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令
和
の
新
し
い
時
代
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

努
々
劣
彩
乃
劣
多
々
劣
グ
彩
ク
リ
多
多
彩
多
彩
多
彩
彩
乃
多
多
勢
彩
乃
多
彩
彩
れ
多
彩
〟
劣
〟
”
久
々
象
易
者
多
彩
劣

屋
根
葺
替
え
に
つ
い
て

第
三
十
八
号

多
彩
霧
髪
多
彩
〟
多
劣
者
〟
〟
”
〝
考
を
多
多
勢
〝
多
多
ぷ

御
裔
進
の
お
願
い
と
お
礼

か
ね
て
よ
り
懸
案
で
あ
り
ま
し
た
韓
殿
・
釣
殿
・
弊
殿
の
屋
根

の
葺
替
え
を
す
る
こ
と
に
、
春
の
総
代
会
で
決
ま
り
ま
し
た
。
つ

き
ま
し
て
は
、
ま
こ
と
に
心
苦
し
い
の
で
す
が
、
早
速
趣
意
書
を

作
成
し
て
、
氏
子
区
域
に
お
住
ま
い
の
皆
様
に
御
寄
進
の
お
願
い

を
致
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
す
で
に
御
浄
財
を
賜
り

ま
し
た
町
内
も
ご
ざ
い
ま
す
が
、
事
情
に
よ
っ
て
来
年
に
な
っ
て

い
る
と
こ
ろ
も
ご
ざ
い
ま
す
。
総
代
の
お
ら
れ
な
い
町
内
で
は
、

ま
こ
と
に
勝
手
な
が
ら
当
社
社
務
所
へ
の
ご
持
参
を
お
願
い
申
し

て
お
り
ま
す
。
何
分
に
も
修
理
見
積
額
は
、
消
費
税
抜
き
で
約
九

八
〇
万
円
と
高
額
で
す
の
で
、
少
し
で
も
多
く
の
皆
様
に
ご
支
援

を
お
願
い
す
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
出
費
ご
多
端
の
折
と
は
存

じ
ま
す
が
、
何
と
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
ば
ま
す
。

末
尾
に
な
り
ま
し
た
が
、
御
寄
進
を
賜
り
ま
し
た
皆
様
方
、
町

内
役
員
・
総
代
の
方
々
に
は
、
厚
く
お
礼
申
し
上
は
ま
す
。

詔

聾

華
日

霜
行
者
　
石
高
神
社
　
宮
司
　
高
原
　
章
兆

行
所
　
岡
山
市
中
区
円
山
八
五
三

電
　
話
　
〇
八
六
－
二
七
七
－
九
〇
〇
三

平
成
か
ら
令
和
の
御
世
替
り
に
当
り
、
当
社
で
も
左
に
挙
げ
た

祭
典
を
行
い
ま
し
た
。
践
詐
改
元
奉
告
祭
以
外
は
、
社
頭
掲
示
と

H
P
を
ご
覧
に
な
ら
れ
た
参
列
者
数
名
と
祭
祀
奉
仕
者
と
で
お
祝

い
致
し
ま
し
た
。

一
、
天
皇
陛
下
御
在
位
三
十
年
奉

視
奉
告
祭
　
二
月
二
十
四
日

一
、
天
皇
皇
后
両
陛
下
御
結
婚
満

六
十
年
奉
視
祭
　
四
月
十
日

一
、
天
皇
陛
下
御
譲
位
御
安
泰
祈

願
祭
　
四
月
二
十
九
日

一
、
春
祭
り
と
兼
ね
て
　
践
詐
取

元
奉
告
祭
　
五
月
十
二
日

一
、
即
位
礼
当
日
神
社
に
於
い
て

行
う
祭
祀
　
　
十
月
二
十
二
日

一
、
大
嘗
祭
当
日
神
社
に
於
い
て

行
う
祭
祀
　
十
一
月
十
四
日



舎利2年の厄年祝年

厄年祝年‾訪露－

平成8年

昭和63年

昭和54年；

昭和35年

男25歳

女33歳

男42歳

還暦視

華寿祝；瑠刺9年
傘寿祝；昭和16年

米寿祝；昭和8年
卒寿祝；昭和6年

生まれた年は数え年
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‥
石
膚
社
、
の
鳩
冨
「

石
高
神
社
の
恒
例
行
事

◎
歳
旦
祭
お
よ
び
初
詣

一
月
一
日
午
前
零
時
か
ら
一
時
ご
ろ
ま
で
と
三
が
日
の
午
前
九

時
ご
ろ
か
ら
夕
方
五
時
ご
ろ
ま
で
、
新
年
の
家
内
安
全
祈
祷
を
承
っ

て
い
ま
す
。

◎
ど
ん
ど
祭
お
よ
び
舌
禍
札
焼
却
祭

正
月
の
お
飾
り
の
ほ
か
、
古
い
御
神
札
・
お
守
り
の
焼
却
も
行

い
ま
す
。
古
い
御
神
札
・
お
守
り
は
、
材
料
を
分
別
し
ま
す
の
で

早
め
に
お
納
め
く
だ
さ
い
。

厄
年
に
は
、
そ
の
年
に
災
い
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
、
神
社
な
ど

で
お
蔽
い
を
受
け
る
慣
習
が
あ
り
ま
す
。
一
般
に
は
元
日
か
ら
節

中
和
二
年
の
ど
ん
ど
祭
∴

一
月
十
八
日
（
土
）

午
前
十
時
か
ら
　
－

ぜ
ん
ざ
い

の
お
接
待

◎
厄
蔽
い

分
の
こ
ろ
ま
で
に
お
参
り
し
ま
す
。

◎
夏
祭
り
（
輪
く
ぐ
り
）

毎
年
七
月
三
十
一
日
の
晩
で
す
。
茅
の
輪

を
く
ぐ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
疫
病
を
予
防
し

て
陸
康
に
過
ご
せ
る
こ
と
を
祈
り
、
「
ひ
と

が
た
」
に
諸
々
の
厄
災
を
乗
り
移
ら
せ
て
退

散
さ
せ
る
祭
り
で
す
。

◎
秋
祭
り

毎
年
十
月
三
日
か
ら
五
日
の
三
日
間
で
す
。

こ
の
う
ち
三
日
の
晩
が
氏
子
参
り
の
日
に
な
っ

て
お
り
、
夜
店
が
出
ま
す
。
五
日
に
は
氏
子

総
代
が
参
列
し
て
祭
典
を
行
い
ま
す
。

◎
七
五
三
詣
で

氏
神
様
に
お
参
り
し
、
こ
こ
ま
で
成
長
し

た
お
礼
を
述
べ
、
以
後
の
無
病
息
災
を
祈
願

す
る
慣
習
で
す
。
十
一
月
十
五
日
前
後
に
お

参
り
し
ま
す
。

そ
の
他
、
初
宮
参
り
、
当
病
平
癒
祈
願
、

自
動
車
溝
蔽
、
家
祈
祷
、
地
鎮
祭
、
各
種
清

め
蔽
い
、
神
葬
祭
な
ど
随
時
承
っ
て
お
り
ま

す
。
お
電
話
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
平
素
は
宮
司
と
権
禰
宜
の
二

名
の
神
職
で
ご
奉
仕
し
て
い
ま
す
。
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隔

旧

聞

憾

馳

大
嘗
祭
本
当
の
意
義

日
本
人
は
、
い
の
ち
か
あ
り
そ
の
働
き
が
あ
る
と
こ
ろ
に
神
の

御
霊
が
椿
る
と
す
る
、
太
古
以
来
の
素
朴
な
信
仰
を
受
け
継
い
で

来
ま
し
た
。
神
を
お
迎
え
し
、
供
物
を
捧
常
、
祈
願
や
感
謝
の
言

葉
を
述
べ
、
歌
舞
音
曲
を
も
っ
て
神
々
を
お
も
て
な
し
す
る
と
い
っ

た
神
祭
り
の
様
式
が
撃
み
ら
れ
て
行
き
、
や
が
て
村
々
の
共
同
体

レ
ベ
ル
か
ら
国
家
の
祭
祀
と
し
て
制
度
化
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
一
千
年
を
超
え
る
昔
の
姿
を
維
持
し
て
今
に
至
っ

て
い
ま
す
。

大
嘗
祭
は
、
天
皇
御
即
位
最
初
の
新
嘗
祭
で
す
。
新
嘗
祭
は
収

護
感
謝
の
祭
り
と
一
般
に
は
理
解
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
新
嘗
祭
の

本
当
の
意
味
は
、
天
皇
が
新
穀
を
召
し
上
が
る
と
こ
ろ
に
あ
り
ま

す
。
天
皇
は
、
ま
ず
神
々
に
お
供
え
し
た
後
に
、
皇
祖
天
照
大
神

よ
り
授
け
ら
れ
た
稲
か
ら
霊
威
の
こ
も
っ
た
稲
魂
を
い
た
だ
か
れ

ま
す
。
神
々
の
御
命
令
に
よ
っ
て
こ
の
国
を
稲
穂
の
み
ず
み
ず
し

く
稔
る
平
穏
な
国
と
す
る
よ
う
御
委
任
を
受
け
ら
れ
た
と
さ
れ
る

天
皇
は
、
．
霊
威
の
こ
も
っ
た
稲
を
召
し
上
が
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

霊
威
の
更
新
を
は
か
ら
れ
ま
す
。
種
籾
が
来
春
に
向
け
て
生
命
力

を
梧
す
よ
う
に
、
人
間
も
神
事
を
行
っ
て
自
ら
の
生
命
を
更
新
す

る
行
事
で
も
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
天
皇
陛
下
は
日
々
、
ご
祖
先
と
神
々
に
感
謝
さ
れ
、
広

く
廿
一
n
Y
i
r
「
j
V
。
田
園
白
雪
一
斉
で
す
イ
相
打
V
一
J
C
L
何
て
。
，
V
J
〕
d
J
u
7
一

新
穀
を
神
と
人
と
が
共
食
す
る
神
事
が
、
常
陸
国
風
土
記
や
万

葉
集
二
首
に
載
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
新
嘗
は
日
本
の
各
地
で
行

わ
れ
て
い
た
普
遍
的
な
祭
り
だ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

大
嘗
祭
で
は
、
亀
甲
占
い
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
悠
縄
・
王
墓
と

い
わ
れ
る
地
方
の
稲
が
お
供
え
さ
れ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
に
は
、
古
代
国
家
が
大
嘗
祭
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
国
の
統

一
と
い
う
事
情
が
隠
れ
て
い
る
と
さ
れ
ま
す
。

社
の
起
涼
④

神
仏
習
合
、
武
家
政
権
の
時
代
…

平
安
時
代
に
な
る
と
、
神
と
仏
は
一
体
で
あ
る
と
い
う
神
仏
習

合
思
想
が
進
み
、
明
治
維
新
ま
で
続
き
ま
し
た
。
仏
・
菩
薩
は
神
々

の
真
の
姿
（
本
地
）
で
あ
り
、
仏
・
菩
薩
が
人
々
を
救
う
た
め
に

仮
に
神
の
姿
で
現
れ
た
（
垂
邁
）
と
い
う
本
地
垂
遊
説
で
す
。
鎌

倉
時
代
に
入
る
と
、
涼
頼
朝
が
源
氏
の
守
護
神
と
し
て
祀
っ
た
八

幡
神
が
武
士
を
中
心
に
崇
敬
さ
れ
ま
し
た
。
以
後
、
武
家
政
権
の

時
代
に
は
、
神
社
・
神
道
に
対
し
て
保

護
政
策
が
と
ら
れ
、
本
地
垂
遊
説
と
は

逆
の
神
を
主
と
し
て
仏
を
従
と
す
る
理

論
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
江

戸
時
代
に
は
国
学
の
隆
盛
に
よ
っ
て
神

道
の
優
位
性
が
示
さ
れ
、
明
治
維
新
に

至
り
ま
す
。
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一
年
間
守
っ
て
い
た
だ
い
た
感
謝
を
込
め
て
、
新
年
に
神
社
に

納
め
、
一
年
間
守
っ
て
い
た
だ
く
新
し
い
御
神
札
・
御
守
り
を
受

け
る
の
か
よ
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
御
神
札
・
御
守
り
と
も
神
前

に
供
え
て
祈
願
さ
れ
た
も
の
で
、
神
霊
が
構
っ
て
い
ま
す
。
神
霊

の
宿
る
も
の
は
清
浄
に
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
こ
の
た
め
一

年
も
た
て
ば
古
び
て
く
る
の
で
一
年
に
一
度
は
取
り
換
え
る
の
が

良
い
の
で
す
。

時
が
た
て
ば
劣
化
し
て
汚
く
な
り
、
綴
れ
が
た
ま
り
ま
す
。
伊

勢
神
宮
の
式
年
遷
宮
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
積
れ
の
蓄
積
を
陳
ぐ

た
め
に
、
神
社
を
定
期
的
に
建
て
替
え
て
積
れ
を
蔽
い
、
神
の
力

を
若
が
え
ら
せ
よ
う
と
し
た
思
想
が
根
本
に
は
あ
り
ま
す
。

圏
的
醐
開
聞
開
聞
団
聞
認
朝
潮
棚
田
図

滴
　
石
高
神
社
へ
の
道
案
内

図
四
四
囲
胴
囲
四
隅
髄
四
囲

当
社
の
南
側
と
西
側
に
は
、
石
段
の
参
道
が
あ
り
ま
す
。
自

車
で
お
参
り
の
場
合
は
、
宮
山
の
東

側
か
ら
山
に
上
が
る
道
が
あ
り
ま
す
。
少
し
上

地
ま
た
は
本
殿
の
嚢
に
駐
車
で
き
ま
す
。

が
予
想
さ
れ
ま
す
。

ま
す
。
ま
た
、
宮
山
の
東

気
を
つ
け
く
だ
さ
い
。


