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コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
祭
事
運
営
に
つ
い
て

昨
年
春
の
緊
急
事
態
宣
言
以
来
、
か
つ
て
な
い
対
応
に
追
わ
れ
て
の
運
営
で
し
た
が
、
氏
子
崇
敬
者
皆
様
の

ご
理
解
ご
協
力
を
戴
い
て
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
始
ま
っ
た
こ
と
か
ら
、
今
後
は
徐
々

に
旧
に
復
し
て
い
け
る
の
で
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
本
年
六
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
当
社
で
お
こ
な
わ

れ
る
主
な
祭
典
行
事
を
ご
案
内
致
し
ま
す
。

事
前
告
知
を
行
う
こ
と
で
分
散
型
と
な
っ
た
昨
年
は
、
九
月
か
ら
十
二
月
に
か

け
て
の
長
期
に
わ
た
り
祝
い
子
た
ち
を
お
迎
え
し
ま
し
た
。
ま
た
、
殿
内
で
は

家
族
単
位
で
座
る
敷
物
を
用
意
し
て
相
互
の
距
離
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
ピ

ー
ク
時
は
昇
殿
す
る
人
数
の
制
限
を
行
い
ま
し
た
。
本
年
も
九
月
初
め
に
は
千

歳
飴
を
用
意
し
て
ご
参
拝
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

十
月
十
八
日
（
月
）
宵
祭

十
月
十
九
日
（
火
）
神
幸
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
潮
掻
き
神
事

昨
年
は
例
年
に
な
ら
っ
て
春
日
浦
へ
の
御
神
幸
を
行
い
「
潮
掻
き
神
事
」
を
奉

仕
、
神
楽
も
二
日
間
賑
々
し
く
舞
わ
れ
ま
し
た
。
本
年
も
同
様
で
の
実
施
予
定

で
す
。

七
月
十
八
日
（
日
）
宵
祭

七
月
十
九
日
（
月
）
夏
越
大
祭

夏
祭
の
メ
イ
ン
と
も
い
う
べ
き
神
輿
巡
行
は
、
大
人

子
供
と
も
に
昨
年
に
続
い
て
残
念
な
が
ら
本
年
も
中

止
と
な
り
ま
す
。
但
し
庄
内
神
楽
奉
納
と
、
企
業
奉

賛
に
よ
る
計
百
基
の
奉
燈
は
例
年
同
様
に
実
施
し
ま

す
の
で
、
夏
の
宵
に
ゆ
っ
く
り
と
ご
参
拝
下
さ
い
。

夏
季
大
祭

秋
季
大
祭

七
五
三



Ǐ

結
婚
式（
披
露
宴
）

現
在
、
感
染
防
止
の
為
に
ひ
し
ゃ
く
を
取
り
除
き
、
セ
ン
サ
ー
の
流
水
に
て

お
清
め
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
雨
や
蒸
し
暑
さ
で
鬱
陶
し
く
な
る
こ
れ
か
ら

の
季
節
、
皆
様
に
少
し
で
も
気
分
晴
れ
や
か
に
ご
参
拝
い
た
だ
け
れ
ば
と
、

今
年
も
手
水
舎
の
水
盤
を
利
用
し
て
の
「
花
て
み
ず
」
を
六
月
一
日
か
ら
八

月
中
旬
（
お
盆
）
頃
ま
で
実
施
致
し
ま
す
。
色
と
り
ど
り
の
季
節
の
花
々
が

彩
り
を
添
え
ま
す
の
で
是
非
ご
覧
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
当
社
で
は
挙
式
、
披
露
宴
も
感
染
症
防
止
対

策
（
神
社
ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ
婚
礼
部
門
参
照
）
を

講
じ
つ
つ
、
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
も
一
生
に
一
度

の
思
い
出
を
お
作
り
す
る
手
助
け
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
実
際
に
お
式
を
挙
げ
ら
れ
た
方

の
一
部
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

　
コ
ロ
ナ
禍
で
結
婚
式
自
体
を
あ

き
ら
め
て
し
ま
わ
れ
る
方
も
多
い

か
と
思
い
ま
す
。
挙
式
だ
け
で
も

ご
家
族
で
お
こ
な
い
、
披
露
宴
は

収
束
さ
れ
て
か
ら
と
い
う
方
法
も

あ
り
ま
す
。
以
前
と
同
様
の
形
で

開
催
す
る
こ
と
は
難
し
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
よ
う
な
時
だ

か
ら
こ
そ
、
身
近
な
ご
家
族
様
た

ち
に
晴
れ
姿
を
見
て
い
た
だ
き
、

感
謝
を
伝
え
ら
れ
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

昨
年
末
、
「
幸
先
参
り
」
と
し
て
十
二
月
二
十
一
日
（
冬
至
）
か
ら
縁
起
物

の
授
与
を
開
始
、
多
く
の
参
拝
が
あ
り
ま
し
た
。

初
詣
の
期
間
中
、
神
札
御
守
や
縁
起
物
の
授
与
所
配
置
を
変
更
す
る
と
と
も

に
、
境
内
へ
の
参
入
を
規
制
し
て

人
流
を
整
え
ま
し
た
。
三
が
日
は

混
雑
を
避
け
て
か
例
年
の
半
数
以

下
の
人
出
と
な
り
ま
し
た
が
、
そ

の
後
は
二
月
に
か
け
て
初
詣
参
拝

が
続
き
ま
し
た
。
本
年
も
感
染
状

況
を
み
な
が
ら
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

等
に
て
早
め
に
お
知
ら
せ
ご
案
内

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

詳しくは神社ホームページもしくは社務所（ ℡ 097-532-5638　婚礼係）まで
お問い合わせください。

☆
一
年
延
ば
し
て
も
収
ま
ら
ず
、
家
族
だ
け
で

「
当
初
の
予
定
と
は
違
っ
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
、
夢
が
か

な
い
ま
し
た
。
」
と
新
婦
様
。

　

昨
年
の
春
に
挙
式
予
定
だ
っ
た
お
二
人
。
一
年
後
な
ら

ば
と
延
期
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
コ
ロ
ナ
は
お
さ
ま
ら

ず
・
・
・
悩
ま
れ
た
す
え
に
、
ご
家
族
だ
け
で
挙
式
を
あ

げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

式
の
あ
と
、
親
御
様
へ
感
謝
の
気
持
ち
を
添
え
て
花
束

を
プ
レ
ゼ
ン
ト
。
写
真
撮
影
な
ど
ご
家
族
で
ゆ
っ
く
り

と
、
楽
し
い
時
間
を
過
ご
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

☆
グ
ロ
ー
バ
ル
な
披
露
宴

　

新
郎
新
婦
は
大
切
な
ゲ
ス
ト
の
た
め
に
感
染
症
対
策
を

実
施
し
、
皆
様
に
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
様
々
な
工

夫
を
し
て
お
迎
え
し
ま
し
た
。

　

新
郎
様
の
ご
実
家
は
ス
リ
ラ
ン
カ
。
お
二
人
は
現
地
と

披
露
宴
会
場
を
リ
モ
ー
ト
で
つ
な
ぎ
ま
し
た
。

　

お
互
い
の
会
場
が
見
え
る
よ
う
ス
ク
リ
ー
ン
を
設
置

し
、
遠
く
は
な
れ
た
ゲ
ス
ト
と
時
間
を
共
有
。
直
接
は
会

え
な
く
て
も
身
近
に
つ
な
が
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

初
　
詣

花
て
み
ず
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●茅の輪のくぐり方

　

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
。

　

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
、
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
（
ち
の
わ
）」
が
本

殿
前
に
設
け
ら
れ
、「
茅
の
輪
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
。

　

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
も
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
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
。

　

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

祓所での神事



５

　

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
。

　

今
年
も
一
般
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
に
な
り
お
祓
い
を
お
受
け
く
だ

さ
い
。

夏
越
大
祓
祈
願
祭

夏
越
大
祓
祈
願
祭

一
、祭
典
日
時

●
六
月
三
十
日︵
水
︶

　

・
午
後
四
時
半  

・
午
後
五
時

　

・
午
後
五
時
半  

・
午
後
六
時  

・
午
後
六
時
半

●
七
月
　
一
日︵
木
︶

　

・
午
後
四
時  

・
午
後
五
時 

・
午
後
六
時

●
七
月
　
三
日︵
土
︶

　

・
午
後
三
時  

・
午
後
四
時 

・
午
後
五
時

●
七
月
　
四
日︵
日
︶

　

・
午
後
三
時  

・
午
後
四
時 

・
午
後
五
時

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
祭
典
前
に
受
付
に
て

　
　
　
　
　
　

人
形（
ひ
と
が
た
）に
氏
名
を
記
入

②
祓
所
で
の
神
事

　
　
　
　
　

大
祓
詞
奏
上
、切
麻
・
大
麻
に
よ
る
お
祓
い

③
茅
の
輪
く
ぐ
り

④
御
本
殿
に
て
祈
願
祭
参
列

⑤
撤
下
品（
お
さ
が
り
）授
与
の
ち
終
了

一
、申
込
受
付

混
雑
を
さ
け
る
た
め
、事
前
予
約
を
お
こ
な
っ
て
お

り
ま
す
。社
務
所
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
。

当
日
申
込
は
各
開
始
日
時
の
十
五
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
三
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
。

・・・

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
。

※

朱印帳に直接お書きするほか書置きのものもあります。
六月三十日から夏祭り（七月十九日）まで
初穂料　三百円

・
・
・

【夏越大祓限定御朱印】 【夏越大祓特別祈願符】

「
無
病
息
災
疫
病
消
除
」
の
願
意
を
込
め
た

ご
神
札
で
す
。
夏
越
大
祓
祈
願
祭
に
ご
参
列

の
方
に
お
授
け
す
る
ほ
か
、
六
月
三
十
日
か

ら
七
月
末
ま
で
の
期
間
、
社
頭
で
も
一
体
八

百
円
で
頒
布
し
ま
す
。

茅の輪くぐり
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令
和
二
年
四
月
十
六
日
　
　
仮
殿
遷
座
祭

　
　
　
　
五
月
　
八
日
　
　
旧
社
殿
解
体
奉
告
祭

　
　
　
　
六
月
　
七
日
　
　
起
工
式

　
　
　
　
九
月
　
十
日
　
　
立
柱
祭

　
　
　
十
一
月
十
二
日
　
　
上
棟
祭

令
和
三
年
五
月
十
七
日
　
　
御
神
号
額
奉
納
奉
告
祭
　
　

　
　
　
　
六
月
十
一
日
　
　
本
殿
遷
座
祭

　
　
　
　
六
月
十
二
日
　
　
御
社
殿
竣
功
祭

王
子
神
社

　
朱
塗
り
の
御
社
殿
が
竣
功

【
社
殿
改
築
の
経
緯
】

旧
社
殿
は
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
七
月
の
米
軍
の
空
襲
に
お
い
て

灰
燼
に
帰
し
ま
し
た
が
、
昭
和
二
十
二
年
（
一
九
四
七
）
に
戦
災
復
興

事
業
と
し
て
氏
子
の
奉
賛
に
よ
り
再
建
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
修
繕

を
繰
り
返
し
現
在
に
至
る
も
七
十
年
以
上
が
経
過
し
て
全
体
的
に
腐
食

劣
化
が
進
ん
だ
た
め
、
平
成
二
十
八
年
一
月
に
総
代
会
が
中
心
と
な
っ

て
改
築
募
財
活
動
を
開
始
。

足
掛
け
四
年
か
け
て
目
標
額

に
到
達
し
た
た
め
、
昨
年
春

よ
り
新
社
殿
造
営
工
事
が
本

格
的
に
始
動
し
、
そ
れ
に
付

随
す
る
一
連
の
諸
祭
儀
が
厳

粛
裡
に
挙
行
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
本
事
業
を
記
念
し
て
熊

野
本
宮
大
社
九
　
家
隆
宮
司

様
揮
毫
に
よ
る
新
た
な
御
神

号
額
が
拝
殿
正
面
に
掲
げ
ら

れ
ま
し
た
。

祭
　
神

　
伊
邪
那
美
神

　
速
玉
之
男
神

　
豫
母
都
事
解
之
男
神

　
菅
原
神

鎮
座
地

　
大
分
市
王
子
北
町
一
一
〇
番
地

由
　
緒

延
久
五
年
（
一
〇
七
三
）、
紀
州

熊
野
郡
那
智
山
の
道
士
善
行
坊
及

び
髙
倉
左
衛
門
佐
直
秀
が
、
王
子

神
の
神
託
を
奉
じ
て
西
国
を
歴
遊
。

駄
原
の
海
辺
に
て
初
め
て
王
子
権

現
の
神
霊
を
拝
し
、
清
浄
の
地
を

こ
の
地
に
求
め
、
社
殿
を
造
営
。

令
和
五
年
（
二
〇
二
三
）
に
は
御

鎮
座
九
百
五
十
年
を
迎
え
ま
す
。

当
社
の
兼
務
社
の
う
ち
王
子
神
社

で
は
、
こ
の
度
氏
子
崇
敬
者
の
ご

奉
賛
に
よ
り
本
殿
以
下
御
社
殿
の

改
築
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。

熊野本宮大社 九　家隆宮司様 揮毫御神号額




