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近
年
、ご
朱
印
ブ
ー
ム
も
相
ま
っ
て
、

神
社
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち

の
本
莊
神
社
も
毎
週
末
、ご
朱
印
を
求
め

て
参
拝
者
が
訪
れ
、そ
の
対
応
を
し
て
お

り
ま
す
。

テ
レ
ビ
の
旅
番
組
で
は
、そ
の
地
域
の

歴
史
を
探
る
た
め
、神
社
や
寺
院
を
訪
れ

る
な
ど
、神
社
や
寺
院
は
郷
土
の
歴
史
を

知
る
に
は
欠
か
せ
な
い
存
在
と
な
っ
て

い
ま
す
。

全
国
津
々
浦
々
、ど
こ
の
町
や
村
に
も

必
ず
神
社
が
あ
り
ま
す
。

地
図
を
開
け
ば
、
神
が
神
社
を
指
す
記

号
で
、寺
院
は
卍
の
記
号
で
表
さ
れ
て
地

域
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
な
っ
て
い
ま
す
。

神
社
や
寺
院
は
、日
本
人
の「
こ
こ
ろ

の
ふ
る
さ
と
」あ
る
い
は
、人
々
の「
こ

こ
ろ
の
拠
り
所
」と
云
わ
れ
ま
す
。

神
社
は
、地
域
社
会
の
調
和
・
統
合
の

お
祀
り
す
る
神
聖
な
森
と
い
う
意
味
が

あ
り
ま
す
。

森
は
、き
れ
い
な
空
気
、清
ら
か
な
水
、

い
ろ
い
ろ
な
食
物
、ま
た
は
生
活
に
必
要

な
資
材
な
ど
、様
々
な
恩
恵
を
私
た
ち
に

与
え
て
く
れ
ま
す
。

私
た
ち
の
先
祖
は
、こ
う
し
た
自
然

の
恵
み
に
感
謝
し
て
大
切
な
森
に
神
様

を
お
祀
り
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、豊
か
で

平
和
な
毎
日
が
お
く
れ
る
よ
う
に
、神
様

に
祈
り
や
感
謝
を
捧
げ
、神
社
の
祭
礼
を

行
っ
て
き
た
の
で
す
。

◎
神
社
に
祀
ら
れ
る
神
々

神
社
に
祀
ら
れ
る
神
々
は
、自
然
神
か

ら
人
格
神（
祖
神
）、さ
ら
に
天
体
の
現
象

気
象
、万
物
創
造
の
神
、『
古
事
記
』や『
日

本
書
紀
』の
神
話
に
記
さ
れ
る
神
々
な
ど

様
々
な
神
々
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

◎
氏
神
さ
ま

氏う
じ

神か
み

さ
ま
は
、も
と
も
と
祖
先
を
同
じ

く
一
族（
氏
族
）が
、そ
の
祖
神
や
一
族
に

縁
の
深
い
神
さ
ま
を「
氏
神
」と
し
て
お

祀
り
し
た
の
が
始
ま
り
と
云
わ
れ
て
お

り
ま
す
。

氏
神
は
、「
祖
神
」で
あ
り
、「
守
り
神
」

と
し
て
、一
族
の
暮
ら
す
村
落
を
見
守
る

秀
麗
な
山
な
ど
に
祀
ら
れ
ま
し
た
。
氏

族
の
統
率
者
を「
氏う
じ

上か
み

」と
云
い
、氏
人

を「
氏う
じ

子こ

」と
云
い
、氏
上
は
氏
子
と
共

に
村
を
治
め
る
一
方
、四
季
折
々
の
共
同

祭
祀
の
際
は
、氏
子
を
率
い
て
氏
神
祭
祀

を
勤
め
、地
域
の
平
安
と
豊
作
を
祈
り
、

崇
め
て
き
ま
し
た
。

氏
神
は
血
縁
集
団「
氏う
じ（
氏
族
）」の
祀

る
神
と
し
て
、七
世
紀
頃
成
立
し
た
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。

◎
産
土
神
さ
ま

ま
た
産う
ぶ

土す
な

神が
み

さ
ま
は
、氏
神
さ
ま
の

「
血
縁
集
団
」の
神
に
対
し
て
、産
土
す
な

わ
ち
、生
ま
れ
た
土
地
の
神
を
云
い
、氏

と
云
う
結
び
つ
き
で
は
な
く
、同
じ
地
域

に
暮
ら
す
人
「々
地
縁
集
団
」が
共
同
で

祀
っ
た
神
で
、産
土（
う
ぶ
す
な
）は
、生

ま
れ
た
土
地
の
神
、出
生
地
の
神
を
指
し

ま
す
。

十
一
世
紀
頃
、武
家
政
権
で
あ
る
鎌
倉

幕
府
が
樹
立
す
る
と
、御
家
人
が
一
族
や

家
臣
と
共
に
新
た
な
任
地
に
赴
い
て
定

住
し
た
際
、そ
の
土
地
に
祀
ら
れ
て
い
た

神
々
を
村
落
の
拠
り
所
と
し
て
崇
め
、地

域
の
守
り
神（
土
地
神
）と
し
て
崇
め
た

の
が
そ
の
呼
称
の
起
こ
り
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

◎
氏
神
が
地
域
を
守
る
神
さ
ま
に

現
在
で
は
氏
神
・
産
土
神
は
、す
べ
て

地
域
を
守
る
神
と
な
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、

「
氏
子
」と
い
う
言
葉
も
血
縁
に
関
係
な

く
、地
域
を
守
る
神
を
信
仰
す
る
人
の
呼

称
に
な
っ
て
い
ま
す
。

「
氏
子
」と
い
う
表
現
の
中
に
、祭
祀

の
伝
統
を
継
承
し
て
い
る
の
で
す
。

理
由
は
交
通
網
の
発
達
、大
規
模
な

土
地
開
発
、経
済
発
展
な
ど
が
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
交
通
網
の
発
達
は
人
の
移

動
を
、大
規
模
な
土
地
開
発
は
人
の
移
動

を
、経
済
発
展
は
都
市
部
へ
の
人
の
集
中

を
促
し
ま
し
た
。

つ
ま
り
、人
の
動
き
が
激
し
く
な
っ
た

こ
と
が
、血
縁
集
団
で
住
む
と
い
う
生
活

ス
タ
イ
ル
を
崩
壊
さ
せ
ま
し
た
。そ
し
て
、

氏
神
を
維
持
す
る
た
め
に
、血
縁
に
関
係

な
く
、地
域
の
居
住
者
を
受
け
入
れ
る
よ

う
に
な
り
、産
土
神
や
鎮
守
と
同
じ
よ
う

に
地
域
を
守
る
神
へ
と
姿
を
変
え
て
今

日
に
至
っ
て
い
る
の
で
す
。

産
土
神
は
、「
出
身
地
の
神
さ
ま
」、氏

神
さ
ま
は「
現
在
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
の

神
さ
ま
」、生
ま
れ
育
っ
た
地
域
に
住
み

続
け
る
人
に
と
っ
て
は
、氏
神
＝
産
土
神

な
の
で
す
。

象
徴
と
し
て
、寺
院
は
、一
族（
家
）の
菩

提
を
弔
う
場
所
と
し
て
敬
わ
れ
、遠
い
ご

先
祖
様
が
神
さ
ま
、近
い
ご
先
祖
様
が
仏

さ
ま
と
認
識
さ
れ
て
き
ま
し
た
。「
敬
神

崇
祖
」と
云
う
信
心
を
育
み
、日
本
の
長

い
歴
史
の
中
で
、精
神
の
核
と
し
て
日
本

文
化
を
培
っ
て
き
ま
し
た
。

◎
神
社
の
起
源
は
自
然
の
恵
み

　

感
謝
す
る
心
か
ら

日
本
の
国
は
自
然
風
土
に
恵
ま
れ
、

春
・
夏
・
秋
・
冬
と
い
う「
四
季
」が
あ
り
、

四
季
は
そ
の
折
々
に
私
達
の
生
活
に
潤

い
と
恵
み
を
も
た
ら
し
ま
す
。

そ
の
様
々
な
働
き
、現
象
に
霊
性
を

認
め
て
、神
聖
な
霊
力
を
感
じ
取
り
、そ

れ
を「
カ
ミ
」と
称
し
て
崇
め
た
た
め
、

「
八や
お
よ
ろ
ず
百
万
の
神
」と
称
さ
れ
る
よ
う
に
多

く
の
神
々
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

神
社
は
、こ
ん
も
り
と
し
た
森
に
囲
ま

れ
て
お
祀
り
さ
れ
て
い
ま
す
。
昔
か
ら

神
社
は「
鎮ち
ん
じ
ゅ守
の
杜も
り

」と
も
呼
ば
れ
て
き

ま
し
た
。

鎮
守
の
杜
と
い
う
言
葉
に
は
、神
様
を

氏
神
・
産
土
神
と
は

本
莊
神
社
宮
司　

今
津
隆
弘
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古
往
今
来
、人
の
往
来
、物
の
流
れ
は
、

街
道
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
ま

し
た
。
そ
れ
は
、い
つ
の
時
代
も
変
わ
り

ま
せ
ん
。

慶
長
五
年（
一
六
○
○
）関
ヶ
原
の
合

戦
に
勝
利
し
、天
下
統
一
を
果
た
し
た
徳

川
家
康
は
、江
戸
に
幕
府
を
開
き
ま
し
た
。

そ
れ
に
よ
り
政
治
の
中
心
は
、従
来
の

京
都
・
大
坂
か
ら
江
戸
に
移
り
、そ
の
結

果
、交
通
網
が
江
戸
か
ら
全
国
各
地
へ
の

〝
街
道
〟の
整
備
が
進
み
ま
し
た
。そ
し
て
、

五
つ
の
主
要
な
街
道
ー
五
街
道
ー
の
整

備
が
進
み
ま
し
た
。

江
戸
、日
本
橋
を
起
点
と
し
て
、東
海

道
、中
山
道
、甲
州
街
道
、日
光
街
道
、奥

州
街
道
が
整
備
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
街
道
は
、き
び
し
い
封
建
社

会
を
構
築
す
る
た
め
に
は
、陸
上
交
通
路

の
整
備
が
必
要
で
し
た
。
な
か
で
も
江

戸
と
大
坂
を
結
ぶ
、東
海
道
と
中
山
道
は

人
流
・
物
流
の
大
動
脈
と
し
て
重
要
な
役

割
を
果
た
し
ま
し
た
。

現
在
は
、東
京
と
京
都
・
大
阪
は
東
名
・

山
道
を
利
用
す
る
人
々
が
多
数
い
ま
し

た
。江

戸
時
代
、将
軍
の
御
台
所（
将
軍
の

夫
人
）と
な
る
姫
君
は
、将
軍
と
の
婚
礼

が
決
ま
る
と
、莫
大
な
費
用
を
か
け
た
婚

礼
道
具
を
携
え
て
、主
に
中
山
道
を
利
用

し
、京
都
か
ら
江
戸
へ
下
向
し
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、中
山
道
の
こ
と

を「
姫
街
道
」と
も
呼
ば
れ
ま
し
た
。

次
号
で
は
、ど
ん
な
姫
君
が
中
山
道
を

通
行
し
た
の
か
、ま
た
ど
ん
な
人
が
中
山

道
を
通
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ご
紹
介

し
ま
し
ょ
う
。　
　
　
　
　
　
（
つ
づ
く
）

今
か
ら
数
年
前
、本
莊
神
社
境
内
で
見

つ
か
っ
た
一
枚
の
古
い
写
真
か
ら
平
成

二
十
九
年
十
一
月
に
、約
百
年
ぶ
り
に
復

活
し
た
本
荘
の
伝
統
文
化「
本
荘
雨
乞
い

踊
り
」は
、令
和
三
年
度
に
お
か
げ
さ
ま

で
五
年
目
の
活
動
を
迎
え
ま
し
た
。

平
成
三
十
年
四
月
の
本
莊
神
社
春
の

例
祭
後
に
、「
本
荘
雨
乞
い
踊
り
」を
約

百
年
ぶ
り
に
奉
納
し
、多
く
の
参
拝
者
の

皆
さ
ん
に
披
露
す
る
こ
と
が
で
き
感
動

を
得
ま
し
た
。

あ
れ
か
ら
五
年
目
を
迎
え
た
令
和
三

年
度
の「
本
荘
雨
乞
い
踊
り
」の
取
り
組

名
神
高
速
道
路
、ま
た
中
央
自
動
車
道
と

同
じ
よ
う
に
人
流
・
物
流
の
役
割
を
果
た

し
て
い
る
こ
と
を
見
れ
ば
、東
海
道
・
中

山
道
と
同
じ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

東
海
道
は「
海
道
」、中
山
道
は「
山
道
」

と
か「
木
曽
路
」と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

ご
存
知
の
よ
う
に
、中
山
道
六
十
九

次
は
、江
戸
日
本
橋
か
ら
、京
都
三
条
大

橋
に
至
る
約
一
三
五
里
四
十
町（
異
説
あ

り
）約
五
二
八
㎞
。
東
海
道
五
十
三
次
よ

り
約
四
十
㎞
長
く
、宿
場
も
東
海
道
よ
り

多
い
。
と
こ
ろ
が
、何
故
中
山
道
を
利
用

す
る
人
々
が
多
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
、東
海
道
よ
り
メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ

た
か
ら
で
す
。
東
海
道
に
は
大
き
な
川
ー

大
井
川
、安
倍
川
、天
竜
川
ー
が
あ
り
ま

し
た
。
川
は
雨
期
の
み
な
ら
ず
、大
雨
が

降
れ
ば
増
水
し
、渡
る
こ
と
が
で
き
な
く

何
日
も
川
留
め
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
り
、旅
程
の
計
画
を

た
て
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。

更
に
、今
も
昔
も
考
え
る
の
は
宿
賃
で

す
。
中
山
道
の
旅
籠
の
宿
代
が
東
海
道

に
比
べ
二
割
ほ
ど
安
価
で
あ
っ
た
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。

東
海
道
が〝
表
街
道
〟、中
山
道
は
バ
イ

パ
ス
の
よ
う
な〝
裏
街
道
〟の
よ
う
な
イ

メ
ー
ジ
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、中

み
を
社
誌
の
紙
面
に
て
お
知
ら
せ
い
た

し
ま
す
。	

さ
て
五
年
目
を
迎
え
た「
本
荘
雨
乞

い
踊
り
」は
、本
荘
の
伝
統
文
化
と
し
て

徐
々
に
地
域
全
体
に
根
差
し
て
き
た
感

が
最
近
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、本
荘
小

学
校
で
毎
年
伝
統
文
化
に
触
れ
よ
う
と

す
る
子
ど
も
達
の
参
加
数
の
増
加
が
物

語
っ
て
い
ま
す
。
年
々
参
加
者
が
増
え

て
き
て
主
催
す
る
本
荘
の
歴
史
を
語
る

会
の
会
員
も
、驚
い
て
い
る
ほ
ど
で
す
。

現
在
ま
で
行
っ
て
い
る
活
動
は
、ま

ず
小
学
校
で
の「
ふ
る
さ
と
学
習
」授
業

で
、地
域
の
伝
統
文
化「
本
荘
雨
乞
い
踊

り
」の
歴
史
や
文
化
を
伝
え
る
こ
と
か
ら

始
ま
り
、本
荘
公
民
館
で
の
毎
月
の
練
習

（
太
鼓
、篠
笛
、鉦
、唄
、踊
り
）で「
本
荘

雨
乞
い
踊
り
」を
実
技
で
教
え
、年
度
末

に
一
年
間
の
練
習
成
果
を
関
係
者
を
集

め
披
露
す
る「
成
果
発
表
会
」の
実
施
等

で
一
連
の
年
間
を
通
し
た
文
化
活
動
を

本
荘
小
学
校
の
協
力
を
得
て
行
う
こ
と

が
で
き
て
い
ま
す
。
た
だ
、令
和
三
年
度

は
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
で
、学
校
の
前
期
の
ク
ラ
ブ
活
動
は
、

休
み
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
が
、後
期

に
な
っ
て
そ
れ
も
解
除
さ
れ
、練
習
に
励

む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
子
ど
も
達
も

変
わ
る
も
の（
こ
と
）、

変
わ
ら
な
い
も
の（
こ
と
）２

中
山
道
加
納
宿
文
化
保
存
会

会
長　

尾
関
孝
彦

五
年
目
を
迎
え
た
本
荘
雨
乞
い
踊
り

　
　
　

本
荘
の
歴
史
を
語
る
会

会
長　

和
田　

浅
治

中山道六十九次

加 

納
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県
立
岐
阜
商
業
高
等
学
校
硬
式
野
球

部
の
鍛
冶
舎
巧
監
督
を
始
め
、選
手
、保

護
者
ら
約
百
名
が
、一
月
四
日
に
必
勝
祈

願
を
行
い
ま
し
た
。

当
社
で
の
必
勝
祈
願
祭
は
、令
和
元

年
以
来
、四
回
目
。
年
末
の「
御
礼
参
り
」、

年
始
に
は「
必
勝
祈
願
」と
丁
寧
な
参
拝

を
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
祈
願
」・「
感
謝
」の
気
持
ち
を
忘
れ
ず

参
拝
さ
れ
る
姿
勢
は
、き
っ
と
素
晴
ら
し

い
結
果
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

夏
の
甲
子
園
出
場
を
目
指
し
、是
非
と

も
が
ん
ば
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

一
生
懸
命「
本
荘
雨
乞
い
踊
り
」の
練
習

に
励
み
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、「
本
荘
雨
乞
い
踊
り
」は
、

お
か
げ
さ
ま
で
五
年
連
続
文
化
庁
の「
伝

統
文
化
親
子
教
室
」事
業
に
合
格
し
国
か

ら
の
熱
い
伝
統
文
化
継
承
へ
の
ご
支
援

を
受
け
て
い
ま
す
。さ
ら
に
、五
年
目
は
、

バ
ロ
ー
の
伊
藤
青
少
年
育
成
奨
学
会
の

地
域
振
興
助
成
事
業
関
連
の
支
援
で
も

受
理
さ
れ「
本
荘
雨
乞
い
踊
り
」の
伝
統

文
化
継
承
を
後
押
し
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

ま
た
、令
和
三
年
四
月
に
は
、多
羅
野

八
幡
神
社
奉
納
行
事
に
も
参
加
で
き
、

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
局
の
ニ
ュ
ー
ス
で
も

取
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
、本
莊
神
社
春
の
例
祭
後
、五

◆
こ
れ
か
ら
の
行
事
に
つ
い
て

◦
二
月
五
日
（
土
）
午
前
十
時

		

月
次
祭

		

第
六
十
一
回
学
べ
る
神
社
講
座

◦
二
月
十
七
日
（
木
）
午
前
十
時

		

祈
年
祭
（
豊
作
祈
願
）

◦
三
月
五
日
（
土
）
午
前
十
時

		
月
次
祭

		
第
六
十
二
回
学
べ
る
神
社
講
座

年
ぶ
り
に「
本
荘
雨
乞
い
踊
り
」の
奉
納

が
行
わ
れ
る
予
定
で
す
。

今
後
の
計
画
と
し
て
六
年
目
の
取
り

組
み
で
は
、コ
ロ
ナ
が
終
息
し
て
い
る
こ

と
が
条
件
で
、小
学
生
の
運
動
会
や
自
治

会
主
催
の「
ほ
ん
じ
ょ
う
文
化
祭
」、令

和
四
年
十
二
月
の
岐
阜
県
主
催
の「
岐
阜

県
ジ
ュ
ニ
ア
文
化
祭
」へ
の
出
演
も
計
画

さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
て
五
年
目
を
迎
え
た「
本
荘
雨

乞
い
踊
り
」は
、今
後
ま
す
ま
す
本
荘
地

域
に
根
差
し
た
伝
統
文
化
と
し
て
継
承

さ
れ
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま

す
の
で
、地
域
の
皆
さ
ん
の
暖
か
い
ご
支

援
を
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

◦
四
月
三
日
（
土
）
午
前
十
時

		

月
次
祭

		

第
六
十
三
回
学
べ
る
神
社
講
座

◦
四
月
五
日
（
火
）
午
前
十
時

		

例
祭
（
春
季
大
祭
）

		　
鱗
餅
奉
献

		　
雨
乞
い
踊
り
奉
納

◦
五
月
七
日
（
土
）
午
前
十
時

		

月
次
祭

		

第
六
十
四
回
学
べ
る
神
社
講
座

◦
六
月
四
日
（
土
）
午
前
十
時

		

月
次
祭

		

第
六
十
五
回
学
べ
る
神
社
講
座

◦
七
月
二
日
（
土
）
午
前
十
時

		

月
次
祭

◦
七
月
二
日
（
土
）
午
後
五
時

		

夏
越
祭
（
茅
の
輪
く
ぐ
り
）

※
四
月
五
日
の
巫
女
舞
奉
納
は
中
止

と
な
り
ま
す
。

※
コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
の
際
は
、
境
内
で

の
模
擬
店
及
び
、
各
種
奉
納
行
事

は
中
止
と
な
り
ま
す
。

 

県
岐
商
高 

硬
式
野
球
部

　
　
　
　

必
勝
祈
願
祭
参
拝

神
社
か
ら
の
お
知
ら
せ
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本
荘
神
社
で
は
、様
々
な
ご
祈
祷
を
受

け
付
け
て
い
ま
す
。

予
め
、電
話
連
絡
に
て
日
時
の
調
整
の

上
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ご
祈
祷
申
し
込
み

フ
ォ
ー
ム
に
て
お
申
し
込
み
下
さ
い
。

【
ご
祈
祷
の
願
い
ご
と
】

○	

家
内
安
全　
　

○	

縁
結
び
祈
願

○	

商
売
繁
盛　
　

○	

自
動
車
お
祓
い

○	

旅
行
安
全　
　

○	

厄
除
け

○	

初
宮
ま
い
り　

○	

安
産
祈
願

○	

七
五
三　
　
　

○	

心
願
成
就　
　

○	

病
気
平
癒

【
出
張
ご
祈
祷
】

○	

地
鎮
祭

○	

開
店
祓
い

○	

竣
功
祭

　
　
　
　

そ
の
他
、ご
相
談
下
さ
い
。

皆
様
の
ご
意
見
・
ご
要
望
を

お
聞
か
せ
下
さ
い
。

本
莊
神
社
社
務
所
連
絡
先

（
○
五
八
）二
○
一
ー
五
三
八
一

①

③

お電話でのお申込みも受け付けています

ホームページはこちらから

058-201-5381

http://honjojinja-gifu.gifu-city.net

②

ご
祈
祷
受
付
の
ご
案
内

 
【
ご
祈
祷
お
申
し
込
み
フ
ォ
ー
ム
】
か
ら
お
申
し
込
み
下
さ
い

①【ご祈祷お申し込み】をクリック
　　※モバイル版は下にスクロールしていくとあります

②【ご祈祷お申し込み書】を記入

③【確認画面へ】をクリック


