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申
込
、
詳
知
を
ご
希
室
の
方
は
社
務
所
定
ロ
で

さ
て
、
神
さ
ま
も
お
引
越
し
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
ご
存
知
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の
厳
し
い
寒
さ
も
和
ら
ぎ
、
暖
か
く
過
ご
し
ゃ
す
い
気
候

と
な
っ
て
参
り
ま
し
た
。
春
は
始
ま
り
の
季
節
で
す
。
新
し
い

環
境
に
身
を
置
い
て
生
活
す
る
方
も
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
と

存
じ
ま
す
。
「
引
越
し
」
も
そ
の
一
つ
で
あ
り
、
特
に
春
先
に

引
越
し
を
さ
れ
る
方
が
多
い
よ
う
で
す
。

す
。
例
え
ば
、
神
社
の
本
殿
を
建
て
直
す
際
に
は
、
本
殿
が
完

成
す
る
ま
で
の
問
、
神
さ
ま
は
仮
の
本
殿
へ
お
引
越
し
を
す
る

の
で
す
。

し
き
ね
ん
せ
ん
ぐ
う

ま
た
、
二
疋
の
年
の
周
期
を
定
め
て
行
わ
れ
る
式
年
遷
宮
と

呼
ば
れ
る
神
事
が
あ
り
ま
す
。
最
も
代
表
的
な
伊
勢
神
宮
の
式

年
遷
宮
は
二
十
年
に
一
度
行
わ
れ
ま
す
。
御
正
宮
を
は
じ
め
、

諸
殿
舎
社
殿
を
新
た
に
造
り
替
え
、
神
さ
ま
に
奉
納
す
る
御
装

に
い
み
や

束
神
宝
を
す
べ
て
新
調
し
、
大
御
神
に
新
宮
へ
お
遷
り
い
た
だ

く
国
家
の
重
儀
(
皇
家
第
一
の
重
事
)
で
神
宮
最
大
の
神
事

(
神
宮
無
双
の
大
営
)
で
す
。
大
御
神
が
新
宮
へ
遷
ら
れ
る

「
遷
御
」
に
至
る
ま
で
に
は
、
神
殿
の
建
築
な
ど
の
節
目
に
、

せ
ん
ム
さ
E

お
お
よ
そ
三
十
の
祭
典
や
行
事
が
八
年
間
に
わ
た
り
斎
行
さ
れ

ま
す
。
前
例
に
よ
り
ま
す
と
、
次
期
神
宮
式
年
遷
宮
は
令
和
十

五
年
に
予
定
さ
れ
、
本
年
は
天
皇
陛
下
の
御
聴
許
を
拝
し
て
、

伊
勢
神
宮
の
式
年
遷
宮
の
準
備
が
始
ま
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

二
十
年
に
一
度
と
い
う
一
生
の
う
ち
で
も
数
回
し
か
巡
り
合

え
な
い
、
祖
先
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
日
本
の
伝
統
に
注
目

し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
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り
ま
す
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令
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六
年
例
大
祭
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お
子
さ
ん
の
健
や
か
な
成
長
を
お
祈
り
し

ま
し
ょ
う
③

お
申
込
・
お
問
合
せ
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せ
ん 

で
し
ょ
う
か
。
神
さ
ま
を
遷
し
奉
る
こ
と
を
遷
座
と
い
い
ま



言
い
ま
す
。

昭
和
の
日
四
月

一十
九
日

昭
和
天
皇
が
お
生
ま
れ
に
な
ら
れ
た
日
で
、
戦
前

l

は
「
天
長
節
」
と
定
め
ら
れ
、
ご
誕
生
を
お
祝
い
す
る

祝
日
で
し
た
。
平
成
の
御
代
に
改
ま
っ
た
際
、
昭
和
天

皇
が
自
然
を
愛
す
る
お
人
柄
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
「
み

ど
り
の
日
」
と
制
定
さ
れ
ま
し
た
が
、
「
昭
和
天
皇
誕

生
日
」
と
い
う
本
来
の
意
味
が
伝
わ

り
に
く
い
と
い
う
多
く
の
国
民
の
要

望
を
受
け
、
「
昭
和
の
日
」
と
な
り
ま

し
た
。
昭
和
天
皇
の
御
事
績
に
思
い

を
馳
せ
っ
つ
、
昭
和
の
御
代
を
振
り

返
っ
て
み
て
は
如
何
で
し
ょ
う
か
。

氏
神
ネ 
杜
に
つ
し
て

氏
神
神
社
と
は
、
居
住
す
る
地
域
を
お
守
り
下
さ


る
神
さ
ま
を
お
杷
り
す
る
神
社
の
事
を
言
い
ま
す
。


お
杷
り
さ
れ
て
い
る
神
さ
ま
は
神
社


に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
、
氏
神
さ
ま
は


子
供
の
誕
生
か
ら
成
長
、
地


域
の
平
安
、
日
々
の
生
活
な
ど


を
見
守
り
く
だ
さ
る
存
在
と


し
て
、
崇
敬
さ
れ
て
い
ま
す
。


ま
た
、
氏
神
神
社
周
辺
の
地


域
に
居
住
す
る
人
を
氏
子
と


唱
え
詞
こ
っ
し
て

神
道
で
は
、
特
別
な

唱
え
こ
と
ば
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
神
社
に
参
拝

す
る
と
き
や
、
神
棚
を

拝
む
と
き
は
、
「
被
え

刀

給
い
、
清
め
給
え
、
神
な

が
ら
守
り
給
い
、
幸
え

給
え
」
(
お
被
い
く
だ
さ

い
、
お
清
め
く
だ
さ
い
、
神
さ
ま
の
お
力
に
よ
り
お

守
り
く
だ
さ
い
、
幸
せ
に
し
て
く
だ
さ
い
)
等
の
言

葉
を
唱
え
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
我
国
に
は
、
言

葉
に
は
霊
力
が
宿
り
、
口
に
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
そ

の
力
が
発
揮
さ
れ
る
と
い
う
「
言
霊
」
の
信
仰
が

あ
り
ま
す
。
神
道
で
は
被
い
清
め
る
こ
と
が
信
仰

的
に
も
神
さ
ま
に
近
づ
く
た
め
の
大
切
な
行
い
と

な
っ
て
い
ま
す
。

t

神
棚
拝
詞
や
略
拝
詞
な
ど
が
掲
載
さ
れ
た

『
神
拝
詞
」
を
無
料
で
お
送
り
し
ま
す
。

お
申
込
み
は

、，円


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
蹴
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
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
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

ご
祈
願
に
つ
い
て
の
お
問
合
せ
は
神
社
ま
で

連
絡
先
米
之
宮
浅
間
神
社
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神社や神道について詳しくはこちら

のQRからご覧ください。
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