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に
招
い
て
感
謝
を
込
め
た
も
て
な
し
を

し
て
、山
に
送
り
返
す
祭
り
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

こ
の
、山
の
神
を
田
の
神
と
し
て
迎
え

て
豊
穣
を
祈
る
祭
り
が
現
在
の
神
社
の

春
祭
り
、山
に
送
り
返
す
祭
り
が
秋
祭
り

に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
こ
の
山
の
神
に
祖
先
の
霊
魂

が
融
合
し
て
、子
孫
を
守
る「
氏
神
」へ

と
展
開
し
て
い
ま
す
。
人
が
亡
く
な
る

と
そ
の
肉
体
を
離
れ
た
霊
魂
は
、三
十
三

年
忌
ま
で
里
の
墓
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
、

盆
・
正
月
や
年
忌
法
要
の
追
善
供
養
の
と

き
に
は
家
に
帰
っ
て
き
ま
す
。
こ
う
し

た
供
養
を
手
厚
く
受
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
死
者
の
霊
は
浄
化
さ
れ
、や
が
て
山
の

神
と
融
合
し
て
氏
神
と
な
り
、そ
し
て
、

春
に
は
山
か
ら
里
を
訪
れ
て
子
孫
の
農

耕
を
守
り
、秋
に
ま
た
山
に
帰
っ
て
い
く

よ
う
に
な
る
の
で
す
。

で
す
か
ら
山
は
、祖
先
の
霊
が
鎮
ま
る

場
所
で
も
あ
る
の
で
す
。

（
参
考
：
日
本
人
に
と
っ
て
の
山

「
山
岳
信
仰
と
修
験
道
」荒
木
重
雄
）

◎
自
然
崇
拝
か
ら

　
　
　

芽
生
え
た
神
観
念

か
つ
て
、神
社
の
社
殿
が
出
来
る
以

前
、我
が
国
で
は
村
里
を
見
下
ろ
す
秀
麗

な
山
、或
い
は
海
原
で
、「
ご
来
光
」を
仰

ぎ
、日
々
の
暮
ら
し
の
中
で
祈
り
を
捧
げ

て
き
ま
し
た
。
今
で
も「
ご
来
光
」を
拝

す
る
慣
習
が
残
っ
て
い
ま
す
。

日
本
人
の
素
朴
な
信
仰
で
あ
る
神
道

は「
自
然
崇
拝
」か
ら
始
ま
っ
た
と
云
わ

れ
、「
日
神
信
仰
」（
太
陽
崇
拝
）が
そ
の
根

幹
を
な
す
の
で
す
。

日
本
に
は
四
季
が
あ
り
、四
季
は
そ

の
折
々
に
私
た
ち
の
生
活
に
潤
い
と
恵

み
を
も
た
ら
し
ま
す
。
そ
の
自
然
の
様
々

な
働
き
、現
象
に
神
聖
な
霊
力
を
感
じ
取

り
、そ
れ
を「
カ
ミ
」と
称
し
、崇
め
て
き

ま
し
た
。

こ
う
し
た
自
然
風
土
は
稲
作
を
基
盤

と
す
る
農
耕
文
化
を
育
み
、「
稲
」を
主
食

と
す
る
生
活
様
式
、そ
の
生
産
生
活
の
中

で
日
本
文
化
も
形
成
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

人
々
は
、お
ひ
さ
ま
を
中
心
に
暮
ら
し
、

朝
日
が
昇
る
と
朝
日
を
拝
み
、日
暮
れ
に

は
夕
日
に
一
日
の
無
事
を
感
謝
し
て
暮

ら
し
ま
し
た
。

こ
う
し
た
太
陽
の
軌
道
を「
レ
イ
ラ
イ

ン
」と
云
い
ま
す
。

レ
イ
ラ
イ
ン
は
、春
夏
秋
冬
で
異
な
り

ま
す
が
、多
く
の
古
社
が
こ
う
し
た
レ
イ

ラ
イ
ン
上
に
祀
ら
れ
て
お
り
、古
代
日
本

の
人
々
が
太
陽
信
仰
を
大
切
に
し
て
き

た
様
子
を
伺
い
知
り
う
る
の
で
す
。

国
土
地
理
院
で
北
緯
・
東
経
を
調
べ
て

み
る
と
、金
華
山
や
伊
吹
山
は
ま
さ
し
く

太
陽
の
軌
道（
レ
イ
ラ
イ
ン
）上
に
位
置

す
る
の
で
す
。

金
華
山
は
朝
日
を
拝
む
山
で
あ
り
、伊

吹
山
は
夕
日
を
拝
む
山
で
す
。

金
華
山
は
伊
奈
波
の
神
の
神
体
山
で

あ
り
、伊
吹
山
は
伊
富
岐
神
社
や
南
宮
大

社
の
神
体
山
と
し
て
地
域
の
人
々
に
尊

崇
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

「
伊
吹
颪
」で
知
ら
れ
る
強
風
は
里
で

暮
ら
す
人
々
に
は
有
難
く
な
い
風
で
す

が
、鍛
冶
を
行
う
に
は
最
適
な
風
で
製
鉄

し
て
き
た
の
は
、マ
タ
ギ
と
よ
ば
れ
る
猟

師
、
樵き
こ
り

、鉱
山
の
採
掘
に
あ
た
る
山
師
な

ど
で
す
。
ま
た
、山
麓
に
住
ん
で
轆ろ
く

轤ろ

を

回
し
て
椀
や
盆
を
つ
く
る
木
地
師
、鉄
や

銅
を
鋳
造
し
鍋
・
釜
・
鋤す
き・
鍬く
わ

な
ど
を
つ
く

る
鋳い

物も
の

師し

な
ど
も
山
の
民
で
す
。

こ
う
し
た
人
た
ち
は
、山
に
は
彼
ら
に

山
の
幸
を
与
え
て
く
れ
る
神
が
い
る
と

信
じ
て
、山
仕
事
に
か
か
る
前
に
山
の
神

の
祭
り
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。

一
方
、里
で
暮
ら
す
農
民
に
と
っ
て
は

―
―
そ
こ
で
は
水
田
で
稲
作
が
営
ま
れ

て
い
る
わ
け
で
す
が
、山
か
ら
も
た
ら
さ

れ
る
水
に
よ
っ
て
収
穫
は
左
右
さ
れ
ま

す
。
そ
こ
で
、山
の
神
は
、水
を
分
け
て

授
け
て
く
れ
る「
水
分（
み
く
ま
り
）の
神
」

と
し
て
崇
拝
さ
れ
ま
し
た
。

こ
こ
で
は
、春
、山
の
神
を「
田
の
神
」

と
し
て
迎
え
、稲
作
の
守
護
を
祈
る
儀
礼

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
て
山
の
神
を
迎
え
て
稲
の
生

長
を
守
っ
て
も
ら
い
、無
事
に
収
穫
を
終

え
る
と
、田
の
神
す
な
わ
ち
山
の
神
を
家

◎
日
本
人
に
と
っ
て
の
山

わ
た
し
た
ち
日
本
人
は
、古
来
、山
・

川
・
海
の
自
然
に
抱
か
れ
て
生
活
し
て
き

ま
し
た
。
特
に
に
全
国
土
の
七
割
余
り

を
占
め
る
山
は
、実
生
活
の
面
で
も
、精

神
的
な
面
で
も
、た
い
そ
う
重
要
な
存
在

で
し
た
。

山
や
森
は
、食
料
や
薬
に
な
る
動
植
物

を
与
え
て
く
れ
る
貴
重
な
場
所
で
し
た

し
、神
や
祖
霊
の
住す
み

処か

で
あ
る
と
と
も
に
、

妖
怪
変
化
が
跋ば
っ
こ扈
す
る
異い
か
い

界
の
地
で
も

あ
り
ま
し
た
。

里
の
人
々
に
と
っ
て
は
山
は
、川
や
田

に
水
を
授
け
て
く
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
存
在
で
し
た
し
、海
の
民
に
と
っ
て
さ

え
も
、山
は
航
海
や
漁
場
の
目
印
と
し
て

欠
か
せ
な
い
も
の
で
し
た
。

こ
う
し
た
な
か
で
、山
の
中
で
直
接
、

山
が
与
え
て
く
れ
る
幸
を
も
と
に
生
活

山
の
神
・
田
の
神

本
莊
神
社
宮
司　

今
津
隆
弘

金華山
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夏
祭
り
で
の
巫
女
舞
は
三
年
ぶ
り
だ
っ

た
の
で
、少
し
忘
れ
て
い
た
と
こ
ろ
も

あ
っ
た
け
ど
、練
習
ど
お
り
に
踊
れ
て
良

か
っ
た
で
す
。

練
習
で
は
、年
上
の
お
姉
さ
ん
の
踊
り

を
よ
く
見
て
思
い
出
し
な
が
ら
巫
女
舞

を
踊
れ
ま
し
た
。

本
番
で
は
、少
し
緊
張
し
て
い
た
せ
い

か
、最
初
か
ら
間
違
え
て
し
ま
っ
た
け
れ

ど
、そ
こ
か
ら
立
て
直
し
最
後
ま
で
諦
め

ず
踊
れ
た
の
で
、と
て
も
達
成
感
が
あ
り

ま
し
た
。

次
の
巫
女
舞（
秋
祭
）で
は
し
っ
か
り

と
練
習
を
重
ね
て
、完
璧
に
踊
れ
る
よ
う

に
頑
張
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

ひ
さ
し
ぶ
り
の
巫
女
舞
は
、楽
し
か
っ

た
で
す
。
で
も
、あ
つ
く
て
あ
せ
が
た
く

さ
ん
で
ま
し
た
。
巫
女
舞
の
お
ど
り
は
、

は
じ
め
の
ほ
う
で
、き
ん
ち
ょ
う
し
て
ま

ち
が
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
九
月
の
奉

五
十
名
の
子
供
さ
ん
と
、同
伴
さ
れ
た
お

母
さ
ん
方
が
興
味
深
く
取
り
組
ま
れ
て

い
ま
し
た
。
私
は
、子
供
さ
ん
よ
り
お
母

さ
ん
方
が
悪
戦
苦
闘
し
て
お
ら
れ
た
様

に
見
え
、微
笑
ま
し
く
思
い
ま
し
た
。

巫
女
舞
の
関
連
者
の
皆
様
、線
香
花
火

作
り
体
験
に
参
加
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
皆
さ
ん
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
併

せ
て「
茅
の
輪
」を
作
っ
て
い
た
だ
い
た

皆
さ
ん
、行
灯
に
絵
を
描
い
て
い
た
だ
い

た
子
供
さ
ん
、境
内
に
行
灯
を
吊
る
し
て

い
た
だ
い
た
皆
さ
ん
、そ
れ
に
後
片
付
け

を
し
て
い
た
だ
い
た
皆
さ
ん
、ご
支
援
に

対
し
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お「
巫
女
舞
」、「
線
香
花
火
作
り
体

験
」で
の
感
想
文
を
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
併
せ
て
、今
般
の
線
香
花
火
作

り
を
指
導
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
真
鍋

花
火
師
の
投
稿
も
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

今
後
と
も
、氏
子
を
中
心
と
し
た
皆
さ

ん
の
ご
意
見
を
お
聞
か
せ
い
た
だ
き
、神

社
行
事
の
運
営
に
役
立
た
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
と
共
に
、一
日
も
早
い
コ
ロ
ナ
撲

滅
を
祈
念
し
て
い
ま
す
。

の
神
・
南
宮
大
社
が
祀
ら
れ
る
の
で
す
。

ま
た
、そ
の
寒
風
で
干
し
柿
や
真
桑
瓜
が

育
ち
、冬
の
間
の
冠
雪
の
雪
解
け
水
が
揖

斐
川
と
な
り
、麓
の
田
畑
を
潤
し
ま
す
。

金
華
山
や
伊
吹
山
は
、地
域
の
人
々
の

暮
ら
し
を
見
守
る
大
切
な
祖
霊
が
鎮
る

山
で
あ
り
、生
活
に
必
要
な
水
を
も
た
ら

す
大
切
な
存
在
で
し
た
。

武
田
節
の「
祖
霊
ま
し
ま
す
こ
の
山

河
」と
唄
わ
れ
る
よ
う
に
、山
は
私
た
ち

に
と
っ
て
身
近
な
存
在
で
す
。
信
仰
の

山
と
仰
が
れ
た
金
華
山（
伊
奈
波
山
）、或

い
は
伊
吹
山
は
、今
日
で
も
里
の
人
々
の

大
切
な
守
り
神
な
の
で
す
。

当
神
社
で
は
毎
年
七
月
第
一
土
曜
日

は「
夏
越
祭
」と
、子
供
さ
ん
が
喜
ぶ
企

画
の「
夏
祭
り
」を
開
催
し
、地
元
の
子

供
会
の
皆
さ
ん
を
中
心
に
、期
待
さ
れ
て

き
ま
し
た
。
幸
い
に
し
て
地
元
企
業
の

皆
さ
ん
の
ご
協
賛
も
、年
々
増
え
て
き
ま

し
た
。

「
茅
の
輪
く
ぐ
り
」、そ
し
て
地
元
子
供

会
の
皆
さ
ん
が
描
か
れ
た「
絵
」を
行
灯

に
貼
り
付
け
、境
内
に
展
示
、夜
は
ラ
イ

ト
ア
ッ
プ
し
て
き
ま
し
た
が
、コ
ロ
ナ
禍

で
、子
供
さ
ん
方
に
人
気
の
あ
っ
た
バ

ザ
ー
は
、こ
こ
三
年
取
り
止
め
と
な
っ
て

い
ま
し
た
。

今
年
は
、何
と
か
子
供
さ
ん
が
喜
ぶ

「
密
を
避
け
る
」企
画
は
な
い
か
、役
員
、

保
存
会
の
皆
さ
ん
と
検
討
を
重
ね
、◎
夏

越
祭
で
は「
巫
女
舞
」の
奉
納
、◎
夏
祭

り
で
は「
親
子
で
の
線
香
花
火
作
り
体
験
」

を
決
定
し
ま
し
た
。

巫
女
舞
に
際
し
て
は
、巫
女
舞
の
子
供

さ
ん
、お
母
さ
ん
方
、ご
指
導
い
た
だ
く

先
生
に
も
ご
了
承
い
た
だ
き
、練
習
は
扉

を
開
け
た
風
通
し
の
良
い
拝
殿
で
実
施

し
、夏
越
祭
で
は
、拝
殿
の
列
席
者
を
で

き
る
だ
け
絞
り
、見
学
者
も
境
内
を
広
く

使
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
し
ま
し
た
。

線
香
花
火
作
り
体
験
は
、花
火
師
と

交
友
の
あ
る
役
員
の
紹
介
で
、拝
殿
に
長

机
・
い
す
を
並
べ
、「
一
教
室
：
四
十
分
、子

供
さ
ん
十
名
以
内
」と
し
、七
月
三
日（
日
）

に
朝
十
時
過
ぎ
か
ら
夕
六
時
前
ま
で
八

教
室
に
て
実
施
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

結
果
と
し
て
は
、巫
女
舞
は
華
や
か
に

舞
っ
て
い
た
だ
き
、沢
山
の
参
拝
者
か
ら

好
評
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

一
方
、「
線
香
花
火
作
り
体
験
」
は

幣
祭
で
は
ま
ち
が
え
な
い
よ
う
に
し
た

い
で
す
。

ぼ
く
は
本
荘
神
社
で
、線
香
花
火
を
作

る
教
室
に
参
加
し
ま
し
た
。

始
め
に
花
火
師
の
先
生
二
人
が
自
己

紹
介
を
し
て
く
れ
て
、大
き
な
花
火
大
会

で
花
火
を
打
ち
上
げ
た
り
、東
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
で
も
花
火
を
打
ち
上
げ
た
と
言
っ

て
い
て﹃
す
ご
い
な
あ
﹄と
思
い
ま
し
た
。

そ
し
て
先
生
が
線
香
花
火
を
作
る
お
手

本
を
見
せ
て
く
れ
て
、神
社
の
人
達
に
も

教
え
て
も
ら
い
な
が
ら
自
分
で
ま
ず
一

今
年
の
「
夏
越
祭
」

　
　
「
夏
祭
り
」
を
顧
み
て

責
任
役
員　

大
矢
芳
明

三
年
ぶ
り
の
「
夏
祭
り
」

小
五　

高
崎
遙

ひ
さ
し
ぶ
り
の
「
巫
女
舞
」

小
三　

濱
島
詩
帆

ひ
さ
し
ぶ
り
の
「
巫
女
舞
」

は
じ
め
て
の
線
香
花
火
作
り

小
一　

小
林
煌
生
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つ
い
て
き
ま
し
た
。

花
火
師
さ
ん
の
作
っ
た
線
香
花
火
は

ピ
ン
と
し
て
い
る
け
ど
、ぼ
く
達
の
作
っ

た
線
香
花
火
は
少
し
ぶ
か
っ
こ
う
で
し

た
。家

に
帰
っ
て
作
っ
た
線
香
花
火
と

買
っ
た
花
火
に
点
火
し
た
ら
、ぼ
く
が

作
っ
た
花
火
は
う
ま
く
火
花
が
出
な
か
っ

た
の
も
あ
っ
た
が
、買
っ
た
線
香
花
火
と

同
じ
よ
う
に
パ
チ
パ
チ
と
火
花
が
出
た

の
も
何
本
か
あ
り
ま
し
た
。

来
年
も
こ
の
よ
う
な「
花
火
作
り
」が

あ
っ
た
ら
参
加
し
た
い
で
す
。
そ
し
て

パ
チ
パ
チ
と
火
花
が
出
る
花
火
を
た
く

さ
ん
作
り
た
い
で
す
。

楽
し
い
企
画
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

「
親
子
・
線
香
花
火
作
り
体
験
」は
本
荘

神
社
の
拝
殿
で
行
わ
れ
て
い
て
、ぼ
く
は

ド
キ
ド
キ
し
て
特
別
な
場
所
に
入
り
ま

し
た
。
そ
し
て
本
物
の
花
火
職
人
さ
ん

二
人
が
線
香
花
火
の
作
り
方
を
教
え
て

く
れ
ま
し
た
。
紙
の
は
し
を
折
り
、そ
こ

に
火
薬
を
入
れ
て
、﹃
こ
よ
り
﹄に
し
て
よ

本
を
作
っ
て
み
ま
し
た
。
二
本
、三
本
と

作
っ
て
い
く
と
だ
ん
だ
ん
上
手
に
な
っ

て
き
て
先
生
や
神
社
の
人
か
ら
ほ
め
ら

れ
て
、う
れ
し
か
っ
た
で
す
。

先
生
が
作
っ
て
く
れ
た
線
香
花
火
と

ぼ
く
が
作
っ
た
線
香
花
火
を
家
で
火
を

つ
け
て
み
た
ら
、ぼ
く
が
作
っ
た
も
の
は

す
ぐ
に
火
が
消
え
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
、

先
生
が
つ
く
っ
た
も
の
は
、長
い
間
火
が

消
え
ず
に
き
れ
い
に
光
っ
て
い
ま
し
た
。

や
っ
ぱ
り
先
生
は﹃
す
ご
い
な
あ
﹄と
思

い
ま
し
た
。

ま
た
線
香
花
火
を
作
っ
て
み
た
い
で

す
。お

母
さ
ん
か
ら
線
香
花
火
が
作
れ
る

と
聞
い
て
、楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
。

で
き
て
い
る
花
火
に
、好
き
な
模
様
を
書

く
の
か
と
思
っ
て
い
た
け
ど
、燃
え
る
し

じ
れ
ば
完
成
で
す
。
や
っ
て
み
る
と
火

薬
が
こ
ぼ
れ
た
り
、う
ま
く
よ
じ
れ
な
く

て
、思
っ
た
よ
り
難
し
か
っ
た
で
す
。
町

内
の
お
じ
さ
ん
が
と
な
り
で
コ
ツ
を
教

え
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
う
し
た
ら
、ぼ
く

は
母
よ
り
三
倍
多
く
の
線
香
花
火
を
作

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

最
終
組
で
体
験
し
た
ぼ
く
達
は
特
別

に
、打
ち
上
げ
花
火
の
玉
や
火
薬
の﹃
星
﹄

に
触
り
、そ
の
仕
組
み
を
教
え
て
も
ら
い

ま
し
た
。﹃
星
﹄一
ミ
リ
の
ズ
レ
は
、打
ち

上
げ
花
火
で
は
十
メ
ー
ト
ル
の
ズ
レ
に

な
る
か
ら
、手
作
り
す
る
職
人
さ
ん
は
す

ご
い
と
思
い
ま
し
た
。

花
火
は
外
国
に
も
あ
る
け
れ
ど
、線
香

花
火
や
球
形
の
打
ち
上
げ
花
火
は
日
本

独
自
だ
そ
う
で
す
。

自
宅
で
母
と
線
香
花
火
に
点
火
し
て

み
ま
し
た
。
い
つ
も
の
よ
り
大
き
く
明

る
い
玉
が
で
て
き
て
、と
て
も
う
れ
し

か
っ
た
で
す
。も
っ
と
花
火
で
遊
ん
だ
り
、

花
火
大
会
に
も
行
き
た
い
と
思
い
ま
し

た
。

か
け
を
本
当
に
作
れ
て
び
っ
く
り
し
ま

し
た
。

花
火
師
の
先
生
の
説
明
が
分
か
り
や

す
か
っ
た
か
ら
む
ず
か
し
く
な
か
っ
た

で
す
。
こ
よ
り
を
ま
っ
す
ぐ
に
巻
く
と

こ
ろ
は
む
ず
か
し
か
っ
た
で
す
。

作
る
前
に
花
火
師
の
先
生
が
し
て
く

れ
た
線
香
花
火
の
話
が
お
も
し
ろ
か
っ

た
で
す
。

作
っ
た
花
火
を
や
っ
て
み
る
と
、花
火

師
の
先
生
が
言
っ
て
い
た
み
た
い
に
首

が
で
き
て
い
る
花
火
は
、う
ま
く
火
の
玉

が
で
き
ま
し
た
。
き
れ
い
で
し
た
。

ま
た
作
り
た
い
で
す
。

本
荘
神
社
・
夏
祭
り
の
日
に「
線
香
花

火
作
り
」を
し
ま
し
た
。
花
火
を
作
る
の

は
初
め
て
だ
か
ら
、ど
う
や
っ
て
作
る
の

だ
ろ
う
と
思
い
な
が
ら
参
加
し
ま
し
た
。

花
火
師
さ
ん
が
、細
長
い
紙
を
指
で
ね

じ
っ
て﹃
こ
よ
り
﹄を
巻
い
て
い
く
の
を

見
せ
て
く
れ
、ぼ
く
達
も
マ
ネ
を
し
ま
し

た
が
、始
め
の
う
ち
は
う
ま
く
い
き
ま
せ

ん
で
し
た
が
、や
が
て
コ
ツ
を
つ
か
ん
で

き
て
、や
っ
て
い
る
う
ち
に
ス
ピ
ー
ド
も

「
線
香
花
火
を
作
っ
て
み
た
い
？
」と

子
ど
も
た
ち
に
尋
ね
る
と
、す
ぐ
に「
や

り
た
い
！
」と
声
を
そ
ろ
え
て
返
事
が

返
っ
て
き
ま
し
た
。
花
火
を
す
る
の
で

は
な
く
、作
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
、「
よ

け
い
や
り
た
い
！
」と
盛
り
上
が
っ
て
い

ま
し
た
。

当
日
、子
ど
も
た
ち
と
参
加
し
て
み
る

と
、講
師
の
方
が
現
役
の
花
火
師
さ
ん
。

デ
ィ
ズ
ニ
ー
や
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に

も
か
か
わ
っ
て
い
る
と
聞
い
て
、す
ご

い
！
と
反
応
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

小
学
二
年
生
の
息
子
は
ゲ
ー
ム
の
影

響
で
火
薬
に
興
味
が
あ
り
、本
物
を
目
の

前
に
嬉
し
そ
う
で
し
た
。
感
想
を
聞
い

て
み
る
と「
火
薬
を
入
れ
る
と
こ
ろ
が
楽

し
か
っ
た
」そ
う
で
す
。

子
ど
も
た
ち
は
、﹃
こ
よ
り
﹄を
作
る

の
が
初
め
て
で
苦
戦
し
て
い
ま
し
た
が
、

何
と
か
作
れ
て
い
ま
し
た
。

後
日
、子
供
た
ち
と
一
緒
に
作
っ
た
線

香
花
火
に
火
を
つ
け
て
み
る
と
、何
本
か

は
う
ま
く
い
き
ま
し
た
。
一
本
は
火
が

は
じ
め
て
の
線
香
花
火
作
り

小
五　

末
吉
恵
菜

線
香
花
火
作
り
を
体
験
し
て

小
六　

寺
島
清
太
郎

小
六　

寺
島
清
太
郎

線
香
花
火
作
り
を
体
験
し
て

小
六　

中
村
駿
一

線
香
花
火
作
り
を
体
験
し
て

末
吉
恵
菜
さ
ん
・
悠
馬
君
の

お
母
さ
ん

線
香
花
火
作
り
を
体
験
し
て

線
香
花
火
作
り
を
体
験
し
て
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イ
ベ
ン
ト
に
お
招
き
い
た
だ
き
、そ
の
よ

う
な
機
会
を
頂
け
た
こ
と
に
大
変
感
謝

し
て
お
り
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
で
な
か
な
か
イ
ベ
ン
ト
に

参
加
で
き
な
い
お
子
様
に
喜
ん
で
も
ら

お
う
と
企
画
さ
れ
た
今
回
の
イ
ベ
ン
ト

に
携
わ
る
こ
と
が
で
き
、大
変
光
栄
に
思

い
ま
す
。

イ
ベ
ン
ト
を
通
じ
て
、線
香
花
火
の
作

り
方
を
知
っ
て
頂
く
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、

花
火
の
奥
深
さ
や
美
し
さ
、そ
れ
を
作
り

出
す
こ
と
の
難
し
さ
な
ど
を
感
じ
て
頂

け
れ
ば
と
思
い
、イ
ベ
ン
ト
の
内
容
、話

す
こ
と
な
ど
を
熟
慮
し
ま
し
た
が
、そ
う

い
っ
た
こ
と
が
少
し
で
も
伝
わ
っ
て
い

れ
ば
幸
い
で
す
。

花
火
は「
科
学
」と「
芸
術
」が
共
存
す

る
コ
ン
テ
ン
ツ
で
あ
り
、日
本
人
に
と
っ

て
は
非
常
に
馴
染
み
深
く
、文
化
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
ほ
ど
浸
透
し
て
い

る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、そ
れ
に
も
関

わ
ら
ず
、そ
の
技
術
や
仕
組
み
は
ほ
と
ん

ど
明
か
さ
れ
て
お
ら
ず
、ど
う
や
っ
て
花

火
が
作
ら
れ
、ど
の
よ
う
に
し
て
打
ち
上

げ
ら
れ
て
い
る
か
は
知
る
人
は
少
な
い

と
思
い
ま
す
。

そ
れ
は
、各
花
火
会
社
が
門
外
不
出
と

し
て
、情
報
や
技
術
の
漏
洩
に
対
し
、非

常
に
神
経
質
に
な
っ
て
い
た
こ
と
も
関

係
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、そ
の
仕
組
み
や
原
理

を
知
っ
て
頂
く
こ
と
で
、花
火
の
見
方
が

変
わ
り
、よ
り
興
味
関
心
を
持
っ
て
花
火

を
見
て
頂
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
か
と
感
じ
、こ
の
よ
う
な
イ
ベ
ン
ト
を

実
施
し
て
お
り
ま
す
。

今
回
の
イ
ベ
ン
ト
通
じ
、花
火
の
奥
深

さ
や
花
火
作
り
の
難
し
さ
を
知
っ
て
頂

く
こ
と
で
、「
プ
ロ
の
仕
事
」の
大
変
さ
や
、

上
手
に
そ
し
て
美
し
く
、ま
た
使
い
や
す

い
製
品
を
作
り
上
げ
る
た
め
に
は
、日
々

の
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
や
研
究
、鍛
錬
な
ど
が

必
要
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
て
頂
け
た
ら

そ
の
ま
ま
上
が
っ
て
き
て
ビ
ッ
ク
リ
し

て
い
ま
し
た
が
、楽
し
か
っ
た
よ
う
で
す
。

是
非
、来
年
も
子
ど
も
た
ち
と
一
緒
に
、

花
火
を
作
っ
て
み
た
い
で
す
。

あ
い
に
く
の
天
気
か
ら
ス
タ
ー
ト
し

た
当
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
し
た
が
、多
く

の
お
子
様
、保
護
者
の
方
に
お
越
し
頂
き
、

大
変
盛
り
上
が
っ
た
と
感
じ
て
お
り
ま

す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

私
は
長
年
打
ち
上
げ
花
火
に
携
わ
り
、

"
花
火
"の
素
晴
ら
し
さ
を
打
ち
上
げ
で

伝
え
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、観
覧
し
て
頂

い
て
い
る
方
に
直
接
花
火
の
こ
と
を
お

伝
え
で
き
る
機
会
は
そ
う
多
く
あ
り
ま

せ
ん
。

今
回
、ご
縁
が
あ
っ
て
本
荘
神
社
様
の

な
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感

染
拡
大
、感
染
防
止
に
よ
る
影
響
は
ま
だ

ま
だ
続
き
そ
う
で
す
。

子
ど
も
た
ち
に
も
我
慢
や
制
限
が
あ

る
こ
と
で
、今
ま
で
楽
し
め
て
き
た
こ
と

が
体
験
で
き
な
い
状
況
が
続
く
で
し
ょ

う
。
ま
た
、親
御
さ
ん
も
そ
う
い
っ
た
中

で
の
子
育
て
は
大
変
な
こ
と
と
お
察
し

致
し
ま
す
。

ど
こ
か
に
行
く
こ
と
は
難
し
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、庭
先
や
公
園
な
ど
で
家

族
の
時
間
を
過
ご
す
こ
と
は
で
き
る
と

思
い
ま
す
の
で
、是
非
花
火
を
楽
し
ん
で

頂
け
た
ら
嬉
し
い
で
す
。

ま
た
、例
年
ほ
ど
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

打
ち
上
げ
花
火
な
ど
の
花
火
大
会
も
昨

年
よ
り
開
催
さ
れ
て
お
り
、私
も
今
年
は

す
で
に
何
度
か
打
ち
上
げ
を
し
て
ま
い

り
ま
し
た
。

も
う
夏
は
終
わ
り
に
向
か
っ
て
お
り

ま
す
が
、花
火
大
会
は
ま
だ
ま
だ
各
所
で

予
定
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
が
感
染

対
策
を
講
じ
た
う
え
で
、花
火
を
楽
し
ん

で
頂
け
た
ら
嬉
し
い
で
す
。

来
年
は
も
っ
と
多
く
の
お
子
様
に
楽

し
ん
で
頂
け
る
イ
ベ
ン
ト
に
な
れ
ば
と

思
い
ま
す
し
、当
方
と
し
て
も
そ
う
い
っ

た
イ
ベ
ン
ト
に
昇
華
で
き
る
よ
う
進
化

し
た
内
容
で
ご
提
案
さ
せ
て
頂
け
れ
ば

と
思
い
ま
す
。

ま
た
皆
様
と
こ
の
イ
ベ
ン
ト
で
お
会

い
で
き
る
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
お
り

ま
す
。

★
現
在「
七
五
三
祈
祷
」募
集
中
！

氏
子
地
域
に
お
住
ま
い
の
皆
様
方
に

は
、自
治
会
毎
に
毎
月
の
境
内
清
掃
を
分

担
で
し
て
い
た
だ
き
、皆
様
方
の
ご
支
援

を
ま
ず
も
っ
て
紙
上
を
お
借
り
し
て
有

難
く
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

  

本
莊
神
社
か
ら
の

  

「
お
願
い
」・「
お
知
ら
せ
」

線
香
花
火
作
り
体
験
の

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
終
え
て

K
okokara Terrace

代
表　

眞
鍋
拓
也

線
香
花
火
作
り
体
験
の

線
香
花
火
作
り
体
験
の

線
香
花
火
作
り
体
験
の

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
終
え
て
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都
合
の
つ
か
な
い
時
は
、欠
席
さ
れ
て
も

構
い
ま
せ
ん
。お
気
軽
に
ご
応
募
下
さ
い
。

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

２
、
巫
女
舞
の
巫
女
さ
ん
募
集

　
　

の
件

現
在
、地
元
の
小
中
学
生
十
数
名
の
巫

女
さ
ん
に
よ
り
、祭
典
時
に
巫
女
舞
を
奉

納
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

巫
女
さ
ん
も
年
々
進
級
さ
れ
、学
業
中

心
と
な
り
ま
す
の
で
、毎
年
巫
女
さ
ん
を

新
規
募
集
し
て
い
ま
す
。

　
（
１
）	

原
則
、
小
学
生
以
上
の
女
子

学
童
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。

	
巫
女
舞
装
束
は
、
神
社
か
ら

貸
与
致
し
ま
す
。

　
（
２
）	
巫
女
舞
を
奉
納
す
る
祭
典
前

に
数
回
、
原
則
土
曜
日
の
夕

刻
に
神
社
の
社
務
所
に
て
稽

古
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　
（
３
）	

お
集
ま
り
い
た
だ
い
た
皆
さ

ん
に
は
、
毎
回
お
菓
子
を
用

意
し
て
い
ま
す
。
楽
し
み
に

ご
参
加
下
さ
い
。

お
か
げ
さ
ま
に
て
、四
季
折
々
の
祭
礼

は
恙
な
く
斎
行
出
来
ま
す
こ
と
は
、偏
に

地
域
の
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
の
た

ま
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

さ
て
、こ
の
度
皆
様
方
に
神
社
の「
お

願
い
」と「
お
知
ら
せ
」を
掲
載
さ
せ
て

頂
き
ま
す
。

１
、
保
存
会
の
会
員
募
集
の
件

本
莊
神
社
の
運
営
は
、各
町
内
の
代
表

の
氏
子
総
代
の
皆
さ
ん
、神
社
の
役
員
及

び
、保
存
会
等
の
皆
さ
ん
の
お
力
で
成
り

立
っ
て
お
り
ま
す
。

神
社
の
仕
事
は
、祭
礼
時
の
社
殿
の
幕

張
り
、幟
旗
の
掲
揚
、胡
床（
折
り
畳
イ
ス
）

の
設
置
、お
供
え
物
の
配
列
等
の
準
備
、

さ
ら
に
は
後
片
付
け
が
あ
り
ま
す
。

春
の
大
祭
の
際
に
は
、神
前
に
供
え
る

「
う
ろ
こ
餅
」を
作
り
ま
す
。

夏
越
祭
で
は
、「
茅
の
輪
」を
作
り
、夏

祭
り
で
は
、子
供
さ
ん
が
描
い
た
絵
を
行

灯
に
貼
り
、そ
れ
を
境
内
に
吊
し
ま
す
。

そ
の
際
、電
気
配
線
工
事
が
発
生
し
ま
す
。

拝
殿
か
ら
電
線
を
牽
き
、行
灯
に
電
球
を

配
し
、夕
闇
で
も
地
域
の
皆
さ
ん
が
、、こ

の
明
か
り
に
よ
り
行
灯
の
絵
が
き
れ
い

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
工
夫
し
て
い
ま
す
。

秋
に
は
、境
内
の「
銀
杏
拾
い
」「
銀
杏

洗
い
」が
あ
り
ま
す
。

　
（
４
）	

神
社
へ
の
送
迎
は
、
ご
家
族

の
方
に
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

３
、
神
社
花
壇
に
「
鉢
植
え
の

　
　

花
」
提
供
依
頼
の
件

神
社
の
花
壇「
し
あ
わ
せ
の
庭
」は
、

花
壇
委
員
会
で
季
節
の
花
を
咲
か
そ
う

と
手
入
れ
し
て
い
ま
す
。

こ
の
花
壇
に
は
プ
ラ
ン
タ
ー
を
掛
け

る
棚
を
設
置
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、

　
（
１
）	

皆
さ
ん
自
ら
が
咲
か
せ
た
「
鉢

植
え
の
花
」（
プ
ラ
ン
タ
ー
）

を
こ
の
棚
に
ご
自
由
に
飾
っ

て
下
さ
い
。

	

さ
ら
に
、
季
節
毎
に
取
り
替

え
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
よ
り

良
い
で
し
ょ
う
。

　
（
２
）	

日
々
の
「
水
や
り
」
は
、
花

壇
委
員
会
が
担
当
し
ま
す
。

４
、「
ご
祈
祷
」
受
付
の
件

　
（
１
）	

お
子
さ
ん
の
「
宮
参
り
」、

「
七
五
三
」、「
厄
祓
い
」
な
ど

様
々
な
人
生
儀
礼
に
関
す
る

ご
祈
祷
を
承
っ
て
お
り
ま
す
。

　
（
２
）	

そ
の
他
、「
新
築
」、「
転
居
」、

「
新
車
購
入
」
等
、
様
々
な
ご

祈
祷
を
承
っ
て
お
り
ま
す
。

	

ご
祈
祷
は
、
日
時
を
お
電
話

で
ご
予
約
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

年
末
に
は
、社
殿
用
の「
し
め
縄
作

り
」、年
賀
の
参
拝
者
を
迎
え
、ま
た
左

義
長
に
も
用
い
る
篝
火
用
の「
薪
」の
準

備
も
必
要
で
す
。

こ
の
よ
う
に
神
社
の
仕
事
は
多
岐
に

亘
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
作
業
は
、氏
子
総
代
の
皆
さ

ん
が
参
加
し
や
す
い
休
日
を
優
先
し
て

い
ま
す
が
、残
念
な
が
ら
土
日
祝
祭
日
以

外
の
日
程
も
か
な
り
あ
る
の
が
現
状
で

す
。そ

こ
で
、当
保
存
会
で
は
、

　
（
１
）	
日
々
、
多
少
の
時
間
的
余
裕

の
あ
る
方
で
、「
都
合
が
つ
け

ば
、
神
事
運
営
に
携
わ
っ
て

も
良
い
」
と
云
わ
れ
る
方
に

是
非
ご
加
入
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
（
２
）	

ま
た
地
域
の
同
年
配
の
皆
さ

ん
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
希
望
さ
れ
る
方
も
、
是

非
ご
加
入
下
さ
い
。

　
（
３
）	

電
気
・
土
木
・
建
築
工
事
・

庭
木
の
手
入
れ
な
ど
の
資
格
、

経
験
の
あ
る
方
は
も
ち
ろ
ん
、

ご
関
心
の
あ
る
方
も
大
歓
迎

で
す
。

保
存
会
に
応
募
い
た
だ
き
ま
し
た
ら

「
年
刊
日
程
」を
お
知
ら
せ
し
ま
す
が
、ご

５
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
開
設
の
件

し
あ
わ
せ
祈
願
の
宮
・
本
莊
神
社
の
公

式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

神
社
の
様
々
な
情
報
を
掲
載
し
て
お
り

ま
す
の
で
、是
非
ご
覧
下
さ
い
。

カメラをかざして
QRコードを読み取る

facebook ホームページ
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本
莊
神
社
で
は
、様
々
な
ご
祈
祷
を
受

け
付
け
て
い
ま
す
。

神
職
が
常
駐
し
て
い
な
い
の
で
、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
。

◆
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

 

本
莊
神
社
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


