召
し
上

が
り
く
だ
さ
い
。

発
送
も
致
し
て
お
り
ま
す
。

●
新
製
品
続
々
登
場

※
詳
し
く
は
、
お
店
に
て
。

●
他
に
も
多
数
商
品
ご
ざ
い
ま
す

お
問
い
合
わ
せ
、
資
料
請
求
は
、

○
四
四
（
九
七
六
）
二
八
八
二
ま
で

末
広
会
コ
ー
ナ
ー

造
と
な
る
の
と
同
時
に
天
穂
日

あ
め
の
ほ
ひ

命
に
も
な
る
の
で
す
。

こ
の
時
の
神
火
は
、
大
切
に

持
ち
帰
ら
れ
、
国
造
館
の
斎
火

殿
に
新
国
造
が
亡
く
な
ら
れ
る

ま
で
灯
も
さ
れ
る
の
で
す
。

そ
し
て
、
こ
の
時
以
降
国
造

は
常
に
こ
の
神
火
で
調
理
し
た

も
の
を
口
に
す
る
の
で
す
。

こ
れ
は
、
神
代
か
ら
続
い
て

い
る
事
実
な
の
で
す
。

ま
た
、
国
造
に
つ
い
て
は
、

ま
だ
一
般
人
と
は
違
う
事
が
あ

り
ま
す
。

そ
の
一
つ
と
し
て
は
、
次
の

事
が
あ
り
ま
す
。

普
通
、
親
族
が
亡
く
な
っ
た

ら
喪
に
服
す
わ
け
で
す
が
、
国

造
だ
け
は
喪
に
服
さ
な
い
の
で

す
。（
神
道
で
は
、
喪
の
期
間
拍

手
は
音
を
立
て
な
い
忍
手
で
す

が
、
国
造
だ
け
は
別
）

な
ぜ
な
ら
国
造
は
天
穂
日
命

で
あ
り
神
と
同
じ
で
あ
る
と
い

う
理
由
と
国
造
が
喪
に
服
し
た

ら
出
雲
大
社
の
祭
祀
が
出
来
な

い
と
の
理
由
か
ら
で
す
。

そ
し
て
火
継
式
は
、
す
な
わ

ち
霊
継
式
で
あ
り
、
火
を
継
ぐ

の
が
目
的
で
は
な
く
、
国
造
が

ど
こ
ま
で
も
祖
霊
と
同
一
の
霊

能
を
持
つ
と
い
う
意
味
が
隠
れ

て
い
る
の
だ
そ
う
で
す
。

話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
こ
の

斎
火
殿
は
神
聖
な
場
所
な
の
で

た
と
え
国
造
で
あ
っ
て
も
足
袋

は
も
ち
ろ
ん
羽
織
、
袴
を
脱
が

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
こ
と

で
す
。

出
雲
大
社
に
伺
い
ま
し
た
と

こ
ろ
、
国
造
は
冬
で
も
白
衣
の

み
で
、
朝
の
潔
斎
後
こ
の
斎
火

殿
に
入
ら
れ
る
そ
う
で
す
。

こ
の
斎
火
殿
の
中
に
入
る
事

が
出
来
る
の
は
、
国
造
の
他
に

二
人
し
か
い
な
い
と
い
う
事
も

最
後
に
付
け
加
え
て
お
き
ま

す
。

『
み
そ
ぎ
』
は
、『
み
そ
そ
ぎ
』

の
約
と
言
わ
れ
ま
す
。

そ
の
『
み
』
は
『
水み

』
あ
る

い
は
『
身み

』
を
意
味
し
、『
そ
ぎ
』

は
『
滌
ぎ
』、『
注
ぎ
』
と
も
さ

れ
て
い
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
身
体
の

『
け
が
れ
』
を
水
で
清
め
る
と
い

う
動
作
を
示
し
て
い
ま
す
。

神
道
で
は
黄よ

泉み

（
死
者
の
国
）

か
ら
帰
還
し
た
イ
ザ
ナ
ギ
ノ
ミ

コ
ト
が
、
黄
泉
の
穢
れ
を
除
く

為
に
『
筑
紫
つ
く
し

の
日
向
ひ
む
か

の
橘
た
ち
ば
なの
小お

門ど

の
阿あ

波は

岐ぎ

原は
ら

』
で
水
中
に
入

っ
て
身
を
浄
め
た
と
い
う
神
話

を
も
っ
て
『
み
そ
ぎ
』
の
始
ま

り
と
し
て
い
ま
す
。

こ
こ
に
明
ら
か
に
死
を
穢
れ

と
す
る
観
念
が
出
て
き
ま
す
。

尚
、
そ
の
際
、
日
本
書
紀
に

よ
れ
ば
イ
ザ
ナ
ギ
に
、『
み
そ
ぎ
』

を
す
す
め
、
そ
れ
を
介
助
し
た

の
が
菊く

く

理り

媛ひ
め

と
い
う
女
神
だ
っ

た
そ
う
で
す
。

ま
た
、
イ
ザ
ナ
ギ
の
『
み
そ

ぎ
』
は
海
中
で
な
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
海

水
の
エ
ッ
セ
ン
ス
と
考
え
ら
れ

た
塩
を
ふ
り
か
け
る
事
に
よ
っ

て
不
浄
を
清
め
る
と
い
う
こ
と

が
行
な
わ
れ
る
様
に
な
っ
た
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
『
み
そ
ぎ
』
と
は
、

水
に
よ
っ
て
浄
祓
す
る
こ
と
を

言
う
の
で
す
が
、
そ
の
根
底
に

は
、
大
洪
水
神
話
が
あ
る
の
で

す
。大

洪
水
に
よ
っ
て
、
地
上
の

異
常
な
存
在
（
穢
れ
）
が
一
掃

さ
れ
、
世
界
が
正
常
に
復
し
た

と
い
う
神
話
は
、
水
の
広
義
の

意
味
で
の
浄
化
力
に
対
す
る
人

類
の
直
観
と
も
言
え
ま
す
が
、

そ
れ
は
同
時
に
水
自
体
に
生
命

を
復
活
さ
れ
る
、「
気け

枯が

れ
」
の

状
態
を
正
常
化
さ
せ
る
能
力
が

あ
る
と
い
う
信
仰
に
も
つ
な
が

っ
て
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
水
を
身
に
注

ぐ
、
つ
ま
り
『
み
そ
ぎ
』
は
、

祓は
ら

へ
の
方
法
で
あ
る
と
共
に
、

新
生
の
方
法
で
も
あ
っ
た
の
で

す
。

様
々
な
禊
み
そ
ぎ

に
つ
い
て

○
年
間
三
万
円
よ
り

○
内
容
詳
細
は

電
話
に
て

お
気
軽
に
！

〇
四
四（
九
七
六
）二
八
八
二

佐
藤
ま
で

広

告

募

集

中
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今
ま
で
、
神
職
講
習
会
と
し

て
、
皆
様
方
に
勉
強
し
て
頂
い

て
い
た
、
神
職
の
作
法
等
を
、

原
点
に
立
ち
返
っ
て
学
習
し
よ

う
と
い
う
、
ご
意
見
が
あ
り
、

復
習
の
意
味
も
込
め
て
、
今
回
、

二
度
目
を
開
催
す
る
事
と
な
り

ま
し
た
。

主
な
内
容
は
、
修
祓
（
お
は

ら
い
）
の
作
法
の
勉
強
で
す
。

白
衣
、
袴
を
お
持
ち
の
方
は

当
日
ご
持
参
下
さ
い
。

日
時

八
月
二
十
四
日
（日）
十
時

費
用
　
二
、〇
〇
〇
円（
昼
食
付
）

※
参
加
ご
希
望
の
方
は
、
社
務

所
へ
お
申
込
下
さ
い
。

神
職
勉
強
会
に
つ
い
て

平成20年分宮詣り行程表　平成20年7月9日（水）～7月11日（金）
●分

わけ

宮
みや

詣
まい

りの御挨拶●
年に一度の夏のお国帰りを皆様と共に二十数年欠かさず続けてまいりました。暑い中、時間と費用を工面

されてのお国帰りは並大抵の事ではなかったと存じますが、何もかも、お見透しの大神様は「よく来た、よ

く来た」と暖かく迎えて下さいました。長い旅をして、お国帰りを果たすことが出来たと云う安堵感と魂の

「ふるさと」に今年も又こうして詣らせて頂けたと云う感謝の思いは何ものにも代え難いものでございました。

ここに来まして私どもをはじめ皆様も御高齢になられ、立居にもご不自由のご様子をお見受けする度に長時

間の夜行列車やバスでの長旅なども先々どうしたものかと思案いたしておりました。ところが、はからずも

平成六年度のお国帰りでの無言詣りの時のことです。突然大神様のご霊示があり、「今まで長い間遠くからご

苦労だったが、これからは、南箱根の分教会で行をするように……」そして更に「こちらから行ってあげよ

う。」との有難いご神託を戴きました。この様にとても言葉では顕すことの出来ない大神様の御慈愛をお手振

りにひたすら感謝でございました。そのお言葉を皆様に申し上げ、早速に準備に入らせていただき名称も

「分宮詣り」と決定いたしまして、平成七年より実施することになりました。お行（滝行、鎮魂行、無言詣り

等）も出雲大社のお国帰りと同様にお勤仕させて戴き大神様の大御心に添い得たいと存じます。皆様方にお

かれましてもその旨ご理解下さいまして霊峰富士を仰ぎ乍ら産
うぶ

霊
すな

の大国主大神様のみもとでしっかりと修行

にお励み頂きたいと心より念じ入る次第でございます。

会費 お一人様　51,000円

●会費に含まれるもの…往復交通費・宿泊費・昼食等一切の費用

●注：衿掛・行衣をご希望の方は、費用に入っておりませんので、申込書と同時に記入して申込んで下さい。

さ
く
ら
さ
く
ら

世
田
谷
支
部

林
　
幹
子

秩
父
路
に
続
く
桜
の
ト
ン
ネ
ル
の
三
キ
ロ
徐
行
し
桜は

な

の
精
と
な
る

観
光
バ
ス
桜
の
ト
ン
ネ
ル
括く

ぐ

り
抜
け
屋
根
に
ふ
れ
た
る
痛
み
を
思
う

さ
く
ら
さ
く
ら
さ
く
ら
の
ト
ン
ネ
ル
括
り
ゆ
き
感
嘆
の
声
車
内
に
満
つ
る

桜
あ
り
花
見
す
る
旅
に
日
本
の
桜は

な

の
季
節
を
過
ご
す
今
年
も

雨
な
る
も
心
満
た
さ
れ
秩
父
路
の
桜
の
ト
ン
ネ
ル
た
れ
か
れ
に
言
う

古
木
あ
り
若
木
も
交
わ
る
秩
父
路
の
桜
の
ト
ン
ネ
ル
満
開
の
今

美
し
と
言
う
に
あ
ま
れ
り
秩
父
路
の
桜
の
道
に
心
う
ば
わ
る

長
瀞
の
水
の
に
ご
り
に
影
映
す
桜
の
ト
ン
ネ
ル
に
満
た
さ
る
る
わ
れ

「
只
今
」
と
声
は
明
る
し
秩
父
路
の
桜
並
木
を
抱
き
帰
り
来

1

2

3

  月日（曜） 

7／9 
（水） 

南箱根分教会 

TEL 
0559－74－0304

サンバレー 
富士見 

TEL 
055－947－3100

7／10 
（木） 

7／11 
（金） 

行　　　程 宿泊地 

〔正式参拝・勉強会・のりと写し・お滝行・鎮魂行・無言詣り〕 

■8:30集合 

向ヶ丘遊園駅……川崎IC…（東名高速道路）…厚木IC……（小田原・厚木道路） 
8：45

10：10 11：30

9：10 9：40

9:30 10:30頃 11:00

14:40頃 15:30 16:00頃 

13:2012:30

9:00 9:45 11:30 13:00 14:00

南箱根分教会…………熱海城…………砂場…（昼食）………… 

…………一碧湖美術館…………サンバレー富士見　直会　「中国料理　青山」 

サンバレー富士見…………修善寺虹の郷…………昼食【箱根湯本】バイキング…… 

14:20 15:00 15:30 16:00
……小田原・厚木道路………厚木IC…（東名高速道路）…川崎IC………向ヶ丘遊園駅　解散 

石橋IC…（真鶴新道・熱海ビーチライン・熱函道路・途中休憩一回）…南箱根分教会  

川奈　0557―44―0310

富士屋ホテル　0460―85―6117

出
雲
大
社
の
祭
祀
は
、
世
々

天
照
大
御
神
の
第
二
の
御
子

天
穂
日
命

あ
め
の
ほ
ひ
の
み
こ
と
の
神
裔
で
あ
る
出

雲
国
造
が
司
る
事
に
な
っ
て
お

り
ま
す
。

そ
の
起
源
は
、
皇
孫
瓊に

々に

杵ぎ
の

尊
み
こ
と
が
こ
の
国
に
降
臨
さ
れ
る

に
際
し
て
、
ま
ず
天
照
大
神
は

第
二
の
御
子
天
穂
日
命
を
こ
の

国
に
降
し
遣
し
て
国
情
を
視
察

な
さ
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
国
の
内
に
は
、

大
国
主
大
神
の
御
恩
恵
が
普
く

行
き
渡
っ
て
い
て
、
人
々
は
大

神
を
深
く
仰
慕
し
奉
っ
て
い
ま

し
た
の
で
、
平
穏
の
裡
に
大
神

が
こ
の
国
土
を
皇
孫
に
奉
還
な

さ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
大
神

の
御
心
に
反
し
て
周
囲
の
反
対

が
根
強
く
続
い
た
に
違
い
な
く

こ
の
斡
旋

あ
っ
せ
ん

の
役
を
務
め
ら
れ
た

天
穂
日
命
の
御
苦
心
に
は
並
々

な
ら
ぬ
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

天
穂
日
命
の
長
年
月
に
わ
た

る
御
努
力
は
遂
に
功
を
奏
し
、

大
神
の
国
土
奉
還
は
平
穏
の
裡

に
立
派
に
成
就
さ
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
天
照
大
神
は
大
国

主
大
神
の
誠
意
を
非
常
に
お
慶

び
に
な
っ
て
、
大
神
の
た
め
に

宏
大
な
宮
殿
を
造
営
さ
れ
、
同

時
に
大
神
の
国
土
奉
還
に
つ
き

陰
の
功
績
が
最
も
大
き
く
、
大

神
の
御
信
任
の
厚
い
天
穂
日
命

を
し
て
、
そ
の
祭
祀
を
つ
か
さ

ど
ら
し
め
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
が
出
雲
国
造
の
始
祖
で

し
た
。

天
穂
日
命
の
御
子
天
夷
鳥
命

あ
め
の
ひ
な
ど
り
の
み
こ
と

も
父
神
の
後
を
嗣
い
で
大
神
に

奉
仕
さ
れ
、
以
来
、
子
孫
相
続

い
て
大
神
に
仕
え
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

出
雲
国
造
の
始
ま
り

引
越
し
を
さ
れ
た
ら
、す
み
や

か
に
心
友
会
へ
新
し
い
住
所
を

お
知
ら
せ
し
て
頂
く
の
は
も
ち

ろ
ん
で
す
が
、荷
物
整
理
を
さ
れ

て
、あ
る
程
度
家
の
中
が
お
ち
つ

い
た
ら
、大
神
様
の
引
越
し
の
報

告
祭
で
あ
る『
御
遷
座
祭
』を
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
際
、用
意
す
る
物
は
、御

初
穂
、御
神
体（
大
国
様
）、御

神
饌

し
ん
せ
ん（
鯛
一
匹
、野
菜
七
種
類
、赤

飯
）で
す
。（
御
神
饌
は
、
末
広

会
で
も
用
意
出
来
ま
す
。
御
希

望
の
方
は
お
申
し
込
み
下
さ

い
。）あ

ら
か
じ
め
日
程
を
お
と
り

致
し
ま
す
の
で
、社
務
所
ま
で
お

電
話
下
さ
い
ま
せ
。

御ご

遷せ
ん

座ざ

祭さ
い

に
つ
い
て
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☆
五
月
十
二
日
、
中
国
の
四
川

省
で
大
地
震
が
起
こ
り
ま
し

た
。

☆
学
校
、
病
院
な
ど
が
倒
壊
し

お
年
寄
や
子
供
達
が
数
多
く

犠
牲
に
な
り
ま
し
た
。

☆
死
者
は
、
三
万
人
以
上
、
負

傷
者
は
二
十
二
万
人
と
い
う

大
惨
事
と
な
り
ま
し
た
。

☆
こ
れ
は
、
地
震
大
国
で
生
活

す
る
私
達
に
と
っ
て
も
、
他

人
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

☆
天
災
の
犠
牲
者
に
な
ら
な
い

様
に
祈
り
、
毎
日
を
大
切
に

生
活
し
ま
し
ょ
う
。

六
月
〜
八
月
の
行
事
予
定 

六
月 

八
日
a

祖
霊
廟
・
祖
霊
社
祭 

二
時 

二
十
二
日
a

年
祭 

正
午 

二
十
二
日
a

総
代
会 

四
時 

二
十
九
日
a

大
祓
祭 
二
時 

｝ ｝ 

四
日
b

み
た
ま
祭 

五
日
c

十
日
a

年
祭 

正
午 

二
十
四
日
a

神
職
勉
強
会 

十
時 

｝ 

八
月 

四
日
f

み
た
ま
祭 

五
日
g

六
日
a

年
祭 

正
午

九
日
d

分
宮
詣
り 

十
一
日
f

二
十
日
a

水
子
冥
福
祭 

二
時 

二
十
七
日
a

総
代
会 

四
時 

 

七
月 

～ 

人
間
は
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の

う
ち
に
言
葉
な
ど
で
、
人
を
傷

つ
け
て
い
る
も
の
で
す
。

こ
う
し
た
半
年
間
の
罪
穢
れ

を
祓
い
清
め
て
、
新
た
な
気
持

ち
で
、
明
日
か
ら
の
生
活
を
す

る
為
の
御
祭
が
大
祓
祭
で
す
。

当
日
は
、
大
祓
詞
を
三
回
奏

上
し
、
そ
の
時
発
せ
ら
れ
る
言

葉
（
言こ

と

霊だ
ま

ま
た
は
音
霊
）
に
よ

っ
て
、
自
分
自
身
の
魂
を
浄
化

し
て
、
更
に
は
切き
り

麻ぬ
さ

に
よ
っ
て

身
を
清
め
ま
す
。

当
日
は
祝
詞
本
と
衿
掛
を
必

ず
お
持
ち
下
さ
い
。

六
月
二
十
九
日（
日
）

大
祓
祭

二
時

五
月

山
田
家
　
上
野
家
　
藤
田
家

小
野
家
　
佐
藤
家
　
加
藤
家

熊
野
家
　
松
葉
家

以
上
の
家
々
の
御
供
養
を
、

御
奉
仕
申
し
上
げ
ま
し
た
。

み
た
ま
祭
だ
よ
り

お
申
し
込
み
の
際
必
ず
、
御

供
養
ご
希
望
の
み
た
ま
様
の
生

前
の
お
名
前
、
亡
く
な
ら
れ
た

年
月
日
、
享
年
、
続
柄
を
お
知

ら
せ
下
さ
い
。

尚
、
原
則
と
致
し
ま
し
て
、

各
月（
そ
の
月

・

・

・

）に
命
日
を
迎
え

ら
れ
る
方
々
の
御
供
養
を
さ
せ

て
頂
き
ま
す
の
で
御
了
承
下
さ

い
ま
せ
。（
他
の
月
の
み
た
ま
様

は
、
ご
相
談
下
さ
い
。）

申
込
順
で
す
か
ら
、
お
早
め

に
ご
連
絡
下
さ
い
。（
予
約
制
）

ま
た
、
神
徒
の
方
は
、
み
た

ま
し
ろ
を
お
忘
れ
な
く
お
持
ち

下
さ
い
ま
せ
。

七
月
四
日（
金
）・
五
日（
土
）／
八
月
四
日（
月
）・
五
日（
火
）

み
た
ま
祭（
祖
霊
社
）

電
話
を
下
さ
い
ま
せ
。

ま
た
、
祀
込
れ
た
月
に
都
合

が
つ
か
ず
、
今
月
出
席
を
希
望

さ
れ
る
方
も
同
様
に
直
会
な
お
ら
い

（
昼

食
）
の
都
合
が
ご
ざ
い
ま
す
の

で
、
人
数
を
ご
連
絡
下
さ
い
ま

せ
。
直
会
ま
で
が
御
祭
で
す
。

尚
、
御
神
体
（
大
国
様
）
と

衿
掛
を
お
忘
れ
な
く
お
持
ち
下

さ
い
。

そ
の
月
に
祀
込
れ
た
方
々

が
、
そ
れ
ま
で
の
一
年
間
、
大

神
様
に
御
加
護
し
て
頂
い
た
事

に
対
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
御

祭
で
す
。

月
並
祭
と
同
様
、
こ
の
年
祭

も
自
分
の
御ご

利り

益や
く

で
は
な
く
、

純
粋
に
感
謝
の
気
持
ち
を
大
神

様
に
御
奉
告
申
し
上
げ
る
機
会

で
も
あ
り
ま
す
。

ハ
ガ
キ
で
ご
案
内
さ
せ
て
頂

き
ま
す
の
で
、
必
ず
出
欠
の
お

六
月
二
十
二
日（
日
）・
七
月
六
日（
日
）

年
祭（
感
謝
祭
）

正
午

様
々
な
事
情
で
、
水
子
さ
ん

が
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
々
が
、
合

同
で
ご
供
養
さ
せ
て
頂
く
為
の

年
に
一
度
の
慰
霊
祭
で
す
。

生
ま
れ
た
子
供
さ
ん
の
存
在

は
忘
れ
ま
せ
ん
が
、
水
子
さ
ん

の
存
在
は
、
日
毎
に
記
憶
が
薄

れ
て
い
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
世
に
生
を
受

け
な
が
ら
、
生
ま
れ
て
こ
れ
な

か
っ
た
自
分
達
の
子
供
で
あ
る

事
に
間
違
い
は
な
い
の
で
す
。

尚
、
当
日
は
代
参
も
お
受
け

致
し
ま
す
が
、
な
る
べ
く
直
接

お
ま
い
り
下
さ
い
。

ま
た
、
御
霊
璽
を
お
つ
く
り

す
る
都
合
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で

七
月
十
日
ま
で
に
社
務
所
ま
で

お
申
し
込
み
下
さ
い
。（
当
日

は
、
昨
年
の
御
霊
璽
を
お
忘
れ

な
く
お
持
ち
下
さ
い
。）

七
月
二
十
日（
日
）

水
子
冥
福
祭

二
時

☆3の日（3日・13日・23日）
9：30～11：30（午前の部）
13：00～15：30（午後の部）

☆8の日（8日・18日・28日）
9：30～11：30（午前の部のみ）
午後1時より月並祭（時間厳守）

※ご予約は、当日の午前10時までにお電話下さい。
お電話がありませんと、お待ち頂く場合がございます。

044－976－0708

御伺日の予約について

春 冬 秋 夏 春 

春
季
例
大
祭 

（
衿
掛
） 

秋
季
例
大
祭 

（
清
掛
） 

春
季
例
大
祭 

（
衿
掛
） 

衿掛 清　掛 衿　掛 

清
掛
と
衿
掛
の
着
用
の
時
期

に
つ
い
て
、
ま
だ
は
っ
き
り
お

わ
か
り
に
な
ら
な
い
方
が
い
ら

っ
し
ゃ
い
ま
す
の
で
、
確
認
さ

せ
て
頂
き
ま
す
。

詳
細
は
、
左
記
の
通
り
で
す
。

☆
春
季
例
大
祭
当
日
よ
り
秋
季

例
大
祭
の
前
日
ま
で
衿
掛
の

着
用
（
夏
季
）

☆
秋
季
例
大
祭
当
日
よ
り
来
年

の
春
季
例
大
祭
の
前
日
ま
で

清
掛
の
着
用
（
冬
季
）

清
掛
と
衿
掛
に
つ
い
て

メールをお持ちの方は、アドレスの登録を行いたいと思い
ますので、下記の心友会のメールアドレスに件名「登録」に
て住所・氏名・電話番号を送信お願い申し上げます。
心友会のURLは www.shinyukai.or.jp

izumo@shinyukai.or.jp です。
また、ホームページ等へのご意見ご感想もお送り下さい。

心友会ホームページのお知らせ


