
令和 3年 7月号 

 

分
苑
長 

水
無
月 

月
次
祭
挨
拶 

本
日
は
水
無
月
の
月
次
祭
に
ご

参
拝
い
た
だ
き
誠
に
有
難
う
ご
ざ

い
ま
す
。 

私
は
、
分
苑
長
を
拝
命
い
た
し
ま

し
て
三
年
と
な
り
ま
す
が
、
至
ら
な

い
と
こ
ろ
が
多
々
あ
っ
た
こ
と
と

思
い
ま
す
し
、
皆
様
に
は
色
々
な
ご

不
満
や
、
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
た
こ

と
と
思
い
ま
す
。
誠
に
申
し
訳
な
く

お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。 

至
ら
な
い
私
で
し
た
が
、
参
事
役

員
の
方
々
を
始
め
、
色
々
の
役
員
の

方
々
に
は
大
変
な
ご
指
導
と
ご
援

助
を
い
た
だ
き
、
ま
た
信
徒
の
皆
様

の
ご
支
援
・
ご
協
力
を
い
た
だ
き
、

支
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
、
皆

様
に
は
誠
に
有
難
く
心
よ
り
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。 

分
苑
長
に
な
っ
て
以
来
い
つ
も
、

全
て
の
信
徒
の
皆
様
が
喜
ん
で
ご

参
拝
い
た
だ
け
る
、
お
互
い
に
好
意

を
も
っ
て
和
合
し
、
明
る
く
気
持
ち

の
良
い
「
み
ろ
く
分
苑
」
と
な
る
こ

と
を
願
っ
て
参
り
ま
し
た
。
全
て
の

信
徒
の
皆
様
お
一
人
お
一
人
が
大

神
様
の
大
切
な
信
徒
、
神
の
子
で
す
。

分
苑
は
す
べ
て
の
信
徒
の
皆
様
の

も
の
で
す
の
で
、
色
々
な
理
由
か
ら
、

分
苑
か
ら
足
が
遠
の
い
て
お
ら
れ

る
信
徒
様
に
も
、
是
非
全
て
の
皆
様

に
分
苑
に
ご
参
拝
い
た
だ
け
る
よ

う
に
と
願
っ
て
お
り
ま
し
た
。 

そ
し
て
、
後
継
者
育
成
と
お
世
話

活
動
が
最
も
重
要
な
柱
だ
と
思
い
、

青
年
部
の
活
動
、
子
育
て
世
代
の
支

援
を
願
い
、
後
継
者
育
成
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
会
議
を
ひ
ら
き
、
若
い
世
代
の

方
に
も
多
く
の
方
に
、
分
苑
行
事
に

ご
参
加
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
願

っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
と
い
う

時
期
、
任
期
後
半
は
誠
に
残
念
で
す

が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
た
め
、

祭
典
参
拝
者
も
行
事
も
制
限
せ
ざ

る
を
え
な
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
、

思
う
よ
う
な
活
動
や
お
役
に
立
つ

こ
と
が
で
き
ず
、
誠
に
申
し
訳
な
く

思
っ
て
お
り
ま
す
。 

沢
山
の
方
々
に
分
苑
に
ご
参
拝

し
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
思
い

と
、
コ
ロ
ナ
感
染
予
防
と
い
う
ジ
レ

ン
マ
の
な
か
で
、
大
変
悩
ん
で
参
り

ま
し
た
が
、
例
え
コ
ロ
ナ
禍
に
あ
っ

て
ご
参
拝
が
叶
わ
な
く
と
も
、
心
で

は
全
て
の
信
徒
の
皆
様
と
つ
な
が

り
、
思
い
合
っ
て
い
る
分
苑
で
あ
り

た
い
と
願
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。 

名
古
屋
分
苑
の
方
達
は
、
皆
様
本

当
に
素
直
で
温
厚
で
優
し
く
、
色
々

な
行
事
に
協
力
的
な
方
達
ば
か
り

で
、
笑
顔
で
明
る
い
、
気
持
ち
の
良

い
分
苑
だ
と
思
い
ま
す
。 

今
、
最
も
重
要
な
大
き
な
課
題
は
、

ご
縁
の
あ
る
方
に
対
す
る
お
世
話

活
動
を
通
じ
て
、
素
晴
ら
し
い
大
本

の
教
え
を
広
め
、
お
導
き
を
す
る
こ

と
、
特
に
後
継
者
育
成
に
取
り
組
み
、

若
い
人
達
が
信
仰
の
道
に
進
ま
れ
、 

喜
ん
で
分
苑
の
祭
典
・
行
事
に
参
加

さ
れ
、
の
び
の
び
と
活
動
さ
れ
る
、 

明
る
く
活
気
の
あ
る
分
苑
に
発
展

し
て
い
く
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。 

老
い
も
若
き
も
皆
様
の
和
合
の

力
を
発
揮
す
れ
ば
、
必
ず
願
い
は
達

成
さ
れ
、
分
苑
の
教
勢
は
発
展
し
て 

い
く
も
の
と
信
じ
て
お
り
ま
す
。 

今
後
は
、
新
た
な
分
苑
長
、
役
員

の
も
と
、
信
徒
の
皆
様
の
和
合
の
力

を
発
揮
さ
れ
、
新
分
苑
長
、
新
役
員

の
方
々
を
積
極
的
に
支
え
、
協
力
し 

 

て
い
た
だ
き
、
名
古
屋
分
苑
が
ま
す

ま
す
素
晴
ら
し
い
分
苑
に
発
展
し

て
い
き
ま
す
こ
と
を
願
っ
て
お
り

ま
す
。
み
ん
な
の
心
が
通
じ
合
え
る
、

思
い
や
り
の
あ
る
、
温
か
く
、
明
る

い
分
苑
で
あ
っ
て
欲
し
い
と
思
い

ま
す
。 

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
各
役
員

の
方
々
を
始
め
信
徒
の
皆
様
に
は
、

至
ら
な
い
私
で
し
た
が
、
大
変
お
世

話
に
な
り
ま
し
て
本
当
に
有
難
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。 

行
事
報
告 

●
海
津
市 

草
引
き
献
労
作
業 

六
月
六
日 

 
 
 
 

朝
、
東
海
地
区
は
小
雨
模
様
で
天
気

予
報
で
は
午
前
中
は
小
雨
で
午
後

か
ら
晴
れ
と
の
予
報
で
し
た
が
、
現

地
集
合
で
９
時
半
の
作
業
開
始
前

に
は
雨
は
上
が
り
清
々
し
い

天
気
に
な
り
ま
し
た
。 

作
業
内
容
は
一
メ
ー
ト
ル

以
上
伸
び
た
葦
の
伐
採
、
お

松
の
周
り
を
綺
麗
に
整
地
伐

採
し
た
草
を
集
約
す
る
作
業

を
し
ま
し
ま
し
た
。 

草
が
松
に
お
お
い
被
さ
っ
て
お

り
足
元
が
不
安
定
な
た
め
、
松
を
踏

ま
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
作
業
を

行
い
、
昼
前
に
は
晴
天
と
な
り
全
員

が
汗
だ
く
だ
く
に
な
り
ま
し
た
。
今

回
大
変
有
難
い
事
に
２
名
の
方
か

ら
差
し
入
れ
が
あ
り
小
休
憩
に
ご

ち
そ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

女
性
参
加
者
の
た
め
日
比
達
郎

様
の
ト
イ
レ
を
お
借
り
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
作
業
が
終
わ
り
こ

の
近
く
の
水
晶
の
湯
と
い
う
温
泉

で
入
浴
し
、
ゆ
っ
く
り
食
事
を
し
て

各
自
帰
宅
い
た
し
ま
し
た
。 

参
加
者 

（
女
性
３
人 

男
性
７
人
） 

小
林
迪
江
様 

高
嶋
フ
ミ
子
様 

高
嶋
徳
美
子
様 

中
村
幸
夫
様 

小
林
清
人
様 

畠
山
茂
様 

 

菱
川
義
英
様 

鈴
木
克
彦
様 

現
場
総
監
督 

 

妹
尾
正
治
様 

高
嶋
善
雄 

文
責 

高
嶋 

善
雄 

大本 

名古屋分苑 

分
苑
た
よ
り 

 
 な

ご
み 

 



令和 3年 7月号 

 
●
月
始
祭 

 
六
月
五
日
（
土
） 

参
拝
者 

十
六
名 

斎
主 

 
堀 

和
子 

祭
員 

 

川
地 

貴
子 

進
行 

 

石
田 
和
歌
子 

直

心

会

の

進

行
・

祭

員

に

よ

り

執

行

さ
れ
、
併
せ

て

企

業

繁

栄

祈

願

祝

詞

が

奏

上

さ
れ
た
。 

●
月
次
祭 

六
月
二
十
日
（
日
） 

参
拝
者
名 

二
十
八
名 

 

斎
主 

 

山
田 

謙
三 

 

祭
員 

 

小
林 

清
人 

 

祭
員 

 

影
近 

博
己 

 

伶
人 

 

飯
田 

直
美 

進
行 

 

伊
藤 

久
仁
男 

行
事
予
定 

七
月
十
八
日
（
日
） 

月
次
祭 

 

午
前
十
時
半
よ
り 

総
代
会 

 

午
後
十
二
時
よ
り 

八
月
七
日 

瑞
生
大
祭
遥
拝
祭 

午
前
十
一
時
よ
り 

（
月
始
祭
は
あ
り
ま
せ
ん
） 

      

 

      

     

            

 

              

 

             

          

 

            

  

    

 

                       

 

 

玉
鉾
神
社
に
参
拝
し
て 

 
 
 
 
 
 
 
 

特
任
宣
伝
使 

堀 

宜
雄 

 

五
月
二
日
の
晴
天
の
日
、
知
多
郡
武
豊
町
に
あ
る
玉
鉾
神
社
に
三
河
本
苑
松
永
孝
司
特
任
と
車
に
て
参
拝
す
る
。
神
社
は
名
鉄

線
Ｊ
Ｒ
線
の
駅
よ
り
近
い
小
高
い
山
に
こ
ん
も
り
と
茂
っ
た
森
が
あ
る
。
入
り
口
は
階
段
の
な
い
緩
や
か
な
小
径
を
上
り
詰
め
た

所
に
本
殿
・
社
務
所
が
あ
る
。
当
神
社
は
明
治
三
十
二
年
十
一
月
に
創
建
さ
れ
、
孝
明
天
皇
を
お
祀
り
さ
れ
た
（
全
国
で
は
当
神

社
と
平
安
神
宮
の
み
） 

い
き
な
り
の
参
拝
で
し
た
が
、
玉
串
袋
に
大
本
の
名
を
見
て
宮
司
さ
ん
（
四
代
目
旭
形
幸
彦
氏
）
が
急
遽
お
出
ま
し
に
な
り
内

陣
へ
案
内
さ
れ
、
玉
串
奉
奠
、
天
津
祝
詞
を
奏
上
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
思
わ
ぬ
対
応
に
感
謝
と
申
し
訳
な
い
気
持
ち
で
し
た
。

社
殿
に
掲
げ
て
あ
る
古
地
図
（
創
設
時
の
神
社
・
敷
地
）
は
大
変
な
広
さ
の
中
に
立
派
な
神
殿
が
描
か
れ
て
い
る
。
宮
司
さ
ん
の

お
話
に
よ
る
と
東
京
ド
ー
ム
に
匹
敵
す
る
敷
地
で
こ
の
場
所
に
決
ま
る
ま
で
は
言
葉
に
尽
く
せ
な
い
ご
苦
労
が
あ
っ
た
よ
う
で

す
。
明
治
二
十
年
明
治
天
皇
が
武
豊
の
地
に
行
幸
さ
れ
、
我
が
国
最
初
の
陸
海
軍
攻
防
演
習
を
展
覧
さ
れ
た
場
所
で
あ
り
、
伊
勢

神
宮
と
熱
田
神
宮
の
中
間
地
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
決
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

創
建
者
の
旭
形
亀
太
郎
氏
は
勤
王
・
佐
幕
の
論
議
が
国
内
で
や
か
ま
し
く
な
っ
た
頃
、
宮
中
警
護
の
任
に
つ
き
そ
の
後
、
宮
中

警
護
力
士
隊
の
隊
長
と
な
り
元
治
元
年
七
月
蛤
御
門
の
変
で
は
錦
の
御
旗
を
守
り
背
中
に
銃
弾
を
受
け
な
が
ら
孝
明
天
皇
を
御

守
り
申
し
上
げ
、
そ
の
功
績
に
よ
り
天
皇
か
ら
「
神
国
の
秘
宝
（
切
紙
神
示
）」
を
伝
授
、
「
御
宸
筆
の
経
綸
書
」「
御
旗
（
錦
の

御
旗
）」
を
托
し
賜
る
。
天
皇
崩
御
後
、
孝
明
天
皇
創
建
に
関
し
て
の
御
遺
勅
に
よ
り
神
宮
造
営
に
私
財
を
投
じ
力
を
尽
く
さ
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
創
建
に
は
度
重
な
る
申
請
で
も
難
航
し
、
な
か
な
か
許
可
が
お
り
ず
万
策
尽
き
た
氏
は
、
神
示
に
よ
り
明
治

二
十
九
年
丹
波
の
国
綾
部
の
「
ミ
ロ
ク
大
神
」
様
の
も
と
へ
教
え
を
乞
い
に
行
く
よ
り
方
途
は
な
い
と
決
め
、
徒
歩
で
大
本
教
祖

出
口
ナ
オ
開
祖
に
逢
い
に
行
か
れ
る
。
当
時
社
殿
も
無
い
小
さ
な
土
蔵
の
家
を
尋
ね
ら
れ
、
慇
懃
に
平
身
低
頭
し
、
孝
明
天
皇
様

の
御
神
号
を
お
願
い
す
る
も
、
開
祖
様
か
ら
「
そ
れ
は
人
違
い
で
す
。
ど
う
ぞ
他
を
お
訪
ね
く
だ
さ
る
よ
う
に
」
と
固
辞
さ
れ
る

も
、
更
に
一
心
に
お
頼
み
さ
れ
ま
し
た
と
こ
ろ
「
で
は
神
様
に
お
伺
い
し
て
み
ま
し
ょ
う
」
と
の
事
で
さ
さ
や
か
な
神
床
の
前
で

礼
拝
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
暫
く
し
て
「
神
様
は
『
た
ま
ほ
こ
の
神
』
と
仰
せ
ら
れ
ま
す
る
」
と
の
お
言
葉
に
、
氏
の
喜
び
よ
う
は

日
頃
ど
ん
な
事
に
で
も
動
ず
る
方
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
時
は
全
く
包
み
隠
せ
ぬ
模
様
で
、
幾
度
も
幾
度
も
礼
を
述
べ
ら
れ

勇
ん
で
帰
途
に
就
か
れ
た
。
氏
は
ア
サ
ヒ
ビ
ー
ル
の
創
始
者
で
も
あ
っ
た
が
、
武
豊
町
に
身
を
移
し
愛
知
県
知
事
等
周
辺
の
賛
同

者
を
得
て
正
式
認
可
さ
れ
た
。
明
治
三
十
四
年
三
月
に
六
十
一
歳
で
急
逝
さ
れ
た
後
、
周
囲
か
ら
の
幾
多
の
苦
難
を
受
け
（
大
本

事
件
と
の
関
連
性
も
あ
っ
た
よ
う
で
）
六
十
年
経
過
し
た
時
点
で
は
見
る
影
も
な
く
な
り
昭
和
三
十
九
年
三
代
目
宮
司
就
任
か
ら

復
興
の
道
を
歩
み
、
孝
明
天
皇
の
曾
孫
東
久
邇
盛
厚
殿
下
の
正
式
参
拝
も
あ
り
、
尾
張
一
宮
真
清
田
神
社
よ
り
幣
帛
を
賜
る
等
氏

子
を
持
た
な
い
総
鎮
守
の
神
社
と
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
参
拝
後
も
親
し
く
懇
談
の
機
会
を
頂
き
又
、
写
真
の
お
願
い
に
も

「
何
処
で
も
好
き
な
よ
う
に
撮
っ
て
良
い
で
す
よ
」
と
の
厚
遇
を
謝
し
、
良
い
雰
囲
気
の
中
、
清
々
し
い
気
持
ち
で
帰
途
に
つ
く
。 

皆
様
も
機
会
が
あ
れ
ば
、
大
本
と
の
因
縁
（
開
祖
様
・
聖
師
様
）
あ
る
神
社
に
参
拝
さ
れ
て
み
て
は
如
何
で
し
ょ
う
か 

 

●
津
島
支
部 

設
立
五
十
周
年
記
念
大
祭 

春
季
大
祭 

 

六
月
十
三
日
、
斎
主
・
妹
尾

正
治
支
部
長
の
も
と
執
行
さ

れ
た
。
参
拝
者
十
一
名 

 

津
島
支
部
は
昭
和
四
十
六

年
六
月
十
五
日
に
木
曽
川
の

清
き
流
れ
の
郷
に
設
立
さ
れ

た
。
大
本
で
は
八
月
七
日
に
聖

師
聖
誕
百
年
記
念
、
瑞
生
大
祭

が
執
行
さ
れ
た
年
に
当
た
り

ま
す
。 

祭
典
後
は
直
会
を
頂
き
親

睦
を
深
め
た
。
今
後
も
大
家
族

主
義
「
和
み
合
い
慈
し
み
合
う

支
部
」
を
継
続
し
て
い
く
こ
と

を
皆
で
約
束
し
終
了
し
た
。 

   

 

ご
し
ん
ぴ
つ 

ほ
う
と い

ん
ぎ
ん 

し
ば
ら 

か
ん
ど
こ 

ひ
が
し
く
に
も
り
ひ
ろ 

へ
い
は
く 


