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昨
年
五
月
、
我
が
国
で
は
﹃
践
祚
改
元
﹄
と
い
う
大
き
な
時
代
の
節
目
を
迎
え
、
﹁
平
成
﹂

か
ら
﹁
令
和
﹂
の
大
御
代
へ
と
移
り
ま
し
た
。
当
社
で
も
新
元
号
と
し
て
初
め
て
迎
え
た
今

年
の
正
月
に
は
、
例
年
の
よ
う
に
多
く
の
人
々
が
参
拝
に
訪
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
新
し
い
時

代
の
始
ま
り
に
夢
と
希
望
を
抱
い
て
い
た
の
で
し
ょ
う
、
御
神
前
で
手
を
合
わ
せ
る
姿
は
、

と
て
も
真
剣
な
様
子
で
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
そ
ん
な
矢
先
、﹁
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
﹂

と
い
う
疫
病
が
世
界
中
で
猛
威
を
振
る
い
、
日
本
国
内
で
も
感
染
が
拡
大
し
、
社
会
情
勢
や

日
常
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
物
事
に
支
障
を
き
た
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
立
皇
嗣
ノ
礼
の
延
期
を
は
じ
め
国
内
の
伝
統
行
事
に
於
い
て
も
、
歴
史
あ
る
大
き
な
祭
り
、

ま
た
各
地
域
神
社
の
夏
越
大
祭
神
輿
巡
行
等
が
、
人
の
密
集
す
る
状
態
を
拒
め
な
い
事
を
理

由
に
、
次
々
と
中
止
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
本
来
、
夏
に
行
わ
れ
る
京
都
の
祇
園
祭
や
大
阪

の
天
神
祭
、
博
多
の
祇
園
山
笠
等
は
、
疫
病
鎮
静
を
祈
願
す
る
た
め
に
始
め
ら
れ
た
神
事
で

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
同
様
に
中
止
と
な
っ
た
隅
田
川
の
花
火
も
、
江
戸
時
代
に
八
代
将
軍
徳

川
吉
宗
が
大
飢
饉
や
疫
病
を
受
け
、
飢
え
や
病
で
亡
く
な
っ
た
人
々
の
慰
霊
と
疫
病
退
散
を

願
っ
て
始
め
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
考
え
ま
す
と
、
ま
さ
に

国
難
と
も
言
え
る
状
況
で
あ
る
今
こ
そ
、
あ
ら
た
め
て
先
人
た
ち
が
培
っ
て
き
た
神
仏
へ
の

敬
い
の
心
を
見
つ
め
直
す
時
と
存
じ
て
お
り
ま
す
。

　
当
社
で
は
こ
れ
ま
で
、
毎
月
一
日
・
十
五
日
の
月
次
祭
を
始
め
、
毎
日
の
朝
拝
神
事
に
て

早
期
の
疫
病
鎮
静
祈
願
を
行
っ
て
参
り
ま
し
た
。
ま
た
、
夏
越
大
祓
式
に
併
せ
、
無
病
息
災
・

疫
病
消
除
を
祈
願
し
た
御
札
を
謹
製
し
て
頒
布
致
し
ま
す
。
多
く
の
皆
様
に
御
札
を
お
受
け

頂
き
、
家
庭
で
お
祀
り
い
た
だ
き
た
く
思
い
ま
す
。

　
貞
永
式
目
に
、﹃
神
は
人
の
敬
に
よ
り
其
の
威
を
増
す
﹄
と
い
う
言
葉
が
あ
り
、こ
れ
は
﹁
人

が
神
を
敬
え
ば
敬
う
ほ
ど
、
戴
く
ご
加
護
は
大
き
い
﹂
と
い
う
意
味
で
す
。
多
く
の
皆
様
の

祈
る
気
持
ち
が
、
大
神
様
の
力
を
生
み
、
事
態
が
早
期
に
終
息
す
る
事
を
願
う
ば
か
り
で
す
。

２
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一
ヶ
月
後
に
迫
り
ま
し
た
当
社
夏
季
大
祭
は
、
コ
ロ

ナ
禍
に
よ
る
感
染
の
不
安
を
払
拭
で
き
な
い
こ
と
か

ら
、
大
人
・
子
供
そ
れ
ぞ
れ
の
神
輿
巡
行
と
神
楽
の
奉

納
が
止
む
無
く
中
止
と
な
り
ま
し
た
。

　

従
い
ま
し
て
本
年
度
の
行
事
と
し
て
は
、
神
職
・
総

代
に
よ
る
祭
典
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
氏
子

崇
敬
者
皆
様
に
は
何
卒
ご
理
解
の
程
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。　

　

な
お
、
境
内
や
参
道
に
は
奉
賛
者
に
よ
る
例
年
通
り

の﹁
奉
燈
﹂が
灯
さ
れ
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
ご
参
拝
の
上

ご
覧
頂
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

春
日
神
社
・
夏
越
大
祭
の
起
源

　

大
分
市
の
夏
祭
り
と
い
え
ば
、
各
神
社
の
神
輿
や
山

車
が
巡
行
す
る
勇
壮
で
賑
や
か
な
も
の
で
す
が
、
当
社

も﹁
御
町
出︵
お
ま
ち
で
︶﹂と
称
し
て
七
月
十
八
〜
十
九

日
の
二
日
間
に
わ
た
り
夏
越
大
祭
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

明
確
な
起
源
は
不
明
で
す
が
、
か
つ
て
の
府
内
城

下
、
今
は
大
分
市
中
心
部
の
夏
の
風
物
詩
と
も
い
う
べ

き
も
の
で
す
。

府
内
の
夏
祭
り
の
起
源

　

全
国
的
に
夏
の
代
表
的
な
祭
り
と
い
え
ば
祇
園
祭

で
す
。こ
の
祭
礼
は
京
の
八
坂
神
社
︵
当
時
は
祇
園
社
︶

の
祭
礼
で
、
夏
に
蔓
延
す
る
疫
病
を
鎮
め
る
た
め
に
行

な
わ
れ
、
祇
園
信
仰
と
し
て
全
国
各
地
に
広
が
っ
て
い

き
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
こ
豊
後
府
内
の
祇
園
社
は
少

な
く
、
府
内
城
周
辺
に
お
い
て
は
上
野
の
弥
栄
神
社
が

あ
る
ぐ
ら
い
で
す
。
府
内
は
大
友
氏
が
永
年
、
守
護
大

名
と
し
て
治
め
て
き
た
地
で
す
。
建
久
年
間
︵
一
一
九

〇
年
代
︶、
府
内
に
お
い
て
も
疫
病
が
流
行
し
た
た
め
、

大
友
能
直
公
が
京
の
祇
園
社
よ
り
御
分
霊
を
い
た
だ

い
た
と
さ
れ
、
明
治
期
ま
で
花
鉾
な
ど
盛
大
な
祇
園
祭

が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
江
戸
期
に
は
歴
代
藩
主
が
疫
病
を
鎮
め
る
祇

園
祭
を
各
社
町
内
に
奨
励
し
、
神
輿
を
寄
進
し
て
い
ま

す
。
当
社
に
も
大
給
松
平
家
ゆ
か
り
の
神
輿
が
現
存
し

て
お
り
、
旧
暦
の
時
代
の
祭
事
記
録
に﹁
六
月
御
祓
﹂と

あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
現
在
の
夏
越
大
祭
へ
と
つ
な
が
り

ま
し
た
。
つ
ま
り
、
疫
病
を
鎮
め
る
祇
園
信
仰
・
祟
り

神
な
ど
を
鎮
め
る
怨
霊
信
仰
と
六
月
の
大
祓
が
入
り

混
じ
り
、
今
日
の
夏
祭
り
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

夏
祭
り
の
意
義

　

梅
雨
時
期
の
六
月
か
ら
立
秋
を
迎
え
る
八
月
は
高

温
多
湿
と
な
り
、
食
べ
物
も
腐
り
や
す
く
、
ま
た
人
々

の
気
力
さ
え
も
失
く
す
季
節
で
す
。

　

神
道
に
お
い
て
﹁
祓
い
﹂
と
い
う
行
為
は
最
も
重
要

な
も
の
で
す
。
知
ら
ず
知
ら
ず
に
心
身
に
つ
い
た
ケ
ガ

レ
は﹁
気
枯
れ
﹂と
も
書
き
、
お
の
ず
と
や
る
気
な
ど
気

持
ち
が
低
迷
す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　

我
々
、
日
本
人
に
は
暑
気
払
い
と
い
う
文
化
が
あ
り

ま
す
。
ジ
メ
ジ
メ
と
暑
い
夏
を
の
り
き
る
た
め
、
様
々

な
知
恵
が
編
み
出
さ
れ
ま
し
た
。簾
、
風
鈴
、
う
ち
わ
な

ど
空
間
を
涼
む
方
法
、
す
い
か
や
き
ゅ
う
り
・
な
す
と

い
っ
た
夏
野
菜
、
甘
酒
・
う
な
ぎ
を
食
し
て
、
体
を
冷

ま
し
た
り
、
体
力
を
つ
け
た
り
す
る
方
法
。
こ
れ
ら
暑

気
払
い
と
同
様
に
夏
祭
り
も
同
様
の
意
味
合
い
が
あ

る
の
で
す
。
衛
生
状
態
、
医
療
技
術
も
昔
と
は
格
段
に

違
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
先
人
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
歴

史
の
あ
る
伝
統
的
な
神
事
で
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
と
い
う
百
年
に
一
度
と
も
言
わ
れ
る
疫
病
に
悩
ま

さ
れ
て
い
る
今
日
の
私
た
ち
。
こ
れ
を
機
会
に
夏
祭
り

の
意
義
を
再
認
識
し
た
い
も
の
で
す
。

夏
季
大
祭
に
つ
い
て

夏
季
大
祭
に
つ
い
て

か
つ
て
の
当
社
夏
越
大
祭
で
の
山
車
。祇
園
祭
の

形
式
を
伝
え
る
も
の
で
す
。

七
月
十
八
日
（
土
）

七
月
十
九
日
（
日
）

　
午
前
十
一
時
　
　
夏
越
大
祭

　
午
後
四
時
　
　
　
　
宵
　
祭
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本
年
は
夏
季
大
祭
に
つ
い
て
大
幅
な
変
更
を
行
い
ま
し
た
。

神
輿
巡
行
が
無
い
年
と
な
り
ま
す
が
、
過
去
三
十
年
の
写
真
を
通
し
て
少

し
で
も
御
神
輿
の
雰
囲
気
を
味
わ
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

神
輿
巡
行
を
振
り
返
る
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日
本
書
紀
編
纂
一
三
〇
〇
年
︵
令
和
二
年
︶

　
出
雲
の
大
国
主
命
に
対
し
、
こ
れ
か
ら
の
地
上

を
治
め
て
い
く
の
は
天
の
天
照
大
神
の
子
孫
で
あ

る
こ
と
を
認
め
さ
せ
る
﹁
国
譲
り
﹂
を
成
功
さ
せ

る
べ
く
、
天
の
高
天
原
で
は
誰
を
地
上
に
降
ろ
す

か
を
選
ぶ
会
議
が
行
わ
れ
た
。
神
々
か
ら
選
ば
れ

た
の
は
フ
ツ
ヌ
シ
命
で
あ
る
。
し
か
し
タ
ケ
ミ
カ

ヅ
チ
命
が
フ
ツ
ヌ
シ
独
り
だ
け
選
ば
れ
る
の
は
不

服
だ
と
し
て
申
し
立
て
た
結
果
、
二
神
共
に
出
雲

へ
降
り
立
つ
こ
と
と
な
っ
た
。

　
二
神
は
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
に
勅
命
を
示
す
も
疑

わ
れ
、
本
来
自
分
の
と
こ
ろ
に
来
る
べ
き
者
た

ち
で
は
な
い
と
拒
絶
さ
れ
る
。
そ
こ
で
新
た
に

下
さ
れ
た
勅
命
は
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
が
住
む
べ
き

天
日
隅
宮
︵
現
在
の
出
雲
大
社
︶
の
造
営
を
含

む
慇
懃
な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
二
神
は
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
と
そ
の
息
子
た
ち
か
ら
地
上
を

譲
る
同
意
を
得
る
こ
と
に
成
功
す
る
。
そ
し
て
そ
の
同
意
に
従
わ
な
か
っ
た
諸
々
の
鬼
神
・

星
神
を
討
ち
、
帰
順
さ
せ
た
。

　
今
ま
で
治
め
て
き
た
地
上
の
事
か
ら
離
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
は
、
隠
さ

れ
た
道
理
の
世
界
︵
人
々
の
縁
結
び
、
死
者
の
世
界
な
ど
︶
を
治
め
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

そ
し
て
天
の
神
に
よ
っ
て
造
営
さ
れ
た
天
日
隅
宮
に
鎮
ま
り
、そ
の
祀
り
を
天
穂
日
命
︵
現

在
の
出
雲
大
社
宮
司
・
千
家
家
の
祖
先
神
︶
が
行
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
に
至
り
、

フ
ツ
ヌ
シ
・
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
は
国
譲
り
の
任
を
全
う
す
る
。

お
お
く
に
ぬ
し
の
み
こ
と

あ
め
の
ほ
ひ
の
み
こ
と

ふ
つ
ぬ
し
の
み
こ
と

経
津
主
命

武
甕
槌
命
と
な
ら
ぶ
武
神

武
甕
槌
命
　
　
　
　
経
津
主
命

天
津
児
屋
根
命
　
　
姫
大
神

た
け
み
か
づ
ち
の
み
こ
と
　
　
　
ふ
つ
ぬ
し
の
み
こ
と

あ
ま
つ
こ
や
ね
の
み
こ
と
　
　
　
ひ
め
お
お
か
み

春
日
神
社
　
御
祭
神

日
本
書
紀
編
纂
一
三
〇
〇
年
︵
令
和
二
年
︶

国
譲
り
と
出
雲
大
社
の
造
営

神
話
に
息
づ
く
春
日
の
ご
祭
神
ー
第
二
回

経津主命御神影（香取神宮宝物館所蔵）

旧暦十月、出雲に集った八百万の神達が人々の縁結びを
定めている様子

天日隅宮（想像図）

あ
ま
の
ひ
す
み
の
み
や

い
ん
ぎ
ん
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出
雲
の
大
国
主
命
に
対
し
、
こ
れ
か
ら
の
地
上

を
治
め
て
い
く
の
は
天
の
天
照
大
神
の
子
孫
で
あ

る
こ
と
を
認
め
さ
せ
る
﹁
国
譲
り
﹂
を
成
功
さ
せ

る
べ
く
、
天
の
高
天
原
で
は
誰
を
地
上
に
降
ろ
す

か
を
選
ぶ
会
議
が
行
わ
れ
た
。
神
々
か
ら
選
ば
れ

た
の
は
フ
ツ
ヌ
シ
命
で
あ
る
。
し
か
し
タ
ケ
ミ
カ

ヅ
チ
命
が
フ
ツ
ヌ
シ
独
り
だ
け
選
ば
れ
る
の
は
不

服
だ
と
し
て
申
し
立
て
た
結
果
、
二
神
共
に
出
雲

へ
降
り
立
つ
こ
と
と
な
っ
た
。

　
二
神
は
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
に
勅
命
を
示
す
も
疑

わ
れ
、
本
来
自
分
の
と
こ
ろ
に
来
る
べ
き
者
た

ち
で
は
な
い
と
拒
絶
さ
れ
る
。
そ
こ
で
新
た
に

下
さ
れ
た
勅
命
は
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
が
住
む
べ
き

天
日
隅
宮
︵
現
在
の
出
雲
大
社
︶
の
造
営
を
含

む
慇
懃
な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
二
神
は
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
と
そ
の
息
子
た
ち
か
ら
地
上
を

譲
る
同
意
を
得
る
こ
と
に
成
功
す
る
。
そ
し
て
そ
の
同
意
に
従
わ
な
か
っ
た
諸
々
の
鬼
神
・

星
神
を
討
ち
、
帰
順
さ
せ
た
。

　
今
ま
で
治
め
て
き
た
地
上
の
事
か
ら
離
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
は
、
隠
さ

れ
た
道
理
の
世
界
︵
人
々
の
縁
結
び
、
死
者
の
世
界
な
ど
︶
を
治
め
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

そ
し
て
天
の
神
に
よ
っ
て
造
営
さ
れ
た
天
日
隅
宮
に
鎮
ま
り
、そ
の
祀
り
を
天
穂
日
命
︵
現

在
の
出
雲
大
社
宮
司
・
千
家
家
の
祖
先
神
︶
が
行
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
に
至
り
、

フ
ツ
ヌ
シ
・
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
は
国
譲
り
の
任
を
全
う
す
る
。

　
フ
ツ
ヌ
シ
は
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
神

生
み
に
お
い
て
、
イ
ザ
ナ
ギ
が
御
子
の
火
の

神
カ
グ
ツ
チ
を
斬
り
殺
し
た
際
に
、
剣
の
根

元
か
ら
飛
び
散
っ
た
血
に
由
来
し
て
生
ま
れ

た
。
東
国
随
一
の
古
社
、﹁
香
取
神
宮
﹂
に
武

神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
。
窮
地
を
救
い
世

の
乱
れ
を
平
定
す
る
武
神
と
し
て
、
ま
た
武

道
の
神
と
し
て
崇
敬
を
受
け
て
き
た
。
中
臣

氏
︵
藤
原
氏
︶
の
氏
神
社
で
あ
る
春
日
大
社

に
フ
ツ
ヌ
シ
・
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
の
二
神
が
祀

ら
れ
て
い
る
の
は
、
香
取
神
宮
・
鹿
島
神
宮

の
あ
る
常
総
地
方
が
中
臣
氏
の
本
拠
地
だ
っ

た
た
め
、
両
社
の
祭
神
を
勧
請
し
た
も
の
で

あ
る
。

香
取
神
宮
か
ら
国
を
守
護

経
津
主
に
ま
つ
わ
る
剣

　
韴
霊
剣
と
も
い
い
、
布
都
御
魂
剣
は
ご
神
体
で

は
な
く
、
経
津
主
命
の
神
魂
そ
の
も
の
で
あ
る
と

い
う
。

　
武
甕
槌
命
が
携
え
、
経
津
主
命
と
共
に
出
雲
の

国
譲
り
を
成
功
さ
せ
、
の
ち
に
神
武
天
皇
が
用
い

て
大
和
を
平
定
す
る
際
に
と
て
つ
も
な
い
霊
験
を

発
揮
し
た
一
振
り
の
太
刀
。

　
そ
の
後
、
物
部
氏
の
祖
先
で
あ
る
可
美
真
手
命

が
宮
中
で
祀
っ
て
い
た
が
、
第
十
代
崇
神
天
皇
の

世
に
石
上
神
宮
（
奈
良
県
天
理
市
）
に
移
さ
れ
た
。

や
が
て
境
内
拝
殿
裏
の
禁
足
地
に
埋
め
ら
れ
る
が
、

明
治
七
年
発
掘
さ
れ
御
神
体
と
し
て
祀
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
。

　
石
上
神
宮
に
は
他
に
素
戔
嗚

尊
が
用
い
て
八
岐
大
蛇
を
斬
っ

た
と
伝
わ
る
天
羽
々
斬
剣
も
祀

ら
れ
て
お
り
、
日
本
の
神
代
か

ら
伝
わ
る
剣
が
二
振
り
、
奉
安

さ
れ
て
い
る
。

う
ま
し
ま
で
の
み
こ
と

た
け
み
か
づ
ち
の
み
こ
と

す
さ
の
を
の

み
こ
と

あ
め
の
は
ば
き
り
の
つ
る
ぎ

や
ま
た
の
を
ろ
ち

い
そ
の
か
み

布
都
御
魂
剣

　

　—

神
武
天
皇
を
助
け
た
神
剣

ふ
つ
の
み
た
ま
の
つ
る
ぎ

か
と
り
じ
ん
ぐ
う

かなめいし

香取神宮に「要石」と呼ばれる不思議な石が
ある。神代より地中に住むという大ナマズ
を香取・鹿島の二神が地中深く石棒を差し
込んで、地震を起こすのを抑えているとさ
れる。

上古の香取・鹿島神宮の想定図
（東実 著・『鹿島神宮』学生社より）
海上への出入りを監視するよ
うな要所にある。

香
取
神
宮
社
殿

元
禄
十
三
︵
一
七
〇
〇
︶
年
に
第
五
代
将
軍
徳
川
綱
吉
公
に

よ
っ
て
造
営
さ
れ
、
奥
に
見
え
る
本
殿
は
国
の
重
要
文
化
財

に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
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一
年
の
ち
ょ
う
ど
半
分
に
あ
た
る
六
月
三
十
日
に
は
全
国
の
神
社
で
大
祓
式
が
行
わ

れ
ま
す
。こ
の
日
、境
内
に
茅（
か
や
）で
作
ら
れ
た
輪
が
立
て
ら
れ
、「
茅
の
輪（
ち
の
わ
）

神
事
」
と
呼
ば
れ
る
行
事
が
執
り
行
わ
れ
ま
す
。
こ
の
神
事
は
半
年
の
間
に
知
ら
ず
知

ら
ず
し
て
身
に
つ
い
た
罪
穢
れ
を
祓
い
除
い
て
、
無
病
息
災
・
厄
難
消
除
を
祈
る
神
事

で
す
。

　
水
無
月
の
大
祓
式
は
、「
夏
越
の
大
祓
」
と
も
呼
ば
れ
、
元
気
に
暑
い
夏
を
乗
り
切

る
と
と
も
に
、
新
た
に
迎
え
る
半
年
を
さ
わ
や
か
に
ま
た
清
ら
か
に
過
ご
し
て
い
こ
う

と
す
る
、
私
た
ち
の
祖
先
の
生
活
の
知
恵
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
す
。

　
本
年
は
当
社
で
も
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
発
生
以
来
、
毎
朝
ご
神
前
に
鎮
静
祈
願
の
祝

詞
を
奏
上
し
、
病
気
が
消
え
失
せ
、
少
し
で
も
早
く
暮
ら
し
に
日
常
が
戻
っ
て
く
る
こ

と
を
祈
願
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
水
無
月
の
大
祓
式
は
、
茅
の
輪
を
く
ぐ
る
こ
と
で
悪

い
流
行
り
病
か
ら
命
を
守
る
た
め
に
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
ま
た
大
祓
は
自
分

自
身
だ
け
で
な
く
そ
の
土
地
一
帯
も
清
ら
か
に
す
る
も
の
で
す
。
こ
の
神
事
を
受
け
、

病
気
に
負
け
な
い
よ
う
に
心
と
体
を
整
え
て
過
ご
し
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

　
当
社
で
は
三
十
日
当
日
の
朝
か
ら
、
神
職
の
手
に
よ
り
一
本
一
本
選
り
分

け
ら
れ
た
み
ず
み
ず
し
い
茅
と
青
竹
で
作
ら
れ
た
「
茅
の
輪
」
が
本
殿
前
に

設
け
ら
れ
ま
す
。

　
今
年
も
希
望
者
を
対
象
と
し
た
大
祓
祈
願
祭
を
下
記
の
と
お
り
に
斎
行
致

し
ま
す
の
で
、
ご
都
合
に
合
う
日
時
を
ご
確
認
の
上
、
ご
来
社
の
う
え
お
祓

い
を
お
受
け
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
企
業
・
団
体
で
の
大
祓
祈
願
祭
も
お
受
け

し
て
お
り
ま
す
。
社
務
所
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
尚
、
こ
の
「
茅
の
輪
」
は
境
内
に
数
日
間
残
し
て
い
ま
す
。

夏
越
の
大
祓
式
　
茅
の
輪
神
事
の
ご
案
内

夏
越
の
大
祓
式
　
茅
の
輪
神
事
の
ご
案
内

水
無
月
の  

夏
越
の
祓
い
　
す
る
人
は

　
　
　
　
　
　
千
歳
の
命  

延
ぶ
と
い
う
な
り

夏
越
大
祓
祈
願
祭

夏
越
大
祓
祈
願
祭

一
、日
時

●
六
月
三
十
日︵
火
︶

　
　
・
午
後
四
時
半
　
・
午
後
五
時

　
　
・
午
後
五
時
半
　
・
午
後
六
時

●
七
月
　
一
日︵
水
︶

　
　
・
午
後
四
時
　
　
・
午
後
五
時

●
七
月
　
四
日︵
土
︶

　
　
・
午
後
三
時
　
　
・
午
後
四
時

●
七
月
　
五
日︵
日
︶

　
　
・
午
後
三
時
　
　
・
午
後
四
時

受
付
は
各
開
始
日
時
の
二
十

分
前
ま
で
で
す
。

コ
ロ
ナ
対
策
の
た
め
空
間
を

確
保
す
る
必
要
か
ら
、
先
着

二
十
名
を
超
え
る
場
合
は
お

待
ち
頂
き
、
右
設
定
時
間
に

連
続
し
て
執
行
致
し
ま
す
こ

と
を
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承

く
だ
さ
い
。

※※

一
、初
穂
料

　
お
一
人
様
　
　
一
千
円

　
授
与
所
で
の
受
付
時
に
お
納
め
く
だ
さ
い
。

※

一
、当
日
の
流
れ

①
受
付
に
て
申
し
込
み
、

　
　
　
人
形（
ひ
と
が
た
）に
氏
名
を
記
入

②
大
祓
詞
奏
上
、切
麻
・
大
麻
に
よ
る
お
祓
い

③
茅
の
輪
く
ぐ
り

④
本
殿
に
て
祈
願
祭
参
列

⑤
撤
下
品（
お
さ
が
り
）授
与

⑥
終
了

祭
典
は
神
職
に
よ
り
執
り
進
め
ら
れ
ま
す
。

所
要
時
間
は
約
三
十
分
で
す
。

※
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●
茅
の
輪
の
く
ぐ
り
方

●
な
ぜ
茅
の
輪
を
く
ぐ
る
と
疫
病
を
避
け
ら
れ
る
の
か
？

　

左
ま
わ
り
・
右
ま
わ
り
・
左
ま
わ
り
と
、
８
の
字
を
書
く
よ
う
に

三
度
く
ぐ
り
抜
け
ま
す
。
そ
う
す
る
と
身
も
心
も
清
ら
か
に
祓
わ
れ

る
と
云
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
あ
る
昔
話
が
起
源
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

昔
、
旅
の
途
中
で
宿
が
見
付
か
ら
ず
困
っ
て
い
る
神
様
が
い
ま
し
た
。
神
様
は
、
蘇
民
将
来(

そ

み
ん
し
ょ
う
ら
い)

、
巨
旦
将
来(

こ
た
ん
し
ょ
う
ら
い)

と
い
う
兄
弟
に
宿
を
貸
し
て
ほ
し
い

と
頼
み
ま
し
た
。
し
か
し
弟
の
巨
旦
将
来
は
、
裕
福
な
暮
ら
し
を
し
て
い
た
の
に
断
り
、
兄
の
蘇

民
将
来
は
貧
し
い
暮
ら
し
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
神
様
に
宿
を
貸
し
て
食
事
を
提
供
し
も
て
な
し

た
そ
う
で
す
。

　

そ
し
て
数
年
が
経
ち
、
再
び
蘇
民
将
来
の
と
こ
ろ
に
そ
の
神
様
が
訪
れ
て
き
ま
し
た
。
自
分
は

「
ス
サ
ノ
オ
」
と
い
う
神
で
あ
る
事
を
伝
え
、
も
て
な
し
の
お
礼
に
「
も
し
も
疫
病
が
流
行
し
た

時
は
、
茅
の
輪
を
腰
に
付
け
れ
ば
逃
れ
ら
れ
る
だ
ろ
う
」
と
お
教
え
に
な
り
ま
し
た
。
す
る
と
数

年
後
、
そ
の
地
域
で
疫
病
が
流
行
し
た
と
き
、
茅
の
輪
を
腰
に
付
け
た
蘇
民
将
来
の
家
族
だ
け
は

助
か
っ
た
そ
う
で
す
。（
備
前
国
風
土
記
・
二
十
二
社
註
式
（
祇
園
社
）、
蘇
民
将
来
説
話
）

　

も
と
も
と
は
腰
に
付
け
て
い
た
茅
の
輪
が
だ
ん
だ
ん
と
大
き
く
な
り
、
や
が
て
く
ぐ
る
よ
う
に

な
っ
た
よ
う
で
す
。

朱印帳の大きさで茅の輪印の大きさが異
なります。
印は神社側の判断で押させて戴きますの
であらかじめご了承下さい。
期日・・・６月30日～７月31日まで

・

・

夏
越
大
祓
限
定
御
朱
印　
初
穂
料
三
〇
〇
円
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祈
願
受
付
、
守
礼
授
与
の
頒
布
時
間
は
左
記
の
通
り
で
す
。

　
　
八
時
三
十
分
〜
十
七
時
の
間

手
水
舎
の
ひ
し
ゃ
く
は
撤
去
。
流
水
に
て
お
清
め
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
。

職
員
は
マ
ス
ク
着
用
に
て
応
対
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

昇
殿
参
拝
の
折
に
は
、
マ
ス
ク
の
着
用
の
ま
ま
で
結
構
で
す
。

ま
た
、
殿
内
に
は
消
毒
用
ア
ル
コ
ー
ル
を
備
え
付
け
て
お
り
ま
す
。

祈
願
祭
を
行
う
本
殿
は
戸
を
開
放
し
、
常
時
換
気
さ
れ
て
い
ま
す
。

土
日
等
の
混
み
合
う
時
間
帯
に
つ
き
ま
し
て
は
、
十
分
な
物
理
的
距
離

を
確
保
し
た
形
で
複
数
組
に
て
ご
案
内
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

境
内
は
開
放
さ
れ
て
お
り
ま
す

の
で
、
二
十
四
時
間
参
拝
が
可

能
で
す
。

恐
れ
入
り
ま
す
が
風
邪
の
よ
う

な
症
状
の
あ
る
方
は
ご
参
拝
を

お
控
え
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
ご

協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

一
、

二
、

三
、

四
、

五
、

当
面
の
間
、
挙
式
の
受
付
は
一
日
一
組
と
い
た
し
ま
す
。

式
殿
内
は
戸
を
開
放
し
密
室
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
披
露
宴
会
場
内
の
換
気
装
置
の
作
動
、
施
設
内
の
換
気
を
徹
底
い

た
し
ま
す
。

ス
タ
ッ
フ
は
マ
ス
ク
を
着
用
し
て
対
応
い
た
し
ま
す
。

ま
た
始
業
前
に
検
温
・
体
調
確
認
を
行
い
、
手
洗
い
消
毒
を
徹
底
い
た

し
ま
す
。

披
露
宴
会
場
内
複
数
個
所
に
手
指
の
消
毒
設
備
を
設
置
い
た
し
ま
す
。

披
露
宴
会
場
は
最
大
百
二
十
名
収
容
で
ご
案
内

し
て
お
り
ま
す
が
、
披
露
宴
中
の
飛
沫
感
染
が

防
げ
る
十
分
な
間
隔
を
確
保
す
る
た
め
、
人
数

に
応
じ
て
テ
ー
ブ
ル
配
置
等
の
ご
案
内
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
（
写
真
）

マ
イ
ク
等
は
使
用
の
都
度
消
毒
い
た
し
ま
す
。

ト
イ
レ
手
洗
い
場
は
、
水
道
は
自
動
式
、
せ
っ

け
ん
と
消
毒
用
ア
ル
コ
ー
ル
の
設
置
、
ペ
ー
パ

ー
タ
オ
ル
対
応
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
対
策
に
つ
い
て

　
　
　
　

左
記
の
内
容
に
て
対
応
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す

◉◉◉◉◉◉◉

神
社
社
頭
で
の
対
応

神
社
社
頭
で
の
対
応

婚
礼
披
露
宴
で
の
対
応

婚
礼
披
露
宴
で
の
対
応
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