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一一
秋
の
実
り
を
願
っ
て

一一

今
夏
、

全
国
各
地
で
発
生
し
た
豪
雨
に
お
い
て
被
災
さ
れ
た
方
々
に
衷

心
よ
り
お
見
舞
い
を
申
し
上
げ
、
被
災
地
の
一
日
も
早
い
復
興
と
、
被

災
さ
れ
た
方
々
の
心
と
生
活
に
平
穏
が
一
戻
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

今
年
は
梅
雨
の
長
雨
に
よ
る
、
作
物
の
出
来
が
心
配
さ
れ
ま
す
が
、
実

E

J

り
の
季
節
で
あ
る
秋
に
は
、
収
穫
物
を
神
様
に
お
供
え
し
、
感
謝
す
る

お
祭
り
が
全
国
で
行
わ
れ
ま
す
。

十
一
月
二
十
三
日
の
勤
労
感
謝
の
日
に
は
、
そ
の
年
に
取
れ
た
お
米
を

神
々
に
お
供
え
し
、
恵
み
に
感
謝
す
る
「
新
嘗
祭
」
が
、
宮
中
並
び
に

全
国
の
神
社
で
行
わ
れ
ま
す
。
昨
年
は
、
天
皇
陛
下
御
即
位
の
後
、
初

予
い
し 

召
し

め
て
行
わ
れ
る
新
嘗
祭
に
あ
た
る
御
一
代
一
度
の
「
大
嘗
祭
」
が
行
わ

れ
た
の
は
記
憶
に
新
し
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
天
皇
陛
下
は
み
ず
か
ら
お

育
て
に
な
っ
た
新
穀
を
お
供
え
さ
れ
、
御
自
身
も
召
し
上
が
り
、
国

家

・
国
民
の
安
寧
を
祈
念
し
、
五
穀
豊
穣
を
感
謝
さ
れ
ま
し
た
。

今
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流
行
に
よ
り
、
神
賑
行
事
等

の
規
模
の
縮
小
の
検
討
が
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
神
社
で
の
お

祭
り
は
、
感
染
症
予
防
対
策
を
行
っ
た
上
で
、
粛
々
と
斎
行
し
て
い
ま

す
。
神
様
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
忘
れ
ず
に
、
個
々
で
お
参
り
戴
け
ま

す
と
幸
い
で
す。
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中
秋
(
旧
暦
八
月
十
五
日
)
の
夜
は
苦
か
ら
観

月
に
一
番
良
い
時
期
と
さ
れ
、
月
見
団
子
や
神

酒
を
お
供
え
し
て
月
を
眺
め
て
楽
し
み
ま
す
。

今
年
は
十
月
一
日
が
中
秋
に
あ
た
り
ま
す
が
、

こ
の
時
期
に
収
穫
さ
れ
た
里
芋
を
供
え
る
こ
と

か
ら
「
芋
名
月
」
と
呼
ぶ
地
方
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
中
秋
の
名
月
に
対
し
て
、
十
三
夜
(
旧

暦
九
月
十
三
日
)
の
月
を

「後
の
月
」
と
い
い
、

中
秋
の
名
月
の
次
に
美
し
い
月
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
十
三
夜
は
「
栗
名
月
」
や

「豆
名
月
」

と
も
呼
ば
れ
、
今
年
は
十
月
二
十
九
日
に
あ
た

り
ま
す
が
、
こ
の
時
期
食
べ

頃
の
栗
や
豆
を
供

え
ま
す 
c

十
五
夜

・
十
三
夜
の

一
方
の
み
月
見
を
す
る
こ

と
は

「片
月
見
」
と
呼
ば
れ
、
両
方
見
る
こ
と

が
良
い
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
は
日
本
固
有
の
も
の
で
、
秋
の
収
穫
祭
の

一
つ
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。



七
五
三
の
歴
史
や
社
殿
な
ど
の
説
明
は
神
社
本
庁

こ
っ

て

各
地
の
神
社
に
お
参
り
す
る
と、

神
社
に
よ
っ

「七
髪主玉
置各ー

は

ん
で
し
た。

古
く
か
ら
の
風
習
で
あ
る

三
歳
の

円

か

主

金

一

主

ひ

と

さ

五
歳
の
「
袴
着
」
、
七
歳
の
「
帯
解
」
に

由
来
し
て
い
る
と
い
わ
れ
、

江
戸
時
代
頃
よ
り
駄
の
稲

刈
り
後
の
頃
に
、
子
供
が
無
事
に
育
つ
こ
と
が
で
き
た

た

「神
明
造
」
、
も
う

一
つ
は
古
代
の
住
居
の

こ
と
を
家
族
で
お
祝
い
し
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
見

L
s

山一
¥
っ
て
下
さ
っ
た
氏
神
様
や
ご
先
祖
様
に
お
参
り
を
し

て
感
謝
の
気
持
ち
を
表
し
、
こ
れ
か
ら
の
健
や
か
な
る

成
長
を
お
祈
り
し
ま
し
ょ
う
。

て
社
殿
の
形
式
が
異
な
っ

て
い

る
こ
と
に
気
づ

き
ま
せ
ん
か
。

様
々
な
種
類
の
建
物
、が
存
在
し
ま
す
が
、
大
き

く
そ
の
様
式
を
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
、

一
つ
は
、
高
床
式
の
穀
物
蔵
の
形
か
ら
発
達
し

つ

三
川 

形
か
ら
派
生
し
た
「
大
社
造
」
で
す
。
神
明
造

に
代
表
さ
れ
る
建
物
は
伊
勢
の
神
宮 

(特
に
唯

一
神
明
造
と
言
い
ま
す
)
、

大
社
造
に
代
表
さ

れ
る
建
物
は
出
雲
大
社
で
、
そ
の
他、

神
明
造

え年;:;.〉長

際
に
は
ぜ
ひ
、
そ
の
社
殿
の
形
の
違
い
に
つ
い

の
日 

で
紹
介
し
て
い
ま
す
。
詳
し
い
情
報
を
知

P

か
ら
派
生
し
た
流
造
や
八
幡
造
、
大
社
造
か
ら

派
生
し
た
住
吉
造
や
春 

造
、
そ
の
他
権
現
造

や
浅
間
造
な
ど
が
あ
り
ま
す
」
神
社
に
訪
れ
た

H

て
、
見
比
べ
て
み

下
さ
い
c

り
た
い
場
合
は
神
社
本
庁
の 
H
P
を
ご
覧
下
さ
い
。

神
社
で
は
、
家
内
安
全
・身
体
健
全
・商
売
繁
盛
・初
宮
参

り
・七
五
三
詣
・学
業
成
就
・
合
格
祈
願
・交
通
安
全
・旅
行

安
全
・縁
結
祈
願
・子
授
祈
願
・安
産
祈
願
・厄
被
い
・病
気

平
癒
・心
願
成
就
・地
鎮
祭
・竣
工
祭
・自
動
車
清
械
な
ど

様
々
な
ご
祈
願
を
一
受
付
け
て
い
ま
す
。

い
つ
も
よ
り
神
さ
ま
に
近
い
場
所
で
、
願
意
を
届
け
て
み
て
は

浅間造造現4
巳
岳
民一
 

い
か
が
で
し
ょ
-
っ
か 

ご
祈
願ヂ

連
絡
先
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c

」
つ
い
て
の
お
問
合
せ
は
米
之
宮
浅
間
神
社
ま
で
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平成30年生 平成29年生二歳 (男児・ 女児)
(201d竿1

平成28年生  平成27年生五歳(男児)
(2016年) (eOI五伝)

平成26年生 
(20 1-1年) 

生主れた年を一歳として、以降正

七歳(女児)

神明造 大社造
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