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っ
て
、
今
日
ま
で
頑
張
っ
て
ま

い
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
信
者
の
皆
様
方
も

少
し
ず
つ
、
ご
高
齢
に
な
ら
れ

て
、
体
験
談
な
ど
の
原
稿
も
、

め
っ
き
り
少
な
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。

そ
う
い
う
事
も
あ
り
、
残
念

な
が
ら
紙
面
の
充
実
が
、
は
か

れ
な
い
状
況
と
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
色
々
と
考
え
ま
し
た

結
果
、
し
ば
ら
く
充
電
期
間
を

頂
く
事
と
な
り
ま
し
た
。

何
卒
、
ご
理
解
の
程
よ
ろ
し

く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

皆
様
方
は
、
立
派
な
出
雲
の

信
仰
に
つ
な
が
り
、
日
々
お
つ

と
め
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
若

い
人
た
ち
は
、〝
信
仰
〟と
言
う

と
な
ん
だ
か
不
合
理
な
、
う
さ

ん
臭
い
も
の
と
し
て
避
け
よ
う

と
い
う
方
々
が
、
多
数
お
り
ま

す
。真

理
の
信
仰
は
、
決
し
て
不

合
理
な
も
の
で
も
、
う
さ
ん
臭

い
も
の
で
も
、
ま
し
て
や
気
安

め
に
す
る
も
の
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。そ

れ
ど
こ
ろ
か
、
真
理
の
信

仰
は
私
た
ち
の
生
き
て
い
く
こ

と
の
源
泉
と
な
る
も
の
で
す
。

真
理
の
信
仰
の
真
理
と
は
、

言
う
ま
で
も
な
く「
真
」と「
理
」

号
ま
で
、
四
十
一
年
余
り
の
月

日
が
流
れ
ま
し
た
。

私（
佐
藤
）が
、
担
当
さ
せ
て

頂
い
た
初
め
て
の
第
二
二
八
号

が
、
平
成
四
年
十
一
月
で
し
た

か
ら
、
そ
れ
か
ら
で
も
十
八
年

の
時
が
流
れ
た
訳
で
す
。

今
で
も
、
第
二
二
八
号
が
、

ひ
ど
い
内
容
で
、
申
し
訳
な
か

っ
た
と
記
憶
し
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
、
皆
様
の
ご
協
力
に

よ
り
ま
し
て
、
紙
面
も
少
し
ず

つ
充
実
し
、
何
と
か
形
に
な
っ

た
事
を
、
本
当
に
有
難
く
思
っ

て
お
り
ま
す
。

こ
の『
心
友
会
だ
よ
り
』は
真

実
の
信
仰
に
歩
む
人
た
ち
の
集

ま
り
で
あ
る『
出
雲
心
友
教
会
』

を
よ
り
一
層

4

4

4

4

理
解
し
て
頂
く
為

に
発
行
さ
れ
て
ま
い
り
ま
し

た
。特

に
、
地
方
の
方
々
や
、
な4

か
な
か

4

4

4

お
会
い
出
来
な
い
方
々

の
為
の
話
し
合
い
の
場
と
な
り

こ
の
紙
面
が
、
信
者
の
皆
様
の

体
験
談
・
御
意
見
、
あ
る
い
は

御
感
想
で
、
あ
ふ
れ
る
事
を
願

の
こ
と
で
す
。

信
仰
は
現
世
利
益
を
得
る
た

め
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

で
す
か
ら
、
現
世
利
益
を
強
調

し
た
御
利
益
主
義
の
信
仰
は
、

出
発
点
か
ら
し
て
間
違
っ
て
い

る
わ
け
で
す
。

真
理
の
信
仰
の
出
発
点
は
、

感
謝
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら

悩
み
も
、
苦
し
み
も
、
迷
い
も

い
っ
さ
い
を
自
分
が
お
す
が
り

す
る
神
様
に〝
全
託
〟す
る
、
つ

ま
り
お
ま
か
せ

4

4

4

4

す
る
と
こ
ろ
に

救
い
が
あ
る
の
で
す
。〝
感
謝
〟

と〝
全
託
〟は
信
仰
の
二
本
柱
と

い
え
ま
す
。

〝
感
謝
〟と〝
全
託
〟の
結
果
と

し
て
、〝
救
い
〟が
得
ら
れ
る
形

こ
そ
、「
真
理
の
信
仰
」と
い
う

べ
き
も
の
で
し
ょ
う
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ

の
紙
面
を
支
え
て
き
た
皆
様
方

に
感
謝
申
し
上
げ
る
と
共
に
、

『
心
友
会
だ
よ
り
』は
、
休
刊
致

し
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
も
永
久

に
続
く
皆
様
の
出
雲
心
友
教
会

を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

心
友
会
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
はw

w
w
.

shinyukai.or.jp　

h-ida@

shinyukai.or.jp

で
す
。
ま
た
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
へ
の
ご
意
見

ご
感
想
も
お
送
り
下
さ
い
。

八
の
日
の
月
並
祭
に

お
詣
り
致
し
ま
し
ょ
う

月
並
祭
は
、
大
神
様
の
日
頃

の
御
加
護
に
感
謝
す
る
御
祭
で

す
。
自
分
の
損
得
を
抜
き
に
し

て
本
当
に
感
謝
の
お
詣
り
を
さ

せ
て
頂
く
良
い
機
会
で
す
。

『
家
で
自
分
の
大
国
様
に
お

祈
り
し
て
い
る
か
ら
い
い
で

す
』と
か
言
い
訳
し
な
い
で
、

出
来
る
だ
け
本
殿
に
お
詣
り
下

さ
い
。

八
の
日
は
月
に
三
回
あ
り
ま

す
。
せ
め
て
一
日
ぐ
ら
い
は
、

自
分
自
身
で
日
を
決
め
て
お
詣

り
下
さ
い
ま
せ
。

特
に
総
代
の
方
、
支
部
長
の

方
、
初
心
に
返
っ
て
、
あ
の
頃

の
生
き
生
き
と
し
た
、
燃
え
る

様
な
気
持
を
思
い
出
し
て
、
お

詣
り
下
さ
い
。

ま
た
、
そ
の
後
、
勉
強
会
を

さ
せ
て
頂
き
、
大
神
様
に
つ
い

て
の
お
話
を
会
長
先
生
が
し
て

下
さ
い
ま
す
。
そ
の
他
、
皆
様

方
の
体
験
談
や
質
問
な
ど
な
ご

や
か
な
雰
囲
気
の
中
で
、
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
形
式
で
座
談
会

を
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
是
非

ご
参
加
下
さ
い
。

皆
様
の
真
心
の
お
詣
り
を
、

大
神
様
は
大
手
を
広
げ
て
お
待

ち
下
さ
っ
て
い
ま
す
の
で
…
。

昭
和
四
十
四
年
六
月
一
日
に

会
長
先
生
の
念
願
だ
っ
た
、
こ

の『
心
友
会
だ
よ
り
』の
第
一
号

が
、
山
崎
様
の
ご
協
力
に
よ
り

創
刊
さ
れ
ま
し
た
。

あ
れ
か
ら
、
こ
の
第
四
二
二出 雲 大 社 の 神 楽 殿

心
友
会
だ
よ
り
に
寄
せ
て

心
友
会
だ
よ
り
に
寄
せ
て

第 4 2 2 号
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祖
霊
大
祭

　

我
々
日
本
人
は
、
は
る
か
昔

か
ら
、
先
祖
を
祀ま
つ

る
と
い
う
こ

と
を
非
常
に
厳
格
に
行
な
っ
て

い
る
民
族
で
す
。
こ
の
事
は
、

以
前
か
ら
何
度
も
申
し
上
げ
て

お
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
は
ど
の

く
ら
い『
昔
』の
話
な
の
で
し
ょ

う
か
？

　

日
本
に
お
い
て
、
こ
の
事
が

は
っ
き
り
形
と
し
て
現
わ
れ
て

い
る
の
は
古
墳
時
代
と
い
っ
て

よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
ち

ろ
ん
縄
文
時
代
の
土
偶
を
埋
め

る
行
為
も
死
者
に
対
す
る
愛
情

表
現
で
あ
り
、
愛
す
る
者
を
失

っ
た
悲
し
み
の
表
現
で
も
あ
る

で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
死
者
の

霊
魂
の
存
在
を
考
え
て
い
た
も

の
と
も
思
わ
れ
ま
す
。

　

で
は
、
話
を
古
墳
時
代
に
も

ど
し
ま
す
が
、『
古
墳
』と
は
一

体
何
な
の
で
し
ょ
う
か
？

　

一
般
的
に
は
、
当
時
の
権
力

者
が
自
分
を
誇
示
す
る
為
に
つ

く
ら
せ
た
墓
だ
と
い
う
事
が
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
他
に
は
巨
大

な
古
墳
を
つ
く
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
自
分
を
一
般
の
民
衆
か
ら

区
別
し
、
神
聖
化
を
は
か
っ
た

の
だ
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
頃

か
ら
一
般
の
人
々
も
死
者
を
埋

葬
す
る
と
い
う
習
慣
が
確
立
さ

れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

民
族
学
者
の
柳
田
国
男
氏
に

よ
れ
ば
、
神
道
で
は
、
死
の
直

後
の
死
者
の
霊
を『
死
霊
』と
呼

び
ま
す
。
こ
の
死
霊
は
個
性
を

も
ち
、
死し

穢え

を
も
っ
て
い
ま

す
。
子
孫
が
こ
の
死
霊
を
祀
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
死
霊
は
だ
ん

だ
ん
個
性
を
失
い
、
死
穢
が
と

れ
て
浄
化
さ
れ
て
行
き
ま
す
。

一
定
の
年
月
が
過
ぎ
て
、
完

全
に
浄
化
さ
れ
た
死
霊
は
、『
祖

霊
』と
な
り
ま
す
。
死
霊
の
段

階
で
は
山
の
低
い
と
こ
ろ
に
い

る
の
で
す
が
、
こ
れ
が
昇
華
、

浄
化
さ
れ
て
祖
霊
と
な
る
に
し

た
が
っ
て
、
山
の
高
い
と
こ
ろ

に
昇
っ
て
行
く
わ
け
で
す
。

　

そ
し
て
、
高
山
の
上
に
昇
る

に
つ
れ
て
、
死
霊
は
少
し
ず
つ

穢け
が

れ
や
悲
し
み
か
ら
超
越
し
て

清
い
和
や
か
な
神（
祖
霊
）に
な

り
ま
す
。
こ
れ
が
柳
田
邦
男
氏

の『
山
上
昇
神
説
』で
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
日
本
人
の
死

後
の
世
界
観
は
、
仏
教
の
そ
れ

で
は
な
く
、
神
道
の
考
え
方
で

あ
る
と
断
言
し
て
よ
い
と
思
わ

れ
ま
す
。

　

今
で
こ
そ
、
彼
岸
と
か
お
盆

と
か
先
祖
供
養
の
祭
事
は
、
あ

た
か
も
仏
教
の
行
事
で
あ
る
か

の
様
に
粉
飾
さ
れ
行
な
わ
れ
て

お
り
ま
す
が
、
元
来
は
神
道
の

祭
事
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

　

日
本
人
の
心
の
中
に
は
、
四

季
を
通
し
、
先
祖
の
御
霊
を
偲

ん
で
墓
詣
り
を
し
た
り
、
ま
た

御
先
祖
様
が
家
に
帰
っ
て
く
る

と
い
う
、
残
さ
れ
た
子
孫
と
先

祖
と
の
一
体
感
、
先
祖
が
守
護

霊
に
な
っ
て
守
っ
て
下
さ
る
の

だ
と
い
う
、
常
に
自
分
の
肉
体

の
親
に
対
す
る
感
謝
は
、
魂
の

親
で
あ
る
大
神
様
を
慕
う
信
仰

と
同
一
に
、
脈
々
と
ひ
き
つ
が

れ
て
お
り
ま
す
。

　

古
代
よ
り
神
道
の
宗
教
的
施

設
と
し
て
神
社
が
創
建
さ
れ
る

様
に
な
っ
て
か
ら
、
そ
の
後
に

神
社
は
主
と
し
て
村
落
共
同
体

の
祭
り
、
す
な
わ
ち
春
の
豊
作

を
祈
る
祭
り（
祈
念
祭
）、
秋
の

収
穫
を
感
謝
す
る
祭
り（
新
嘗

祭
）を
行
な
う
機
関
と
な
り
神

主
は
、
そ
の
機
能
を
果
た
す
だ

け
で
安
閑
と
し
て
お
り
ま
し

た
。
そ
れ
に
対
し
て
人
生
問
題

に
対
す
る
す
ば
ら
し
い
教
学
を

持
っ
て
い
た
仏
教
は
五
三
八
年

（
五
五
二
年
説
も
あ
り
）伝
来
す

る
と
、
日
本
の
習
慣
や
文
化
な

ど
に
す
ば
や
く
融
合
し
、
人
の

生
死
に
対
し
て
も
解
答
を
与
え

て
く
れ
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
、
葬
祭
と
そ
の
後

の
儀
礼
は
、
一
切
仏
教
と
言
っ

て
良
い
程
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
が
、
も
と
も
と
は
総
て
神

道
で
行
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

今
年
も
秋
季
祖
霊
大
祭
が
近

づ
い
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

皇
室
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、

秋
季
皇
室
祭
が
神
道
行
事
と
し

て
な
さ
れ
、
一
般
国
民
に
先
祖

供
養
の
大
切
な
事
を
率
先
し
て

範
を
垂
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

す
。

　

古
代
か
ら
幽
顕
一
体
の
神
と

し
て
大
国
主
大
神
は
、
私
た
ち

の
生
死
を
司
り
、
死
後
の
霊
魂

の
安
定
を
計
っ
て
下
さ
っ
て
い

た
の
で
す
。

　

日
本
中
に
は
、
八や

百お

萬よ
ろ
ずの

神
々
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す

が
、
そ
の
中
で
私
達
の
死
後
の

霊
魂
の
安
定
ま
で
面
倒
を
み
て

下
さ
る
の
は
、
幽
世
大
神
と
な

ら
れ
ま
し
た
大
国
主
大
神
以
外

に
は
な
い
の
で
す
。こ
の
事
は
、

し
っ
か
り
と
心
に
思
い
と
ど
め

て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

私
共
で
も
秋
季
祖
霊
大
祭
を

九
月
二
十
三
日（
木
）に
仕
え
さ

せ
て
頂
き
ま
す
の
で
、
万
障
お

繰
り
合
わ
せ
の
上
、
是
非
お
ま

い
り
下
さ
い
。

●
心
友
会
だ
よ
り
布
教
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　

心
友
会
だ
よ
り
を
年
間
千
八
百
円

（
一
部
に
つ
き
）
で
お
わ
け
し
ま
す
。

　

親
戚
の
方
や
、
知
人
の
方
に
お
渡

し
く
だ
さ
い
。

　

こ
ち
ら
か
ら
直
接
郵
送
も
可
能
で
す
。

　
（
郵
送
先
を
お
知
ら
せ
下
さ
い
。）

●
会
長
先
生
の
ご
著
書
ご
ざ
い
ま
す

　

会
長
先
生
の
ご
著
書
、「
日
本
の
心

神
道
入
門
」（
再
版
）、「
霊
の
め
ぐ

み
霊
の
さ
わ
り
」、「
神
霊
の
奇
跡
」、

「
神
の
こ
こ
ろ
・
霊
の
め
ぐ
み
」、

　

全
て
、
末
広
会
に
て
販
売
し
て
お

り
ま
す
。

　

在
庫
に
限
り
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、

お
早
め
に
お
求
め
下
さ
い
。

ご
不
明
な
点
等
、ご
ざ
い
ま
し
た
ら

　

○
四
四
（
九
七
六
）
○
七
○
八

心
友
会
コ
ー
ナ
ー

●
各
種
贈
答
品
承
り
ま
す
。

　

多
少
に
拘
ら
ず
、
お
気
軽
に
ご
用
命

下
さ
い
。

●
冠
婚
葬
祭
用
カ
タ
ロ
グ
ご
ざ
い
ま
す
。

　

自
由
に
選
べ
る
カ
タ
ロ
グ
カ
デ
ュ
ー
。

　

予
算
別
に
は
、贈
答
品
文
庫
カ
タ
ロ
グ
。

　

是
非
ご
利
用
下
さ
い
ま
せ
。

　

詳
し
く
は
お
電
話
に
て
。

●
宮
城
県
産
、
キ
ヌ
ヒ
カ
リ
を
御
奉
納

米
と
し
て
承
っ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
ご
自
宅
用
と
し
て
も
、
名
水 

の
逸
品
の
キ
ヌ
ヒ
カ
リ
を
お
召
し
上

が
り
く
だ
さ
い
。

　

発
送
も
致
し
て
お
り
ま
す
。

●
多
良
間
島
産
の
黒
糖

　

販
売
開
始

　

さ
と
う
き
び
か
ら
作
ら
れ
た
本
物
の

黒
糖
で
す
。

　

是
非
、
お
求
め
下
さ
い
。

●
新
製
品
続
々
登
場

　

※
詳
し
く
は
、
お
店
に
て
。

●
他
に
も
多
数
商
品
ご
ざ
い
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
、
資
料
請
求
は
、

○
四
四
（
九
七
六
）
二
八
八
二
ま
で

末
広
会
コ
ー
ナ
ー
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秋
季
例
大
祭

　

以
前
か
ら
何
回
と
な
く
お
話

し
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
大
祭

は
正
面
の
御
扉
が
開
き
、
大
神

様
か
ら
の
波
長（
霊
波
）を
直
接

お
受
に
な
れ
る
チ
ャ
ン
ス
の
日

で
も
あ
り
ま
す
。（
他
に
は
春
季

例
大
祭
と
正
月
の
三
箇
日
に
御

扉
が
開
き
ま
す
が
、
一
年
に
五

日
し
か
な
い
貴
重
な
日
で
も
あ

り
ま
す
。）

　

私
達
の
信
仰
し
て
い
る
神
様

は
、
今
更
言
う
ま
で
も
な
く

神
々
の
司
で
あ
ら
せ
ら
れ
ま

す
。

　

つ
ま
り
、
格
式
が
一
番
高
い

神
様
な
の
で
す
。

　

御
扉
が
開
く
と
言
う
事
は
、

御
神
体（
御
神
像
）を
拝
見
で
き

る
と
言
う
事
で
も
あ
る
訳
で

す
。
め
っ
た
に
な
い
チ
ャ
ン
ス

の
日
で
す
か
ら
、
万
障
お
繰
り

合
わ
せ
の
上
、
是
非
お
ま
い
り

下
さ
い
ま
せ
。

　

大
国
主
大
神
様
は
、
私
た
ち

の
真
心
に
お
答
え
下
さ
る
神
様

で
す
。

　

そ
し
て
感
謝
の
お
ま
い
り
を

大
変
お
喜
び
に
な
ら
れ
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
に
打だ

算さ
ん

が

あ
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

　

昔
の
人
々
は
、
朝
起
き
て
、

ま
ず
神
棚
に
手
を
合
わ
せ
、
そ

し
て
仏
壇
に
手
を
合
わ
せ
ま
し

た
。

　

そ
れ
は
、
ま
ず
神
様
に
感
謝

し
、
そ
し
て
御
先
祖
様
に
感
謝

す
る
気
持
ち
か
ら
の
ご
く
自
然

な
行
為
だ
か
ら
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
食
事
の
時
も
自

然
の
恵
み
に
感
謝
し
て
、
決
し

て
無
駄
に
は
し
な
か
っ
た
の
で

す
。

　

も
ち
ろ
ん
物
も
大
切
に
し
ま

し
た
。

　

感
謝
す
る
気
持
ち
、
そ
し
て

祈
る
気
持
ち
は
、
大
自
然
に
対

し
て
も
、
も
ち
ろ
ん
持
っ
て
い

ま
し
た
。

　

自
然
と
共
存
し
、
決
し
て
逆

ら
う
事
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

そ
れ
は
ま
る
で
日
本
昔
話
の

世
界
だ
と
思
わ
れ
る
方
も
い
ら

っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
が
、
本
当

に
そ
う
だ
っ
た
の
で
す
。

　

日
本
各
地
に
残
っ
て
い
る
昔

話
や
神
話
は
、
単
な
る
〝
お
と

ぎ
話
〟
で
は
な
い
の
で
す
。

　

日
常
生
活
を
通
し
て
気
が
つ

い
た
事
や
自
分
自
身
も
含
め
て

人
間
に
対
す
る
戒
い
ま
し
め
、
そ
し
て

人
々
の
思
い
が
、
ぎ
っ
し
り
詰

ま
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
の
最さ
い

た
る
書
物
が
、
古
事

記
で
あ
り
、
日
本
書
紀
な
の
で

す
。

　

戦
後
、
六
十
年
余
り
が
経
過

し
て
教
育
自
体
が
見
直
さ
れ
る

時
期
と
な
り
ま
し
た
。

　

凶
悪
犯
罪
の
多
発
に
伴
な
う

犯
罪
の
若
年
化
は
、
教
育
も
一

因
と
な
っ
て
い
る
事
は
明
ら
か

で
す
。

　

教
育
す
る
立
場
の
者
が
、
真

剣
に
考
え
な
く
て
は
、
大
変
な

事
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

学
校
教
育
、
家
庭
教
育
の
両

方
が
い
い
加
減
で
は
、
現
像
を

増
長
す
る
だ
け
で
す
。

　

信
仰
が
、
有
る
無
し
に
か
か

わ
ら
ず
、
感
謝
す
る
心
を
持
た

な
け
れ
ば
、
損
得
の
計
算
だ
け

で
行
動
す
る
、
自
分
勝
手
な
人

間
が
増
え
る
だ
け
で
す
。

　

つ
ま
り
、
何
も
考
え
な
い
で

行
動
し
た
結
果
、
常
識
か
ら
は4

ず
れ
た

4

4

4

事
件
に
つ
な
が
る
の
だ

と
思
い
ま
す
。

　

目
に
見
え
る
事
に
感
謝
出
来

な
い
人
間
に
、
目
に
見
え
な
い

事
に
感
謝
し
ろ
と
言
っ
て
も
絶

対
に
無
理
な
事
で
す
。

　

我
々
に
出
来
る
事
は
、
感
謝

す
る
気
持
ち
を
形
に
表
わ
し
て

子
供
達
に
見
せ
、
段
階
を
踏
ん

で
、
教
育
し
て
行
く
以
外
あ
り

ま
せ
ん
。

　

昔
の
人
は
、「
子
供
は
親
の
背

中
を
見
て
育
つ
」と
言
い
ま
し

た
が
、
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま

す
。

　

で
す
か
ら
朝
の
お
ま
い
り

は
「
こ
う
し
て
生
か
さ
れ
て
お

り
ま
す
事
を
心
よ
り
感
謝
申
し

上
げ
ま
す
。」と
言
う
感
謝
、
夜

の
お
ま
い
り
は「
今
日
一
日
を

無
事
に
過
ご
さ
せ
て
頂
き
ま
し

て
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。」

と
言
う
感
謝
の
気
持
ち
を
常
に

持
た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
が
大
神
様
に
対
す
る
畏

敬
の
念
、
御
先
祖
様
に
対
す
る

畏
敬
の
念
、
す
な
わ
ち
先
祖
供

養
に
も
つ
な
が
る
の
で
す
。

　

身
近
な
関
係
、
例
え
ば
母
親

と
息
子
と
の
関
係
で
も
、
お

互
い
が
感
謝
し
合
っ
て
い
れ

ば
、「
生
ん
で
く
れ
て
有
難
う
。」

「
生
ま
せ
て
も
ら
っ
て
有
難

う
。」と
い
う
事
に
も
な
り
ま
し

ょ
う
。

　

魂
の
親
は
、
大
神
様
で
す

が
肉
体
の
親
は
、
両
親（
先
祖
）

な
の
で
す
。

　

本
当
に
感
謝
す
る
事
は
い
く

ら
で
も
あ
り
ま
す
。

　

秋
季
例
大
祭
に
参
列
さ
れ
る

十
月
二
十
四
日（
日
）も
心
か
ら

感
謝
し
、
大
神
様
と
波
長
を
交

流
さ
せ
て
、
気
力
を
充
実
さ
せ

ま
し
ょ
う
。
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く
所
だ
と
信
じ
て
い
た
子
供
の

頃
が
な
つ
か
し
い
で
す
が
、
未

だ
月
は
、
大
い
な
る
力
を
持
っ

た
神
秘
的
な
存
在
で
す
。

　

月
の
神
様
に
お
供
え
を
し
、

十
五
夜
の
月
を
見
る
事
は
、
大

変
縁
起
の
良
い
事
な
の
で
す
。

お
知
ら
せ

☆
こ
の
度
、
職
員
の
佐
藤
武
彦

君
が
、
一
身
上
の
都
合
に
よ

り
退
職
致
し
ま
し
た
の
で
、

ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

☆
永
い
間
、
心
友
会
だ
よ
り
を

ご
愛
読
頂
き
ま
し
て
、
誠
に

有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ま
た
、
お
会
い
出
来
る
日
を

楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。　

　
　
　
　
　
　
　
（
編
集
部
）

十
五
夜

　

花
鳥
風
月
と
も
雪
月
花
と
も

い
わ
れ
る
様
に
、
月
は
古
来
、

日
本
人
に
な
く
て
は
な
ら
な
い

美
の
対
象
だ
っ
た
様
で
す
。

　

と
り
わ
け
旧
暦
八
月
十
五
日

の
満
月
は
も
っ
と
も
美
し
く
、

「
月
々
に
月
見
る
月
は
多
け
れ

ど
、
月
見
る
月
は
こ
の
月
の

月
」と
歌
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
が
中
秋
の
名
月
、
十
五

夜
で
す
。

　

観
月
の
風
習
は
、
平
安
朝
以

降
の
も
の
で
す
が
、
や
が
て
月

は
観
賞
す
る
だ
け
の
も
の
か
ら

祈
り
も
込
め
る
も
の
に
変
わ
っ

て
い
く
の
で
す
。

　

そ
の
昔
、
暦
の
基
準
は
月
に

あ
り
ま
し
た
。

　

人
々
は
月
の
満
ち
欠
け
に
よ

っ
て
月
日
を
知
り
、
農
耕
を
営

み
ま
し
た
。
八
月
は
丁
度
里
芋

が
穫
れ
る
時
期
だ
っ
た
か
ら
、

農
穣
を
象
徴
す
る
満
月
の
日
に

は
里
芋
の
収
穫
儀
礼
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
。

　

稲
作
が
主
体
と
な
る
ま
で
、

日
本
人
の
主
食
は
里
芋
だ
っ
た

の
で
、
十
五
夜
は
大
切
な
作
物

の
予
祝
で
し
た
。

　

月
は
ウ
サ
ギ
が
お
餅
を
つ
く

所
で
、
か
ぐ
や
姫
が
帰
っ
て
行

神
迎
え
と
神
在
祭

　

出
雲
大
社
の
神
在
際
は
、
今

も
陰
暦
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
十

月
十
一
日
か
ら
十
七
日
ま
で
の

一
週
間（
陰
暦
）が
そ
の
期
間
と

な
っ
て
い
ま
す
。（
今
年
は
十
一

月
十
六
日
か
ら
一
週
間
）

　

た
だ
し
、
そ
の
前
日
の
夜
に

神
迎
え
が
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に

先
立
つ
潔
斎
も
あ
る
の
で
、
神

社
と
し
て
は
か
な
り
長
期
に
わ

た
る
緊
張
の
連
続
で
す
。

　

神
々
の
会
議
の
場
所
は
本
社

で
な
く
、
本
殿
か
ら
一
キ
ロ
余

り
西
の
、
稲
佐
の
浜
に
ほ
ど
近

い
字
仮
の
宮
之
、
摂
社
上か
み

ノ
宮

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
初
め
か
ら
こ
こ
へ

参
集
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
い

ち
お
う
本
殿
の
両
側
に
あ
る
、

十じ
ゅ
う

九く

社し
ゃ

へ
お
入
り
に
な
り
、
こ

こ
か
ら
昼
間
だ
け
上
ノ
宮
へ
行

っ
て
会
議
を
さ
れ
、
夜
に
は
十

九
社
へ
帰
っ
て
お
休
み
に
な
る

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

十
九
社
は
、
本
社
の
東
西
に

そ
れ
ぞ
れ
十
九
社
ず
つ
あ
る
の

で
、
合
計
三
十
八
社
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
う
ち

東
十
九
社
へ
は
出
雲
大
社
よ
り

東
の
神
々
が
泊
ま
ら
れ
、
西
十

九
社
へ
は
西
の
神
々
が
泊
ま
ら

れ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
東
十
九
社
の
う
ち
、

北
か
ら
数
え
て
三
番
目
の
社
殿

に
は
お
産
の
神
で
あ
る
塩
竈
さ

ん
が
泊
ま
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
期
間
中
、
安
産
を
祈
願
す

る
も
の
の
参
拝
が
多
く
な
る
様

で
す
。

　

陰
暦
十
日
の
夜
の
神
迎
え
は

稲
佐
の
浜
の
波
打
ち
ぎ
わ
に
、

八
足
を
置
き
、
神ひ
も

籬ろ
ぎ

を
二
本
立

て
て
、
教
統
司
祭
の
も
と
に
海

に
向
っ
て
招
神
を
行
な
う
の
で

す
。
そ
し
て
、
神
籬
を
絹
垣
で

囲
い
、
龍
蛇
神
を
先
に
立
て
、

一
同
扈
従
し
て
本
社
ま
で
神
幸

し
ま
す
。
到
着
し
た
ら
神
籬
を

も
っ
て
神
霊
を
十
九
社
に
そ
れ

ぞ
れ
安
置
し
ま
す
。

　

こ
う
し
て
陰
暦
十
一
日
か
ら

神
在
祭
に
入
り
ま
す
が
、
こ
の

期
間
中
は
、
本
社
と
十
九
社
と

上
之
宮
と
で
、
十
一
日
に
は
小

祭
、
十
五
日
に
は
中
祭
、
十
七

日
に
は
小
祭
と
、
そ
れ
ぞ
れ
三

度
ず
つ
祭
儀
を
行
な
い
ま
す
。

　

本
殿
の
献
饌
は
小
祭
で
五

台
、
中
祭
で
九
台
で
す
が
、
十

七
日
の
小
祭
に
は
、
別
に
玄
米

飯
二
台
を
供
え
ま
す
。
こ
れ
は

玄
米
を
炊
ぎ
、
円
筒
の
型
に
入

れ
て
出
す
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ

一
升
炊
き
で
す
。
上
之
宮
へ

は
、
五
合
炊
き
を
三
台
、
十
九

社
へ
は
そ
れ
ぞ
れ
洗
米
と
神
饌

を
供
え
ま
す
。

　

十
七
日
の
夕
刻
に
な
る
と
、

い
よ
い
よ
神
々
の
お
立
ち
と
い

う
こ
と
で
、
神か

等ら

去さ

出で

祭
と
称

す
る
神
送
り
の
儀
を
行
な
い
ま

す
。

　

本
殿
お
よ
び
八
足
門
の
扉
を

開
き
、
階
下
の
中
央
に
案
を
置

き
、
そ
こ
へ
三
升
餅
を
七
十
六

個
の
小
餅
に
し
て
供
え
ま
す
。

　

ど
う
し
て
七
十
六
個
か
と
い

う
と
三
十
八
社（
東
西
の
十
九

社
）に
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
ず
つ
と

い
う
計
算
で
、
お
土
産
と
し
て

供
え
る
の
で
す
。

　

こ
う
し
て
準
備
が
で
き
る
と

祝
詞
を
あ
げ
、
禰
宜
が「
お
立

ち
、
お
立
ち
」と
三
度
連
呼
し

て
、
素
手
で
楼
門
の
扉
を
叩
き

ま
す
。

　

こ
う
し
て
神
々
は
お
帰
り
に

な
る
の
で
す
。

　

ま
た
、
こ
の
神
在
祭
の
期
間

中
、
社
中
で
は
今
も
厳
重
な
物

忌
を
し
ま
す
が
、
か
つ
て
は
付

近
の
住
民
一
般
も
そ
れ
な
り
に

慎
み
の
態
度
で
す
ご
し
た
そ
う

で
す
。

　

も
と
も
と
、
初
冬
、
陰
暦
の

十
月
、
こ
こ
出
雲
平
野
で
は
西

風
が
強
く
吹
き
荒
れ
、
そ
れ
が

毎
日
続
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
を「
お
忌
荒
れ
」あ
る
い

は「
神
荒
れ
」と
言
い
、
そ
の
音

を
聞
く
と
、「
あ
あ
今
年
も
お
忌

さ
ん
に
な
っ
た
か
。」と
地
元
の

方
々
は
、
思
わ
れ
る
そ
う
で

す
。

　

忌
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く

忌
み
憤
む
と
い
う
事
で
、
祭
り

に
先
立
つ
精
進
潔
斎
を
言
う
も

の
で
し
た
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
に
は「
籠
り
」

と
い
う
こ
と
が
必
須
の
要
件
と

な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

一
般
に
旧
暦（
陰
暦
）の
十
月

を
神
無
月
と
い
い
ま
す
が
、
出

雲
で
は
神か
み

在あ
り

月
と
い
い
、
全
国

の
神
々
が
お
集
ま
り
に
な
ら
れ

る
の
で
、
忌
み
慎
し
ま
ね
ば
な

ら
な
い
と
い
う
思
想
が
古
く
か

ら
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
、
こ
の
期
間
の
こ
と

を「
お
忌
さ
ん
」と
い
い
、
昔
は

一
般
の
方
々
も
普
段
と
は
違
っ

た
生
活
態
度
を
と
っ
て
い
た
様

で
す
。

　

出
雲
大
社
を
は
じ
め
特
定
の

神
社
に
お
い
て
は
、
お
集
ま
り

に
な
る
神
々
を
迎
え
て
行
な
う

神
在
祭
の
伝
統
が
一
貫
し
て
守

ら
れ
て
お
り
、
前
述
の
出
雲
大

社
な
ど
で
、
今
日
も
御
祭
が
、

行
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
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秋 夏 春 冬 秋

秋
季
例
大
祭

（
清
掛
）

春
季
例
大
祭

（
衿
掛
）

秋
季
例
大
祭

（
清
掛
）

衿　掛 清　掛清掛

社
務
所
か
ら
の
お
願
い

　

ま
だ
ま
だ
暑
い
日
が
続
き
ま

す
。

　

皆
様
方
か
ら
毎
年
頂
い
て
お

り
ま
す
年
会
費
及
び
管
理
料
が

未
納
の
方
が
お
り
ま
し
た
ら
、

お
参
り
の
際
、
社
務
所
ま
で
お

申
し
出
下
さ
い
。

　

ま
た
、
郵
便
局
へ
の
振
込
も

ご
利
用
下
い
ま
せ
。

○
年
会
費　
　
（
月
間
五
百
円
）

 
 

年
間
六
千
円

○
祖
霊
社
祖
霊
壇
の
管
理
科

 
 

年
間
五
千
円

○
出
雲
祖
霊
廟
の
管
理
料

 
 

年
間
五
千
円

口
座
番
号
は
、
左
記
の
通
り

〇
〇
二
九
〇
︱
七
︱
二
三
八
一
二

＊ 

お
手
数
で
す
が
、
通
信
欄
に

年
会
費
・
管
理
料
の
区
別
を

名
記
し
て
下
さ
い
。

　

秋
季
例
大
祭
ま
で
、
一
ヵ
月

半
と
な
り
ま
し
た
。

　

大
祭
の
度
毎
に
、
信
者
の
皆

様
方
に
ご
協
力
し
て
頂
い
て
お

り
ま
す
も
の
に
奉
賛
金
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
奉
賛
金
は
、
大
祭

を
執
り
行
な
う
為
に
必
要
な
諸

経
費
を
賄
う
運
営
資
金
と
し
て

役
立
た
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す

の
で
、
よ
ろ
し
く
ご
了
承
下
さ

い
ま
せ
。（
大
祭
の
準
備
費
用
と

お
考
え
下
さ
い
。）

　

ま
た
、
大
祭
の
当
日（
代
参

の
方
は
前
日
ま
で
）に
御
神
前

に
お
供
え
す
る
感
謝
の
し
る
し

と
し
て
の
御
初
穂
料
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
御
初
穂
は
、
日
頃
か

ら
大
神
様
に
御
守
護
し
て
項
い

て
い
る
感
謝
の
気
持
ち
を
形
に

表
わ
す
意
味
の
も
の
で
す
。（
直

接
、
御
神
前
に
お
供
え
し
ま

す
。）

　

古
い
会
員
の
方
々
に
は
今
更

改
め
て
申
し
上
げ
る
迄
も
な
い

事
で
、
誠
に
失
礼
と
は
存
じ
ま

し
た
が
、
新
し
い
会
員
の
方
々

よ
り
質
問
が
あ
り
ま
し
た
の

で
、
こ
の
際（
当
初
ご
奉
賛
を

お
願
い
し
て
よ
り
三
十
年
以
上

経
過
し
て
お
り
ま
し
て
、
新
し

い
信
者
さ
ん
方
に
は
、
そ
の
目

的
と
か
意
義
の
違
い
が
お
わ
か

り
に
な
ら
な
い
方
も
多
分
お
ら

れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

し
た
の
で
）そ
の
趣
旨
の
違
い

を
改
め
て
ご
説
明
さ
せ
て
頂
き

ま
し
た
様
な
次
第
で
ご
ざ
い
ま

す
。

　

何
卒
右
、
ご
理
解
の
上
、
ご

協
賛
賜
り
ま
す
様
、
今
後
共
よ

ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

清
掛
と
衿
掛
に
つ
い
て

　

清
掛
と
衿
掛
の
着
用
の
時
期

に
つ
い
て
、
ま
だ
は
っ
き
り
お

わ
か
り
に
な
ら
な
い
方
が
い
ら

っ
し
ゃ
い
ま
す
の
で
、
確
認
さ

せ
て
頂
き
ま
す
。

　

詳
細
は
、左
記
の
通
り
で
す
。

☆ 

秋
季
例
大
祭
当
日
よ
り
翌
年

の
春
季
例
大
祭
の
前
日
ま
で

清
掛
の
着
用（
冬
季
）

☆ 

春
季
例
大
祭
当
日
よ
り
同
年

の
秋
季
例
大
祭
の
前
日
ま
で

衿
掛
の 

着
用（
夏
季
）

大
祭
の
奉
賛
金
と

　

御
初
穂
料
に
つ
い
て

発車時刻予定表

行先

曜日

行先

曜日

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

備　
　
考

溝19　生田緑地入口経由　向丘遊園駅東口
平日    　  土曜    　  休日

□囲み時刻は、ノンステップバス

46

12  38  54

20  43

23  45

45

46

54

54

01  27

01  27

03  35

07  44

14  49

19  53

54

28  56

30

00  34

59

02

11  52

56

31

02  35

10  44

18  50

31  55

36

55

27  56

26  54

33

59

03

08  52

58

31

03  33

09  41

18  49

31  55

37

発車時刻予定表
行先
曜日

行先
曜日

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
備　
　
考

溝19　生田緑地入口・おし沼経由　溝口駅南口　原ケ谷
平日      　  土曜        休日

58

29  50

13  33  57

58

58

07

07

14  41

15  42

14  45

18  54

24

01  32

06  32

04

08  40

10  45

12  47

15

19

23

05

10  43

18  50

25

01  38

09  51

50

ハ　  ハ

ハ

ハ　  

ハ　  ハ

ハ

ハ　  

09  40

09  45

12  47

13

18

23

07

10  43

19  49

26  59

35

04  48

50
　　  ハ

ハ

無印は、生田緑地入口・おし沼経由　溝口駅南口行
ハ印は、生田緑地入口・おし沼経由　原ヶ谷止まり（溝口駅南口へは参りませんので、ご注意下さい。）
□囲み時刻は、ノンステップバス

発車時刻予定表

行先

曜日

行先

曜日

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

備　
　
考

溝19　溝口駅南口　原ヶ谷
平日    　  土曜    　  休日

無印は、溝口駅南口行

ハ印は、原ヶ谷止まり（溝口駅南口へは参りませんので、ご注意下さい。）

□囲み時刻は、ノンステップバス

04  35  56

19  39

01

04

04

13

13

20  47

21  48

20  51

24

00  30

06  38

12  38

10

　　 ハ

ハ

14  46

16  51

18  53

20

25

29

11

16  49

24  56

31

07  44

15  57

56

ハ　ハ

ハ

ハ

ハ　ハ

ハ

ハ

15  46

15  51

18  53

19

24

29

13

16  49

25  55

32

05  41

10  54

56
発車時刻予定表

行先
曜日

行先
曜日

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
備　
　
考

平日      　  土曜        休日

□囲み時刻は、ノンステップバス

溝19　溝口駅南口

31  56

12  22  30  46  50  59

07  14  25  43

21

09  48

14  46

17  39

18  44

18  40

09  46

23

08  36

09  26

03  20  51

17  46

18

30  50

04  23  37  47  57

06  22  40  57

23

13

13  23  47

49

48

20  44

47

22  46

06  16  38

15  42

19  49

48

21

39

13  52

36

08

31

37

37

31

21

26

23

19

14

14  50

26

19

① 向丘遊園駅東口（小田急線南口）発→おし沼経由溝口駅南口行

② おし沼始発→溝口駅南口行

③ おし沼始発→溝口駅南口行
④ おし沼始発→

向丘遊園駅東口（小田急線南口）行

※お問い合わせ　川崎交通局　0 4 4 － 9 7 7 － 5 2 2 2
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喪そ
う　

葬そ
う

☆
六
月
三
十
日
に
東
京
都
世
田

谷
区
に
お
住
ま
い
の
柳
通
真

知
子
様
の
お
母
様
黒
川
毬
子

様
が
八
十
九
才
で
帰
幽
さ
れ

ま
し
た
。

　

柳
通（
黒
川
）家
の
ご
遺
族
の

方
々
に
は
慎
ん
で
お
悔
や
み

を
申
し
上
げ
る
と
共
に
、
み

た
ま
様
の
ご
冥
福
を
心
よ
り

お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　

春
と
秋
の
年
二
回
行
わ
れ
る

最
も
大
き
な
御
祭
で
す
。

　

そ
の
月
に
祀
込
れ
た
方
々

が
、
そ
れ
ま
で
の
一
年
間
、
大

神
様
に
御
加
護
し
て
頂
い
た
事

に
対
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
御

祭
で
す
。

　

月
並
祭
と
同
様
、
こ
の
年
祭

も
自
分
の
御ご

利り

益や
く

で
は
な
く
、

純
粋
に
感
謝
の
気
持
ち
を
大
神

様
に
御
奉
告
申
し
上
げ
る
機
会

で
も
あ
り
ま
す
。

　

毎
年
、
春
と
秋
に
各
一
回
、

祖
霊
大
祭
を
仕
え
さ
せ
て
頂
い

て
お
り
ま
す
。

　

各
家
の
御
先
祖
様（
両
家
）

の
名
字
を
祭
文
に
入
れ
て
奏
上

し
、
御ご

霊れ
い

璽じ

（
神
徒
の
方
は
、

す
で
に
み
た
ま
が
入
っ
て
い
る

御み

霊た
ま

代し
ろ

）に
み
た
ま
を
お
さ
げ

致
し
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
こ
の
御
霊
璽
は
、

御
先
祖
の
霊
が
さ
が
っ
て
い
る
大

切
な
も
の（
仏
教
の
位
牌
）で
す
。

　

信
者
さ
ん
で
亡
く
な
ら
れ
た

方
々
を
年
一
回
、
合
同
で
御
供

養
さ
せ
て
頂
く
霊
祭
で
す
。

　

一
時
か
ら
の
月
並
祭
が
終
わ

り
次
第
、
祖
霊
社
に
て
仕
え
さ

せ
て
頂
き
ま
す
の
で
、
御
遺
族

の
方
々
は
も
ち
ろ
ん
、
有
志
の

方
々
も
是
非
ご
参
列
下
さ
い
ま

せ
。

　

尚
、
当
日
も
御
伺
い
を
さ
せ

て
頂
き
ま
す
が
、
受
付
は
午
前

十
一
時
厳
守
と
致
し
ま
す
の
で

御
了
承
下
さ
い
。

　

ま
た
、
合
同
慰
霊
祭
の
後
、

御
遺
族
の
方
々
に
よ
る
直
会
が

ご
ざ
い
ま
す
。

　

十
時
・
十
一
時
・
一
時
半
・

二
時
半
・
三
時
半
に
お
仕
え
さ

せ
て
頂
き
ま
す
。

　

各
月︵
そ・

・

・
の
月
︶に
命
日
を
迎

え
ら
れ
る
方
々
の
御
供
養
を
さ

せ
て
頂
き
ま
す
の
で
、
日
程
を

ご
確
認
の
上
、
お
早
め
に
お
申

し
込
み
下
さ
い
。

　

ま
た
、
お
申
し
込
み
の
方
が

多
数
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
の

で
別
の
月
の
方
や
三
柱︵
三
人
︶

以
上
の
御
供
養
を
希
望
さ
れ
る

方
は
、
日
程
を
別
に
お
と
り
致

し
ま
す
の
で
、
社
務
所
ま
で
お

申
し
込
み
下
さ
い
ま
せ
。

九
月
〜
十
二
月
の
行
事
予
定

十
一
月

四
日
㈭ 

み
た
ま
祭

五
日
㈮

十
三
日
㈯ 

七
五
三
詣

十
五
日
㈪ 

神
迎
祭

十
六
日
㈫

二
十 

一 

日
㈰ 

年
祭 

正
午

二
十 

一 

日
㈰ 

総
代
会 

四
時

 
秋
季
祖
霊
大
祭 

二
時

二
十
三
日
㈭

 

懇
親
会 

三
時
半

九
月

※
御
伺
い
は
、午
前
中

　

の
み
受
付
ま
す
。

四
日
㈪ 

み
た
ま
祭

五
日
㈫

十
日
㈰ 

年
祭 

正
午

十
日
㈰ 

総
代
会 

四
時

二
十
四
日
㈰ 

秋
季
例
大
祭 

正
午

 

閉
扉
祭 

三
時

四
日
㈯ 

み
た
ま
祭

五
日
㈰ 

 

十
二
日
㈰ 
年
祭 

正
午

十
二
日
㈰ 
総
代
会

十
八
日
㈯ 
合
同
慰
霊
祭 

二
時

二
十
六
日
㈰ 
餅
つ
き 

九
時

 

大
祓
祭 

二
時

三
十
日
㈭ 
お
た
き
あ
げ

三
十
一
日
㈮ 
除
夜
祭

十
二
月

十
月

～

｝ ｝ ｝｝

｝ ｝｝

九
月
二
十
三
日（
木
）

秋
季
祖
霊
大
祭 

二
時

十
月
十
日（
日
）・
十
一
月
二
十
一
日（
日
）

十
二
月
十
二
日（
日
）

年
祭
︵
感
謝
祭
︶ 

正
午

十
月
二
十
四
日（
日
）

秋
季
例
大
祭 

正
午

　

例
大
祭
で
開
扉
し
た
御
扉
を

感
謝
の
念
を
込
め
て
お
閉
め
す

る
御
祭
で
す
。

　

こ
の
閉
扉
祭
を
も
っ
て
秋
季

例
大
祭
が
無
事
終
了
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

是
非
ご
参
列
下
さ
い
ま
せ
。

十
二
月
十
八
日（
土
）

合
同
慰
霊
祭 

二
時

十
月
四
日（
月
）・
五
日（
火
）

十
一
月
四
日（
木
）・
五
日（
金
）

十
二
月
四
日（
土
）・
五
日（
日
）

み
た
ま
祭
︵
祖
霊
社
︶

十
月
二
十
四
日（
日
）

閉
扉
祭 

午
後
三
時

　

ハ
ガ
キ
で
の
申
込
と
な
り
ま

す
の
で
、
出
席
を
希
望
さ
れ

る
方
の
み︵
代
参
含
む
︶九
月
十

五
日
ま
で
に
必
ず
到
着
す
る

様
、
ご
投
函
下
さ
い
。（
欠
席
の

方
は
不
要
で
す
。）

　

尚
、
当
日
の
御
伺
い
は
、
午

前
十
一
時
ま
で
の
受
付
と
な
り

ま
す
の
で
ご
注
意
下
さ
い
。

　

三
時
半
頃
よ
り
懇
親
会
が
ご

ざ
い
ま
す
。

　

参
加
御
希
望
の
方
は
、
ハ
ガ

キ
の
懇
親
会
の
出
席
に
○
印
を

し
て
下
さ
い
。

　

ハ
ガ
キ
で
ご
案
内
さ
せ
て
頂

き
ま
す
の
で
、
必
ず
出
欠
の
お

電
話
を
下
さ
い
ま
せ
。

　

ま
た
、
祀
込
れ
た
月
に
都
合

が
つ
か
ず
、
今
月
出
席
を
希
望

さ
れ
る
方
も
同
様
に
直
な
お
ら
い会（
昼

食
）の
都
合
が
ご
ざ
い
ま
す
の

で
、
人
数
を
ご
連
絡
下
さ
い
ま

せ
。
直
会
ま
で
が
御
祭
で
す
。

　

尚
、
御
神
体︵
大
国
様
︶と
衿

掛
を
お
忘
れ
な
く
お
持
ち
下
さ

い
。（
十
一
月
か
ら
は
清
掛
）

　

正
面
の
御
扉
が
開
き
、
大
神

様
か
ら
の
波
長
を
直
接
お
受
け

に
な
れ
ま
す
の
で
、
万
障
お
繰

り
合
わ
せ
の
上
、
是
非
お
ま
い

り
下
さ
い
。

　

旧
暦
の
十
月
十
日（
今
年
は

十
一
月
十
五
日
）の
夜
、
出
雲

の
稲
佐
の
浜
に
於
て
、
厳
粛
に

執
り
行
わ
れ
る
御
祭
で
す
。

　

参
拝
ご
希
望
の
方
は
お
早
め

に
社
務
所
ま
で
お
申
し
込
み
下

さ
い
ま
せ
。

　

尚
、
代
参（
お
一
人
様
三
千

円
以
上
）も
お
受
け
致
し
ま
す

の
で
、
参
拝
出
来
な
い
方
は
、

是
非
お
申
し
込
み
下
さ
い
。

　

日
常
生
活
の
中
で
、
私
た
ち

人
間
は
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち

に
、
言
葉
に
よ
っ
て
人
を
傷
つ

け
て
い
る
も
の
で
す
。

　

そ
う
し
た
言
葉
な
ど
の
罪
や

穢
れ
を
、
自
分
の
言こ
と

霊だ
ま（
自
分
の

発
し
た
言
葉
＝
音お
ん

霊れ
い

）に
よ
っ
て

浄
化
し
、
更
に
は
自
分
自
身
を

切き
り

麻ぬ
さ

に
よ
り
祓
い
清
め
ま
す
。

　

封
書
を
お
送
り
致
し
ま
す
の

で
代
参
の
方
の
み
御
初
穂
を
振

込
の
上
、
人
形
を
二
十
日
ま
で

に
お
送
り
下
さ
い
。︵
必
着
︶

　

尚
、
祝
詞
本
を
お
忘
れ
な
く

お
持
ち
下
さ
い
。

　

ま
た
当
日
の
午
前
九
時
よ
り

有
志
に
よ
る﹃
餅
つ
き
﹄が
ご
ざ

い
ま
す
の
で
、
是
非
ご
参
加
下

さ
い
ま
せ
。

十
二
月
二
十
六
日（
日
）

大
祓
祭 

二
時

十
一
月
十
五
日（
月
）
～
十
六
日（
火
）

神
迎
祭


