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今日は嬉しい七五三詣で 
 七五三は、子供の成長

さらに御加護をいただく

すが、心を込めてこそは

 

こ
の
よ
う
に
神
社
の
何
気
な
い
祭
り
や
参
拝
の

し
方
に
、
古
い
日
本
人
の
歴
史
が
隠
さ
れ
て
い
る
の

で
す
。 

正
月
十
五
日
と
同
じ
で
、
か
つ
て
十
五
日
が
満
月
で

あ
っ
た
た
め
、
こ
の
日
を
以
っ
て
正
月
、
或
い
は
月

の
始
め
と
見
た
歴
史
が
あ
る
か
ら
で
す
。 
の様子を土地の守り神さまにご報告し、ほめていただき、

大切な神事です。見た目のきらびやかさが強調されがちで

じめて成長のお祝いです。ご家族揃ってお参りください。

 

毎
す
。

が
た

ね
合ま 年

六
日

六
日

の
暑

し
ま

日
」こ

い
境

そ
の お

る
考

全
と 熱
月
定
例
に
行
わ
れ
る
お
祭
を
月
次
祭
と
言
い
ま

通
常
午
前
十
時
ご
ろ
に
行
い
ま
す
が
、
参
列
者

い
て
い
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
他
の
行
事
と
の
兼

い
で
動
く
こ
と
が
多
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

た
十
五
日
に
も
お
参
り
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
、

に
は
例
祭
が
あ
り
ま
す
。
例
大
祭
で
あ
る
四
月

に
合
せ
て
、
夏
季
例
祭
も
旧
七
月(

現
在
八
月)

と
そ
の
前
日
の
前
夜
祭
。
し
か
し
今
日
、
日
中

さ
を
避
け
て
前
夜
祭
が
本
祭
の
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
し
た
。
ま
た
月
々
の
六
日
を
「
例
祭
ご
縁

と
し
て
、朝
拝
に
合
せ
て
お
祭
し
て
お
り
ま
す
。 

と
に
お
朔
日
の
参
拝
者
が
あ
り
、
手
が
回
ら
な

内
の
掃
除
を
手
伝
っ
て
い
か
れ
る
方
も
あ
り
、

度
に
反
省
さ
せ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。 

朔
日
を
月
次
祭
と
し
た
の
は
、
歳
旦
祭
に
連
な

え
方
か
ら
と
思
わ
れ
、
月
の
始
め
に
氏
子
の
安

繁
栄
を
祈
り
ま
す
。 

日
髙
彦
神
社
で
は
、
毎
月
お
朔
日
が
月
次
祭
。 

静
か
な
お
祭 

定
例
参
拝
者
も 

月
の
始
め
は
月
次
祭

つ
き
な
み
さ
い 
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夏
祭 

各
位
の
ご
協
力
で 

熱
日
髙
彦
神
社
夏
季
例
祭
は
、
氏
子
・
有
志
青
年

た
ち
の
協
力
で
、
大
変
な
賑
わ
い
を
見
せ
、
年
々
参

拝
者
の
数
も
増
え
て
き
て
い
る
。
今
年
の
祭
も
あ
ん

ど
ん
や
神
楽
、
巫
女
舞(
み
か
ぐ
ら)

、
そ
れ
に
き
っ

て
も
切
れ
な
い
存
在
に
な
っ
て
い
る
若
者
有
志
に
よ

る
振
る
舞
い
、
そ
の
上
去
年
か
ら
試
み
た
花
火
も
加

わ
っ
て
、
い
よ
い
よ
あ
つ
い
夏
祭
と
な
っ
た
。 

約
一
ヶ
月
前
か
ら
あ
ん
ど
ん
の
製
作
を
お
願
い
し
、

一
区
か
ら
九
区
ま
で
の
子
供
会
、
は
ぐ
く
み
学
園
や

川
柳
の
会
な
ど
か
ら
で
総
数
約
二
〇
〇
個
ほ
ど
奉
納

さ
れ
た
。
電
球
の
数
も
増
え
、
設
備
・
安
全
と
も
年
々

整
備
さ
れ
、
奉
納
行
灯
の
美
し
さ
で
は
県
内
で
類
が

い
ほ
ど
。 

 

年
々
賑
や
か
に 

無

 

祭
典
は
さ

ま
ざ
ま
な
形

で
の
ご
協
力
、

篤
志
が
あ
っ

て
は
じ
め
て

斎
行
で
き
る

も
の
。
関
わ

っ
て
い
た
だ

い
た
各
位
に

感
謝
申
し
上

げ
る
次
第
で

あ
る
。 

忠
魂
碑
慰
霊
祭 

ひ
っ
そ
り
と 

旧
枝
野
村
の
忠
魂
碑
が
神
社
の
西
南
の
丘
に
建

っ
て
い
ま
す
。
毎
年
八
月
十
五
日
の
終
戦
記
念
日
に

簡
単
な
慰
霊
祭
を
行
っ
て
お
り
ま
す
が
、
近
頃
は
軍

恩
の
方
々
が
高
齢
化

し
、
参
列
者
が
さ
び

し
く
な
っ
て
お
り
ま

し
た
。
そ
れ
で
も
今

年
は
、
ち
ょ
う
ど
桜

井
の
菅
野
忠
男
さ
ん

ご
夫
妻
が
参
列
さ
れ

て
、
神
社
の
子
ど
も

た
ち
と
合
わ
せ
て
少

し
賑
わ
い
、
往
時
を

偲
ぶ
こ
と
が
出
来
ま

し
た
。 

 
北
朝
鮮
が
拉
致
の
事
実
を
自
ら
認
め
る
に
及
ん
で
、

こ
れ
ま
で
、
国
際
的
に
も
い
わ
れ
の
な
い
Ａ
級
戦
犯

を
持
ち
出
し
て
靖
国
神
社
や
教
科
書
問
題
を
俎
上
に

載
せ
て
日
本
を
な
じ
り
、
そ
の
裏
で
テ
ロ
行
為
を
続

け
て
き
た
実
態
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
を

す
や
す
と
許
し
て
い
た
の
が
平
和
日
本
で
す
。 

や

 

こ
れ
ら
の
実
態
か
ら
も
、
旧
枝
野
村
役
場
か
ら
推

さ
れ
、国
の
命
令
で
戦
場
に
向
か
い
、命
を
か
け
て
、

国
民
の
安
全
を
守
る
た
め
に
戦
っ
た
勇
士
の
御
霊
に

対
す
る
枝
野
地
区
民
の
思
い
を
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
で

し
て
み
た
い
で
す
ね
。 

表

 

つ
い
で
で
は
申
し
訳
な
い
で
す
が
、
復
員
軍
人
、

傷
痍
軍
人
も
地
区
内
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
亡
く

な
っ
た
勇
士
だ
け
が
尊
い
の
で
は
な
く
、
生
き
証
人

と
し
て
も
も
っ
と
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
そ
の
働

に
感
謝
し
た
い
で
す
ね
。 

 

白
山
姫
神
社
の
修
復
工
事
は
、
佐
善
工
務
店
の
奉

仕
作
業
と
有
志
・
氏
子
の
ご
協
力
に
よ
っ
て
、
立
派

に
竣
工
し
、
八
月
五
日
熱
日
髙
彦
神
社
夏
祭
に
引
き

き
、
竣
工
報
告
祭
が
齋
行
さ
れ
ま
し
た
。 

続

 

こ
の
際
白
山
姫
神
社
と
そ
の
信
仰
に
つ
い
て
、
僅

に
触
れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

か

 

ま
ず
白
山
姫
神
社
の
中
の
木
札
を
読
ん
で
み
ま
す
。

二
枚
あ
っ
て
、
本
殿
の
物
が
表
裏
に
書
か
れ
、
拝
殿

の
物
が
長
尺
に
な
っ
て
い
て
表
の
み
書
か
れ
て
い
ま

す
。
拝
殿
の
札
は
上
下
に
長
い
の
で
、
上
下
に
分
け

。
次
の

う

み
取
れ
ま
す
。 

 

温
故 

白
山
信
仰
は
夫
婦
和
合 

温温
故故

知
新 

―
白
山
姫
神
社
縁
起
― 

知知
新新

て
紹
介
し
ま
す

よ

に
読

 
 
 
 
 
 

本
社
札 

表
面 

白
山
大
権
現
元
正
天
皇
霊
亀
二
年
加
賀
國
石
川
郡
仁
出
現
此

神
於
斯
乃
所
仁
祠

天
和
二
年
四
月

 

畄

五
日

白
山
宮 

神
躰
伊
奘
諾
尊 

本
地
正
観
音 

天
台

師
園
仁
慈

大

 

祖

覺

師
作

 
 

州
仙 

伊
具 

嶌
田
郷 

産
神
鎮
座 

之 

奥

祭

 
 
 

社
地
境

梅
津
氏
御
知
行
不
宮
除 

内

 
 

山
宮
別
當 

白

 
 
 

上
野
宮
様
御
末
流
天
台
宗
嶋
田
寺
慶
天
代 
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こ
れ
を
す
な
お
に
読
ん
で
み
ま
す
。(

小
野
文
子
さ

ん
の
す
ぐ
東
隣
に
）
白
山
宮
が
天
和
二
年
四
月
五
日

に
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
御
祭
神
は
伊
奘
諾
尊
で
本
地

仏
が
正
観
音
で
あ
り
、
島
田
郷
の
産
土
神
と
し
て
祀

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
天
台
宗
嶋
田
寺
が
建
立
し
、
当

時
も
別
当
を
し
て
い
ま
し
た
。
仙
台
藩
士
梅
津
氏
の

知
行
地
に
建
て
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
が
当
時(

氏

不
明)

の
別
当
が
書
い
た
も
の
で
す
。 

名

 

こ
の
札
は
本
殿
の
中
に
貼
っ
て
あ
り
ま
す
。
年
号

も
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
遷
宮
か
御
屋
根
替
え
の
時

に
遷
さ
れ
た
も
の
で
し
ょ
う
。 

 

同 
 
 
 

 

忠
右
衛
門 

 

 

以
上
で
す
。 

本
社
建
立 

 
 
 
 
 
 

古
之
書

写
之

而 

往

証

□

 
 
 
 
 
 
 

札 

裏
面 

本
社

 
 

正 
観 

音 

 
 

 
 

妙 

理 

白

山

 
 
 
 
 
 

拝
殿
札 

(

裏
面
な
し) 

上
部

寛
政
十
二
庚
申
年 

奉
造
立
白
山
宮
拝
殿

武
運
長
久
氏
子
盤
昌 
御

四
月
吉
日 

拝
殿
札 

下

 部

工

 
 

弥
七

 

大

寄
進

小
野

郎

 
 
 
 
 
 
 

甚
七 

同

 
 
 
 
 
 

秀
右
衛

 

施

主

門

 

同 
 
 
 
 
 

市
十
郎 

拝
殿
の
札
は
棟
札
の
体
裁
を
と
っ
て
お
り
ま
す
か

ら
、
当
日
の
棟
札
と
見
て
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ

の
拝
殿(

今
の
神
輿
堂)

は
寛
政
十
二
年
四
月
吉
日
に

小
野
弥
七
郎
、
甚
七
が
大
工
賃
を
寄
進
し
て
、
秀
右

衛
門
、
市
十
郎
、
忠
右
衛
門
た
ち
が
施
主
と
な
っ
て

建
て
た
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
前
の
札
か
ら
、
こ
こ

で
の「
武
運
長
久
」は
梅
津
氏
の
こ
と
、「
氏
子
盤
昌
」

は
島
田
郷
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て

施
主
と
し
て
名
を
連
ね
た
三
人
は
、
島
田
の
百
姓
を

治
め
る
役
を
し
た
家
柄
の
者
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ

れ
ま
す
。
大
工
寄
進
を
し
た
二
人
は
梅
津
氏
と
関
わ

あ
る
財
産
家
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。 

り

 

安
永
四
年
に
島
田
村
か
ら
書
上
さ
れ
た
風
土
記
書

出
し
に
は
、
敷
地
は
御
番
組
梅
津
文
太
郎
知
行
地
と

な
っ
て
い
ま
す
。
正
観
音
像
の
存
在
は
記
さ
れ
て
い

ま
せ
ん
。
勧
進
の
年
代
も
分
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
嶋
田
寺
歴
代
の
中
に
、
慶
天
な
る
人
物
の
記
載

も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
え
ば
本
殿
の
板
札
は
「
往

古
の
書
を
証
写
」
し
た
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
ま

ま
受
け
取
れ
な
い
部
分
が
あ
り
そ
う

す
。 

で

加
賀
の
白
山
大
権
現
は
白
山
媛
命(

菊
理
比
咩
命

（
く
く
り
ひ
め
の
み
こ
と
）)

を
祭
神
と
し
て
い
て
、
祖
霊
が
集

ま
る
と
い
う
加
賀
の
白
山
の
信
仰
に
仏
教
が
早
く
か

ら
関
わ
っ
て
い
た
た
め
、
早
期
の
仏
教
で
あ
る
密
教

(

天
台
、
真
言)

の
寺
に
付
随
し
た
神
社
と
し
て
祀
ら

れ
る
例
が
多
い
で
す
。
嶋
田
寺
は
い
つ
廃
寺
に
な
っ

た
か
不
明
で
す
が
、
歴
代
の
墓
は
島
田
街
道
の
切
通

の
上
に
あ
り
ま
す
。
天
台
宗
、
真
言
宗
な
ど
の
密
教

は
当
時
神
社
の
別
当
を
よ
く
勤
め
ま
し
た
。
島
田
に

は
吉
田
家
な
ど
、
法
印
の
家
が
幾
つ
か
あ
り
ま
し
た

か
ら
、
別
当
を
受
け
継
い
だ
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。 

明
治
新
政
府
に
よ
り
神
仏
分
離
が
な
さ
れ
、
一
村

一
社
の
方
針
に
よ
っ
て
、
館
稲
荷
神
社
と
共
に
、
明

治
四
十
三
年
現
在
の
所
に
遷
宮
さ
れ
ま
し
た
。
吉
田

家
は
神
職
と
な
り
ま
し
た
が
、
預
か
っ
て
い
た
毘
沙

門
堂
や
上
人
壇
が
仏
堂
を
選
ん
だ
た
め
に
、
朝
鮮
に

渡
り
ま
し
た
が
、
終
戦
後
廃
業
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん

し
た
。 

で

 

板
札
に
は
御
祭
神
を
伊
奘
諾
尊
と
し
て
い
ま
す
が
、

白
山
姫
神
社
の
現
在
の
御
祭
神
は
菊
理
姫
神
で
す
。

こ
の
神
様
は
白
山
媛
命
ま
た
は
菊
理
比
咩
命
（
く
く
り
ひ

め
の
み
こ
と
）
と
申
し
て
、
伊
奘
諾
尊(

い
ざ
な
ぎ
の
み
こ
と)

が
伊

奘
冉
尊
（
い
ざ
な
み
の
み
こ
と
）

を
追
っ
て
黄
泉
の
国(

あ
の

世)

に
い
た
り
、
そ
こ
か
ら
逃
げ
帰
ろ
う
と
し
て
黄
泉

平
坂(

よ
も
つ
ひ
ら
さ
か

あ
の
世
と
の
境)

で
争
わ
れ
た
と

き
、
そ
の
間
に
入
っ
て
、
両
神
の
間
を
調
和
し
て
相

互
の
主
張
を
聞
き
入
れ
、
助
言
さ
れ
て
、
奘
諾
尊
を

無
事
に
こ
の
世
に
戻
さ
れ
た
神
様(

『
日
本
書
紀
』)

で
あ
り
ま
す
。 

こ
の
後
、
伊
奘
諾
尊
は
天
照
大
神
、
月
読
神
、
須

佐
之
男
之
神
な
ど
を
産
む
大
切
な
御
仕
事
を
さ
れ
ま

す
。白
山
媛
尊
が
さ
れ
た
二
尊
の
調
整
の
お
仕
事
は
、

男
女
の
和
解
、子
孫
繁
栄
の
神
と
し
て
だ
け
で
な
く
、

あ
の
世
と
の
境
に
立
た
れ
る
延
命
長
寿
、
来
世
利
益

の
御
神
徳
を
持
た
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

加
賀
の
白
山
媛
神
社
で
は
御
祭
神
を
伊
奘
諾
尊
、

伊
奘
冉
尊
、
白
山
媛
命
の
三
神
と
し
て
い
ま
す
。
板

札
に
正
観
音
を
祀
っ
た
と
あ
る
の
は
、
白
山
媛
命
が

夫
々
の
考
え
を
よ
く
聞
分
け
て
く
れ
た
事
を
観
自
在
、

多
聞
と
み
て
本
地
仏
と
し
た
も
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。 
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お
日
高
さ
ん
の
自
然
③ 

マ
メ
の
原
種 

オ
オ
バ
タ
ン
キ
リ
マ
メ 

(

写
真 
オ
オ
バ
タ
ン
キ
リ
マ
メ 

日
本
の
野
生
植
物
Ⅱ 

平
凡
社) 

熱
日
髙

彦
神
社
の

モ
ミ
林
の

へ
り
に
は
、

オ
オ
バ
タ

ン
キ
リ
マ

メ(

つ
る

性
の
マ
メ

科
植
物)

が
自
生
し
て
い
る
。
熟
す
と
さ
や
が
割
れ
て
赤
い
ア

イ
マ
ス
ク
の
よ
う
に
な
り
、
黒
い
豆
粒
が
二
つ
目
玉

よ
う
に
く
っ
つ
く
。 

の

 

別
名
ト
キ
リ
マ
メ
と
も
呼
ば
れ
、
角
田
市
内
で
は

二
、
三
ヵ
所
に
し
か
自
生
し
な
い
。
角
田
が
自
生
の

北
限
で
貴
重
な
植
物
で
あ
る
。
む
か
し
民
間
薬
と
し

て
痰
を
切
る
の
に
使
わ
れ
た
と
い
わ
れ
、
そ
の
名
が

い
た
。 

付

 

さ
て
我
々
の
生
活
に
深
い
か
か
わ
り
の
あ
る
マ
メ

科
の
植
物
と
し
て
は
、
ツ
ル
マ
メ
と
ヤ
ブ
ツ
ル
ア
ズ

が
あ
る
。 

キ

 

ツ
ル
マ
メ
は
ダ
イ
ズ
の
原
種
で
、
林
の
へ
り
や
藪

に
生
え
て
い
る
。
ツ
ル
マ
メ
の
さ
や
と
実
は
、
小
粒

納
豆
を
作
る
小
粒
の
ダ
イ
ズ
よ
り
も
っ
と
小
さ
い
。

集
め
る
の
が
大
変
だ
が
こ
の
小
さ
い
実
で
小
粒
納
豆

が
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
。 

 

一
方
、小
豆
の
原
種
で
あ
る
ヤ
ブ
ツ
ル
ア
ズ
キ
は
、

ツ
ル
マ
メ
と
同
じ
様
な
環
境
に
生
え
て
い
る
。
ツ
ル

マ
メ
は
薄
紫
の
花
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
比
較
的
大

き
い
黄
色
の
花
を
咲
か
せ
る
。
も
ち
ろ
ん
栽
培
さ
れ

て
い
る
小
豆
よ
り
も
さ
や
も
実
も
小
さ
い
。
こ
れ
ら

生
の
マ
メ
も
あ
と
少
し
で
実
り
の
時
期
を
迎
え
る
。 

野

 

今
ま
さ
に
自
然
食
ブ
ー
ム
で
あ
る
。
ツ
ル
マ
メ
で

納
豆
や
豆
腐
を
つ
く
っ
た
り
、
ヤ
ブ
ツ
ル
ア
ズ
キ
の

お
赤
飯
を
味
わ
っ
て
み
る
の
も
、
我
々
の
身
の
回
り

の
自
然
を
見
直
す
一
方
法
か

れ
な
い
。 

宮
城
縣
神
社
庁
で
発
行
し
て
い
る
、
平
成
十
五
年

の
宮
城
県
神
社
祭
事
暦
が
発
行
さ
れ
ま
し
た
。
表
題

の
通
り
県
内
神
社
の
祭
が
全
て
分
る
暦
で
あ
り
ま
す

が
、
暦
法
や
方
角
、
年
回
り
や
物
忌
の
こ
と
な
ど
、

ま
か
な
こ
と
は
こ
れ
を
読
め
ば
分
り
ま
す
。 

大

 

よ
く
聞
か
れ
る
事
に
、
工
事
に
関
わ
る
方
角
な
ど

あ
り
ま
す
が
、
大
将
軍
と
か
あ
き
の
方
な
ど
、
こ
れ

を
見
て
お
お
よ
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
神
社
に
相
談
す

れ
ば
、
す
ぐ

解
決
で
す
。

神
棚
の
据
え

方
も
よ
く
聞

か
れ
ま
す
が
、

こ
れ
も
書
い

て
あ
り
ま
す
。 

＝
お
知
ら
せ
＝ 

宮
城
県
神
社
祭
事
暦 

も
し

(

文
／
小
島
和
夫
氏) 

編

 

拉
致
問
題
は
多
く
の
政
治
家
や
マ
ス
コ
ミ
が
見
ぬ

振
り
を
し
て
き
ま
し
た
。
電
力
会
社
は
事
故
を
も
み

消
し
、
食
品
会
社
は
ウ
ソ
の
表
示
も
平
気
で
す
。
せ

め
て
私
た
ち
庶
民
だ
け
は
、
日
本
人
と
し
て
の
健
全

な
道
徳
心
を
忘
れ
ず
持
ち
つ
づ
け
た
い
も
の
で
す
。 

厄
年
と
か
日
が
悪
い
と
か
に
つ
い
て
も
、
一
つ
の

考
え
方
の
基
本
が
分
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
今

日
の
時
勢
に
そ
う
長
く
忌
み
篭
っ
て
い
る
わ
け
に
も

い
き
ま
せ
ん
。
共
通
の
判
断
が
出
来
れ
ば
こ
れ
に
越

し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

も
し
書
い
て
な
け
れ
ば
聞
い
て
く
だ
さ
い
。
書
い

て
ほ
し
こ
と
は
来
年
の
暦
に
載
せ
ら
れ
ま
す
。 

去
年
ま
で
総
代
の
方
が
来
て
く
れ
た
が
―
と
い

う
声
も
あ
り
ま
し
た
。
回
っ
て
い
る
内
に
手
持
ち
が

売
切
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
神
社
に
早
め

に

話
し

い
た
だ
け
れ
ば
、
お
届
け
出
来
ま
す
。 

電

て

社 

頭 

暦 

十
月 

一
日 

 

月
次
祭 

六
日 

 

ご
縁
日 

一
四
日 

 

九
月
節
句(

旧
九
月
九
日) 

十
一
月
一
日 

 

月
次
祭 

六
日 

 

ご
縁
日 

一
五
日 

 

七
五
三
詣 

二
三
日 

 

新
嘗
祭 

十
二
月
一
日 

 

月
次
祭 

六
日 

 

ご

日 

縁

三
一
日 

大
祓 

越
年
祭 

集
後
記 


