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当
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
毎
月
の
祭
典
や
御

祈
禱
時
間
に
関
す
る
ご
案
内
、
御
朱
印
の
書
き
置

き
対
応
の
予
定
な
ど
、
当
社
か
ら
の
お
知
ら
せ
を

随
時
発
信
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
参
拝
の
際
は

ご
活
用
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
つ

い
て
何
か
ご
希
望
等
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
編
集
後

記
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
て
ご
回
答
く
だ
さ
い
。
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
は
、
左
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
も
ア
ク
セ

ス
い
た
だ
け
ま
す
。

　

　

七
五
三
は
、
子
供
た
ち
の
成
長
と
健
康
の
感

謝
、
今
後
の
成
長
と
健
康
を
祈
る
儀
式
で
す
。
一

般
的
に
は
、
男
の
子
は
三
歳
と
五
歳
、
女
の
子
は

三
歳
と
七
歳
に
お
参
り
す
る
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

七
五
三
祈
禱
を
受
け
ら
れ
た
お
子
様
に
は
、
御

守
、
千
歳
飴
（
数
に
限
り
が
ご
ざ
い
ま
す
）、
そ

の
他
記
念
品
を
お
渡
し
い
た
し
ま
す
の
で
、
ど
う

ぞ
ご
家
族
お
揃
い
で
ご
参
拝
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
当
社
指
定
の
山
口
写
真
館
に
て
七
五
三

の
記
念
撮
影
を
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。
ご
希
望

の
方
は
左
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
よ
り
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
参
照
く
だ
さ
い
。

山
口
写
真
館　

℡
〇
八
九
七

−

八
二

−

〇
〇
二
八

　

旧
暦
八
月
一
日
（
本
年
は
九
月
十
五
日
）
の
阿

奈
波
神
社
例
祭
に
先
立
ち
、
前
日
午
後
七
時
よ
り

阿
奈
波
神
社
宵
祭
を
奉
仕
い
た
し
ま
し
た
。
平
成

二
十
八
年
六
月
に
発
生
し
た
阿
奈
波
神
社
拝
殿
損

壊
を
受
け
、
本
年
も
現
社
地
対
岸
の
御
休
み
処
に

て
祭
典
を
執
り
行
い
ま
し
た
。
昨
年
ま
で
の
三
年

間
は
、
地
元
の
方
の
参
列
も
な
く
、
神
職
の
み
の

参
列
で
あ
り
ま
し
た
が
、本
年
は
本
来
の
姿
が
戻
っ

て
ま
い
り
ま
し
た
。

https://oomishimagu.jp/ 大山祇神社 検索

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ご
案
内

七
五
三
詣
の
ご
案
内

七
五
三
詣
の
ご
案
内

表
紙
の
写
真
に
つ
い
て

表
紙
の
写
真
に
つ
い
て

千歳飴と香袋守

山口写真館
七五三ページ

　

七
五
三
期
間
： 

十
一
月
三
日
（
祝
・
金
）

　
　
　
　
　
　

～
十
一
月
二
十
三
日
（
祝
・
木
）

　

受　
　
　

付
：
午
前
九
時
三
十
分
～
午
後
四
時

　

祈　

禱　

料
：
五
千
円
～

　
　

※ 

個
人
の
御
祈
禱
は
当
日
、
社
頭
授
与
所
に

て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

⃝
 

尚
、
祭
典
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
御
祈
禱
は
左

記
の
時
間
を
避
け
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

十
一
月　

三
日　
　
　

～
午
前
十
一
時

　
　
　
　
　

二
十
一
日　

～
正
午

　
　
　
　
　

二
十
二
日　

～
午
後
一
時

　
　
　
　
　

二
十
三
日　

～
午
前
十
一
時
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当
社
は
古
く
か
ら
こ
の
大
三
島
に
鎮
座
し
、
日

本
総
鎮
守
、
伊
豫
國
一
宮
と
尊
崇
さ
れ
て
き
た
四

国
第
一
の
古
大
社
で
ご
ざ
い
ま
す
。
御
祭
神
は
大

山
積
大
神
、
ま
た
の
名
を
和
多
志
大
神
と
申
し
、

山
岳
を
守
護
さ
れ
る
神
様
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、

五
穀
成
就
、
海
上
安
全
、
漁
業
満
足
、
長
命
開
運
、

造
酒
の
守
護
神
と
し
て
も
、
広
く
知
ら
れ
て
お
り

ま
す
。
古
来
、
皇
室
を
始
め
一
般
国
民
に
至
る
ま

で
崇
敬
が
篤
く
、「
大
三
島
詣
で
」
と
し
て
知
ら

れ
、
遠
近
よ
り
参
拝
が
絶
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

し
て
崇
敬
者
に
満
足
を
与
え
、
便
宜
を
図
る
た

め
、
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
に
当
時
の
国
幣
大

社
大
山
祇
神
社
の
崇
敬
者
団
体
と
し
て
、
大
三
島

大
社
講
は
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
皆
様
の
ご
入
講
を

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

　【
こ
の
講
社
の
趣
旨
】

　

大
三
島
大
社
講
は
大
山
祇
神
社
の
崇
敬
者
を
結

集
し
、
敬
神
崇
祖
の
信
念
に
基
づ
き
、
至
誠
以
て

道
義
を
高
揚
し
神
恩
に
奉
謝
し
普
く
神
人
和
力
文

明
造
化
の
真
理
を
顕
現
し
、
大
山
祇
神
社
の
維
持

を
図
り
次
の
事
業
を
行
う
。

【
こ
の
講
社
の
主
な
事
業
】

◦
大
山
祇
神
社
の
神
徳
昂
揚

◦ 

大
山
祇
神
社
国
宝
重
要
文
化
財
そ
の
他
宝
物
保

存
修
理

◦
大
山
祇
神
社
祭
礼
神
事
の
保
存

◦
図
書
、
雑
誌
の
編
集
発
行

◦
講
演
会
の
開
催

◦
講
社
員
募
集
並
び
に
伝
道

◦ 

そ
の
他
本
講
社
目
的
達
成
の
た
め
に
必
要
な
事

業

　【
入
講
後
の
主
な
待
遇
】

◦ 

家
内
安
全
家
業
繁
栄
祈
願
祭
斎
行
の
上
、
大
麻

を
奉
送
す
る
。

◦ 

講
社
大
祭
並
び
に
毎
月
一
日
祭
に
講
社
員
名
簿

を
奉
奠
し
て
家
内
安
全
家
業
繁
栄
の
祈
願
祭
を

斎
行
す
る
。

◦
大
山
祇
神
社
宝
物
館
拝
観
優
待
券
贈
呈
。

◦
大
三
島
海
事
博
物
館
拝
観
優
待
券
贈
呈
。

◦
社
報
「
大
三
島
宮
」
を
贈
呈
。

◦
大
三
島
暦
を
贈
呈
。

◦ 

大
山
祇
神
社
例
大
祭
・
講
社
大
祭
他
の
御
案
内

　【
ご
入
講
の
手
続
き
】

◦
名
誉
講
社
員　

毎
年　

五
十
口
以
上

◦
特
別
講
社
員　

毎
年　
　

五
口
以
上

◦
正　

講
社
員　

毎
年　
　

一
口
以
上

　
　
　

但
し
、
一
口　
　

金
三
千
円
也

　

入
講
に
関
し
ま
し
て
は
、
当
社
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

〒
七
九
四

−

一
三
九
三

　

愛
媛
県
今
治
市
大
三
島
町
宮
浦
三
三
二
七

　

大
山
祇
神
社
内　

大　

三　

島　

大　

社　

講

大
三
島
大
社
講
の
ご
案
内

宝物館優待券 大三島暦

大
三
島
大
社
講
に
つ
い
て
の

ア
ン
ケ
ー
ト
を
作
成
致
し
ま

し
た
の
で
、
こ
ち
ら
か
ら
皆

様
の
ご
意
見
を
お
聞
か
せ
く

だ
さ
い
。
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今
回
は
、
重
要
文
化
財
「
木も

く

造ぞ
う

扁へ
ん

額が
く

」
に
つ
い
て
の
お

話
を
致
し
ま
す
。

　
「
扁
額
」
と
い
う
の
は
指
定
名
で
、「
神し

ん

額が
く

」
と
言
っ
た

方
が
わ
か
り
や
す
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。（
以
降
神
額
）

神
額
と
は
一
般
的
に
神
社
名
や
神
名
が
書
か
れ
た
、
鳥
居

や
門
な
ど
に
掛
け
ら
れ
て
い
る
額
の
こ
と
で
す
。
当
社
の

神
額
に
は
「
日に

本ほ
ん

總そ
う

鎮ち
ん

守じ
ゅ

大お
お

山や
ま

積づ
み

大だ
い

明み
ょ
う

神じ
ん

」
と
書
か
れ

て
い
ま
す
。
鎮
守
と
は
、
地
を
鎮し

ず

め
守
る
こ
と
で
、
こ
の

場
合
、「
日
本
の
地
を
鎮
め
守
る
大
山
積
大
明
神
」
と
い

う
意
味
で
す
。
こ
ち
ら
は
平
安
時
代
の
奉
納
な
の
で
こ
の

頃
に
は
既
に
「
日
本
總
鎮
守
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。

　

こ
の
神
額
を
奉
納
し
た
の
は
、
平
安
時
代
の＊

１

能の
う

書し
ょ

家か

、
藤ふ

じ

原わ
ら
の

佐す
け

理ま
さ

（
九
四
四
～
九
九
八
）
で
す
。
佐
理
は

幼
い
頃
父
、＊

２

藤ふ
じ

原わ
ら
の

敦あ
つ

敏と
し

を
亡
く
し
、
摂
政
関
白
太
政
大

臣
も
務
め
た
祖
父
の＊

３

藤ふ
じ

原わ
ら
の

実さ
ね

頼よ
り

に
育
て
ら
れ
ま
す
。
そ

し
て
、
円え

ん

融ゆ
う

天
皇
、
花か

山ざ
ん

天
皇
、
一い

ち

条じ
ょ
う

天
皇
の
三
代
の

大だ
い

嘗じ
ょ
う

会え

で
屛
風
の＊

４

色し
き

紙し

形が
た

を
書
く
筆
者
に
選
ば
れ
ま

す
。
大
嘗
会
と
は
、
天
皇
が
即
位
後
初
め
て
行
う
新に

い

嘗な
め

祭さ
い

の
こ
と
で
、
そ
の
中
で
用
い
る
屛
風
に
使
わ
れ
る
色
紙
形

を
書
く
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
名
誉
な
こ
と
で
し
た
。

　

そ
の
一
方
、
平
安
時
代
末
期
の
歴
史
物
語
で
あ
る 

『＊
５

大お
お

鏡か
が
み』
で
は
、「
御み

心こ
こ
ろば
へ
ぞ
懈け

怠た
い

者も
の

、
す
こ
し
は
如じ

ょ

泥で
い

人に
ん

と
も
き
こ
え
つ
べ
く
お
は
せ
し
」
と
書
か
れ
て
い
ま

す
（
性
格
は
怠
け
者
で
だ
ら
し
の
な
い
人
だ
と
噂
さ
れ
て

い
る
と
い
う
意
味
）。
矢
の
手
配
を
忘
れ
た
り
（『
恩お

ん

命め
い

帖じ
ょ
う』）、

女
に
ょ
う

御ご

の
入じ

ゅ

内だ
い

す
る
際
の
供ぐ

奉ぶ

を
怠
っ
た
り
（『
国

く
に
の

申も
う
し

文ぶ
み

帖じ
ょ
う』）、
摂
政
に
赴
任
の
挨
拶
を
せ
ず
に
都
を
発た

っ

て
し
ま
っ
た
り
（『
離り

洛ら
く

帖じ
ょ
う』）
し
た
詫
び
状
な
ど
が
現
存

注 

釈
＊
１　
能
書
家
（
の
う
し
ょ
か
）

　
書
に
お
け
る
高
度
な
技
術
を
持
っ

た
人
の
こ
と
。

＊
２　
藤
原
敦
敏
（
ふ
じ
わ
ら
の
あ

つ
と
し
）（
九
一
八
年
～
九
四
七
年
）

　
佐
理
の
父
。天て
ん

暦り
ゃ
く

元
年（
九
四
七
）

に
蔓
延
し
た
疫
病
に
よ
り
二
十
九
歳

の
若
さ
で
亡
く
な
る
。
当
時
、
佐
理

は
四
歳
。

＊
３　
藤
原
実
頼
（
ふ
じ
わ
ら
の
さ

ね
よ
り
）（
九
〇
〇
年
～
九
七
〇
年
）

　
佐
理
の
祖
父
。
藤ふ
じ

原わ
ら

北ほ
っ

家け

小お

野の
の

宮み
や

流り
ゅ
うの

始
祖
。
有ゆ
う

職そ
く

故こ

実じ
つ

に
通
じ
て
い

た
。

＊
４　
色
紙
形
（
し
き
し
が
た
）

　
正
方
形
に
近
い
四
角
形
で
屛
風
や

障
子
に
貼
る
な
ど
し
て
、
そ
こ
に
詩

歌
を
書
い
た
も
の
。

＊
５　
大
鏡
（
お
お
か
が
み
）

　

作
者
未
詳
。
藤ふ
じ

原わ
ら
の

道み
ち

長な
が

の
栄
華

を
中
心
に
文
徳
天
皇
の
嘉か

祥し
ょ
う

三
年

宝
物
さ
ん
ぽ

ほ
う

も
つ

▼
第
二
回
▲　
　
　
　

～
木も

く

造ぞ
う

扁へ
ん

額が
く

～

木造扁額
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ま
れ
、
伊
予
の
方
へ
と
追
い
風
が
吹
き
、
飛
ぶ
よ
う
に
到

着
し
ま
し
た
。
そ
し
て
身
を
清
め
て
神
前
で
額
を
書
き
当

社
に
奉
納
さ
れ
ま
し
た
。
帰
途
に
つ
く
と
す
べ
て
の
船
が

順
調
に
進
み
、
無
事
に
都
ま
で
帰
る
こ
と
が
出
来
た
そ
う

で
す
。

　

こ
の
話
は
、
当
社
の
『＊

７

三み

島し
ま

宮ぐ
う

御ご

鎮ち
ん

座ざ

本ほ
ん

縁え
ん

』
に
も

語
ら
れ
て
い
ま
す
。
伊い

よ
の予   ＊
８

権ご
ん
の
か
み守
の
任
を
退
い
て
都
に

帰
る
途
中
、
風
が
吹
か
ず
船
が
出
せ
ず
に
困
っ
て
い
た
と

こ
ろ
、
夢
の
中
に
大
山
積
神
が
現
れ
て
、
社
頭
の
額
を
書

い
て
も
ら
い
た
く
て
佐
理
を
留
め
て
い
た
と
告
げ
ら
れ
ま

す
。
佐
理
は
身
を
清
め
当
社
へ
参
詣
し
、
御
神
託
は
天
皇

に
ご
報
告
す
る
こ
と
を
伝
え
る
と
、
俄
か
に
波
風
が
吹
き

は
じ
め
、
出
航
で
き
、
無
事
都
に
帰
り
つ
く
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
都
に
帰
っ
た
佐
理
は
直
ぐ
に
天
皇
へ
ご
報
告
し

た
と
こ
ろ
勅ち

ょ
く
が
出
て
神
額
を
奉
納
し
た
と
書
か
れ
て
い
ま

す
。『
大
鏡
』
と
は
、
時
期
や
細
か
な
と
こ
ろ
は
多
少
異

な
り
ま
す
が
、
似
た
よ
う
な
状
況
で
大
山
積
神
に
望
ま
れ

す
る
書
の
中
に
あ
る
の
で
、
貴
族
と
し
て
の
評
判
は
あ
ま

り
良
く
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
千
年
以
上
も
そ

の
書
を
大
切
に
伝
え
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど

当
時
の
人
々
に
と
っ
て
も
後
世
の
人
々
に
と
っ
て
も
素
晴

ら
し
い
手
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
さ
て
、当
社
の
神
額
も
『
大
鏡
』
の
中
に
登
場
し
ま
す
。

佐
理
が＊

６

太だ

宰ざ
い
の

大だ
い

弐に

の
官
を
辞
し
て
都
へ
帰
る
途
中
、
伊

予
の
国
に
入
る
手
前
で
風
や
波
が
吹
き
荒
れ
て
い
た
た
め

何
日
も
船
を
出
す
こ
と
が
出
来
ず
困
っ
て
い
ま
し
た
。
す

る
と
、
夢
に
大お

お

山や
ま

積づ
み

神の
か
みが

現
れ
て
「
天
候
が
荒
れ
て
何
日

も
船
が
出
せ
な
い
の
は
私
の
所せ

為い

で
す
。
私
の
社
に
は
額

が
な
く
、
掛
け
た
い
と
思
う
の
で
す
が
平
凡
な
書
家
に
書

か
せ
る
の
は
お
も
し
ろ
く
な
い
の
で
あ
な
た
に
額
を
書
い

て
ほ
し
い
の
で
す
。
こ
の
機
会
を
逃
し
た
ら
い
つ
ま
た
機

会
が
巡
っ
て
来
る
か
と
思
っ
て
、
そ
れ
で
、
引
き
留
め
て

い
た
の
で
す
」
と
言
わ
れ
、
そ
の
後
、
伊
予
の
国
に
入
っ

た
と
こ
ろ
何
日
も
荒
れ
て
い
た
と
思
え
な
い
程
天
候
に
恵

一の鳥居

二の鳥居

総　門

（
八
五
〇
）
か
ら
後
一
条
天
皇
の
万ま
ん

寿じ
ゅ

二
年
（
一
〇
二
五
）
ま
で
の
十
四

代
、
一
七
六
年
間
に
及
ぶ
歴
史
を
描

い
た
か
な
文
の
物
語
。

＊
６　
太
宰
大
弐
（
だ
ざ
い
の
だ
い

に
）

　
大
宰
府
の
次
官
。
長
官
の
太だ
ざ
い
の
そ
ち

宰
帥

は
親
王
任
官
な
の
で
赴
任
し
な
い
こ

と
が
慣
例
。

＊
７　
三
島
宮
御
鎮
座
本
縁
（
み
し

ま
ぐ
う
ご
ち
ん
ざ
ほ
ん
え
ん
）

　
当
社
の
歴
史
を
記
し
て
い
る
古
文

書
。

＊
８　
権
守
（
ご
ん
の
か
み
）

　
国
司
（
守
）
の
代
わ
り
に
実
権
を

握
る
場
合
も
あ
っ
た
が
、
正
式
な
守

が
い
る
時
に
仮
の
官
位
と
し
て
任
じ

ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
な
の
で

赴
任
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

佐
理
も
伊
予
権
守
に
任
官
は
さ
れ
た

が
赴
任
は
し
て
い
な
い
。

＊
９　
三
蹟
（
さ
ん
せ
き
）

　
能
書
家
と
し
て
平
安
時
代
中
期
に

活
躍
し
た
小
野
道
風
・
藤
原
佐
理
・

藤
原
行
成
の
こ
と
。
平
安
時
代
当
時

は
、
三
賢
と
言
わ
れ
て
い
た
。
三
蹟

と
い
う
呼
び
方
が
定
着
し
た
の
は
江

戸
時
代
か
ら
。
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＊
１
０　
一
の
鳥
居

　

宮
浦
港
近
く
に
あ
る
高
さ
約
十
一

メ
ー
ト
ル
の
石
の
鳥
居
。
神
額
も
石

造
。昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
の
奉
納
。

＊
１
１　
二
の
鳥
居

　

境
内
入
り
口
に
あ
る
石
造
り
の
鳥

居
。
寛か
ん

文ぶ
ん

元
年
（
一
六
六
一
）
に
伊
予

国
松
山
藩
第
三
代
藩
主
松ま
つ

平だ
い
ら

定さ
だ

長な
が

に

よ
り
奉
納
さ
れ
た
。
神
額
は
銅
板
に
鋳

直
し
た
も
の
。

＊
１
２　
総
門

　
元げ
ん

亨こ
う

二
年（
一
三
二
二
）の
兵
火
で
焼

失
し
た
が
、
当
社
の
古
図
や
一
遍
上
人

絵
伝
を
基
に
平
成
二
二
年（
二
〇
一
〇
）

に
再
建
し
た
。
総
檜
造
り
銅
板
葺
。
神

額
は
木
造
で
漆
塗
り
。

て
佐
理
が
神
額
を
書
き
奉
納
し
た
と
い
う
点
は
一
致
し
て
い

ま
す
。
神
に
ま
で
望
ま
れ
た
の
で
す
か
ら
、
佐
理
の
書
の
才

は
傑
出
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

　
『
大
鏡
』
で
は
、
当
社
の
神
額
を
書
い
た
こ
と
で
「
日
本

第
一
の
御み

手て

」と
評
判
に
な
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

平
安
の
世
か
ら
時
代
は
下
り
江
戸
時
代
に
は
、
小お

野の
の

道み
ち

風か
ぜ

・

藤ふ
じ

原わ
ら
の

行ゆ
き

成な
り

と
と
も
に
佐
理
は＊

９

三さ
ん

蹟せ
き

と
呼
ば
れ
、
今
で
も
能

書
家
と
し
て
尊
崇
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
神
額
は
現
在
宝
物
館
に
収
蔵
展
示
し
て
お
り
、
写
し

が
＊
１
０

一
の
鳥
居
、

＊
１
１

二
の
鳥
居
、

＊
１
２

総そ
う

門も
ん

に
掛
か
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
、
石
・
銅
・
木
（
漆
塗
り
）
で
造
ら
れ
て
お
り
、

違
い
を
見
る
の
も
お
も
し
ろ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
大
山
積
神
様
に
望
ま
れ
て
書
か
れ
た
神
額
は
平
安
の
世
か

ら
、
参
詣
さ
れ
る
方
た
ち
を
出
迎
え
見
守
っ
て
き
ま
し
た
。

き
っ
と
こ
れ
か
ら
も
出
迎
え
見
守
っ
て
く
れ
る
こ
と
で
し
ょ

う
。

　

新
た
な
年
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
左
記
の
と
お

り
対
策
を
施
し
て
参
り
ま
す
の
で
、
御
理
解
賜
り

ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
・�

混
雑
が
予
想
さ
れ
る
た
め
、
マ
ス
ク
の
着
用
は

適
宜
ご
判
断
く
だ
さ
い
。

・
当
社
境
内
で
は
、並
ば
ず
に
、御
参
拝
く
だ
さ
い
。

・�

御
祈
禱
件
数
が
多
い
場
合
に
は
お
待
ち
頂
く
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

・�

お
持
ち
の
朱
印
帳
へ
の
押
印
・
墨
書
は
ご
遠
慮

頂
き
ま
す
。
事
前
に
墨
書
し
た
朱
印
紙
（
和
紙
）

を
お
渡
し
し
ま
す
。

　
（
尚
、
書
置
き
対
応
と
す
る
期
間
に
つ
き
ま
し

て
は
、
後
日
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
お
知
ら
せ
い
た

し
ま
す
。）

　　

三
が
日
に
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
日
を
ず
ら
し
お

参
り
な
さ
れ
て
も
結
構
で
す
。
ま
た
、
ご
遠
方
の

方
や
事
情
に
よ
り
ご
参
拝
の
叶
わ
な
い
方
に
は
、

郵
送
に
よ
る
御
祈
禱
を
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。

詳
細
は
社
務
所
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

尚
、
今
後
の
状
況
に
よ
り
対
応
を
変
更
す
る
場

合
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
ご
参
拝
の
際
は
当
社

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
御
覧
く
だ
さ
い
。

初
詣
・
新
年
祈
禱
の
ご
案
内

神額守

神額軸

　当社では、神額に由来する
授与品として「神額軸」、「神
額守」、「金の栞」がございます。

金の栞
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平成３年
34歳

平成17年
20歳

後厄

平成４年
33歳

平成18年
19歳

本厄

平成５年
32歳

平成19年
18歳

前厄
女　　性

昭和38年
62歳

昭和57年
43歳

平成11年
26歳

後厄

昭和39年
61歳

昭和58年
42歳

平成12年
25歳

本厄

昭和40年
60歳

昭和59年
41歳

平成13年
24歳

前厄
男　　性

大正15年
99歳

白寿
昭和10年
90歳

卒寿
昭和12年
88歳

米寿
昭和20年
80歳

傘寿
昭和23年
77歳

喜寿
昭和30年
70歳

古稀
昭和39年
61歳

還暦

※数え年にて表記

令
和
六
年

　
　厄
年
・
年
祝
い

　
大
山
祇
神
社
で
は
、常
勤
の
内
子（
巫

女
）
を
随
時
募
集
し
て
お
り
ま
す
。

　
募
集
要
件
は
次
の
通
り
で
す
。

◎
十
八
歳
か
ら
二
十
二
歳
ま
で
の
未
婚

の
女
性

※

年
齢
は
あ
く
ま
で
目
安
で
す
。
一
度

お
電
話
く
だ
さ
れ
ば
、
こ
の
限
り
で

は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

•
勤
務
時
間
：
午
前
八
時
〜
午
後
五
時

•
年
末
年
始
等
繁
忙
期
を
除
き
、
残
業

な
し

•
神
社
隣
接
社
宅
（
家
賃
無
料
）
あ
り

　
詳
し
い
待
遇
・
勤
務
形
態
等
は
、
当

社
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
大
　
山
　
祇
　
神
　
社

℡
〇
八
九
七

－

八
二

－

〇
〇
三
二

■

内
子
（
巫
女
）
募
集

並ばずにご参拝ください 新年祈禱の方には新年神符をお付けします
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来
る
十
二
月
三
十
一
日
夕
刻
、
古
式
に
よ
る
師

走
の
大お

お

祓は
ら
えを

厳
修
致
し
ま
す
。

　

こ
れ
は
日
常
生
活
に
お
い
て
、
私
共
が
知
ら
ず

知
ら
ず
の
う
ち
に
触
れ
て
し
ま
っ
た
自
ら
の
心
身
の

穢
れ
、
目
に
見
え
な
い
諸
々
の
罪
・
過
ち
を
祓
い
、

心
身
と
も
に
爽
や
か
に
新
年
を
迎
え
る
た
め
の
大

切
な
神
事
で
す
。
人ひ

と

形が
た

（
ひ
と
が
た
：
紙
を
人
の
形

に
切
り
抜
い
た
も
の
）
に
ご
自
身
の
名
前
と
生
年

月
日
を
書
き
、
そ
の
人
形
で
身
体
を
撫
で
て
息
を

吹
き
か
け
、罪つ

み

穢け
が
れを

人ひ
と

形が
た

に
託
し
お
祓
い
を
し
ま
す
。

　

ご
所
望
の
方
は
人
形
を
お
渡
し
致
し
ま
す
。
ご

不
明
な
点
等
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
社
務
所
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

　〈
申
込
先
〉

　

〒
七
九
四

−

一
三
九
三

　

愛
媛
県
今
治
市
大
三
島
町
宮
浦
三
三
二
七

　

大
山
祇
神
社
社
務
所

　

℡　

〇
八
九
七

−
八
二

−

〇
〇
三
二

　

社
報
二
一
一
号
を
お
届
け
い
た
し
ま
す
。「
宝
物

さ
ん
ぽ
～
木
造
扁
額
～
」は
い
か
が
で
し
た
で
し
ょ

う
か
。
こ
の
コ
ー
ナ
ー
は
私
の
執
筆
で
は
な
く
、

歴
史
や
宝
物
が
好
き
な
当
社
の
事
務
員
に
書
い
て

い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
私
自
身
も
記
事
を
読
ん

で
初
め
て
知
る
こ
と
が
多
く
あ
り
大
変
勉
強
に

な
っ
て
い
ま
す
。
是
非
感
想
を
お
寄
せ
い
た
だ
け

ま
す
と
幸
い
で
す
。

　

さ
て
、
本
年
の
社
報
も
今
号
が
最
後
と
な
り
ま

し
た
。
二
〇
八
号
に
て
抱
負
を
述
べ
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
が
、
あ
れ
か
ら
早
一
年
。
皆
様
に

と
っ
て
令
和
五
年
は
飛
躍
の
年
に
な
り
ま
し
た
で

し
ょ
う
か
。
私
自
身
、
様
々
な
環
境
変
化
が
あ
り

大
変
充
実
か
つ
多
忙
で
し
た
が
、
一
年
前
よ
り
二

回
り
ほ
ど
大
き
く
な
れ
た
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

新
し
い
年
を
迎
え
る
準
備
が
始
ま
り
つ
つ
あ
る
時

期
で
す
が
、
本
年
の
無
事
の
感
謝
、
ま
た
来
年
の

無
事
を
祈
り
に
、
お
近
く
の
氏
神
様
や
、
日
本
総

鎮
守
の
当
社
に
手
を
合
わ
せ
に
い
ら
し
て
は
い
か

が
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
で
は
、
よ
い
お
年
を
お
迎

え
く
だ
さ
い
。 

（
工
藤
）

　　

住
所
等
の
変
更
、
送
付

物
の
停
止
等
に
関
し
ま
し

て
は
、
ご
一
報
い
た
だ
け

ま
す
と
幸
い
で
す
。

大
祓
の
ご
案
内

 

二
十
三
日

 

二
十
二
日

 

十
七
日

 

十
一
日

二
月 

一
日

 

二
十
二
日

 

七
日

 

至
七
日

 

自
二
日

一
月 

一
日

 

三
十
一
日

 

二
十
二
日

十
二
月 

一
日

 

二
十
三
日

 

二
十
二
日

 

二
十
一
日

 

三
日

十
一
月 

一
日

大
三
島
宮
祭
事
暦

 

令
和
五
年
十
一
月
～
令
和
六
年
二
月

天

長

祭

月

次

祭

祈

年

祭

橿

原

神

宮

遙

拝

式

紀

元

祭

一

日

祭

月

次

祭

生

土

祭

福

木

神

事

年

始

祭

歳

旦

祭

大

祓

式

除

夜

祭

月

次

祭

全
国
鉱
山
工
場
安
全
祈
願
大
祭

新

嘗

祭

御

更

衣

御

戸

開

祭

神

殿

清

掃

祭

明

治

祭

一

日

祭

編
集
後
記

人形（ひとがた）

↑アンケート
はここから
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