
31第 号

編集・発行

長崎県神社庁 教化部
令和5年版

長崎市上西山町19-3
ＴＥＬ．095-827-5689

https://nagasaki-jinjacho.or.jp/

ご
造
営
ニ
ュ
ー
ス

4

そ
の
⑥

　七
五
三
詣

参
拝
の
い
ろ
は

　十
一
月
十
五
日
に
は
七
五
三
と
称
し
、七
才
の
女
児
、五
才

の
男
児
、三
才
の
男
女
児
が
家
族
と
共
に
産
土
神
社
に
参
詣

し
、日
頃
の
御
神
徳
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
今
後
の
健
や
か

な
成
長
を
願
い
ま
す
。

　こ
れ
は
帯
解
、袴
着
、髪
置
と
い
う
お
祝
い
の
儀
式
が
起
源

と
さ
れ
て
い
ま
す
。七
才
女
児
の
帯
解
は
、着
物
の
付
け
紐
を

と
り
、大
人
と
同
じ
く
帯
を
締
め
は
じ
め
る
儀
式
で
、室
町
時

代
に
は
行
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。五
才
男
児
の
袴
着
は
初
め

て
袴
を
つ
け
る
祝
い
で
、平
安
時
代
頃
か
ら
行
わ
れ
て
い
た

儀
式
で
す
。三
才
男
女
児
の
髪
置
と
は
三
才
ま
で
病
気
予
防

の
為
に
、髪
を
剃
っ
て
頭
を
清
潔
に
し
て
い
た
の
を
止
め
て

髪
を
伸
ば
し
始
め
る
儀
式
で
、鎌
倉
時
代
頃
に
は
始
ま
っ
た

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　昔
は
今
ほ
ど
医
療
が
発
達
し
て
お
ら
ず
、子
供
を
七
五
三

の
年
齢
ま
で
無
事
に
育
て
る
事
は
並
大
抵
な
こ
と
で
は
な

か
っ
た
の
で
す
。「
七
つ
ま
で
は
神
の
う
ち
」と
い
い
、子
供
の

成
長
は
神
様
に
お
任
せ
す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　時
代
や
環
境
は
変
わ
れ
ど
も
、我
が
子
の
成
長
を
喜
ば
な

い
親
は
お
り
ま
せ
ん
。ど
う
ぞ
七
五
三

に
は
お
近
く
の
神
社
と
御
先
祖
様
へ
お

参
り
し
て
感
謝
の
気
持
ち
を
表
し
、こ

れ
か
ら
の
成
長
を
お
祈
り
し
ま
し
ょ

う
。

お
び
と
き

か
み
お
き

う
ぶ
す
な

は
か
ま
ぎ

伊勢神宮（内宮）・宇治橋の大鳥居

　
日
本
は
八
百
万
神
に
護
ら
れ
た
国

で
す
。
神
話
に
書
か
れ
て
い
る
神
様

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
働
き
を
持
っ
て
い

ま
す
。
性
格
・
働
き
の
異
な
る
神
様

が
そ
れ
ぞ
れ
考
え
を
出
し
合
い
話
し

合
い
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
神
話
の

時
代
に
は
、
須
佐
之
男
命
の
行
い
で

天
照
大
御
神
が
天
の
岩
戸
に
お
隠
れ

に
な
り
日
々
の
生
活
が
出
来
な
く

な
っ
た
時
、
神
様
は
天
安
河
原
に
集

ま
っ
て
意
見
を
出
し
合
い
、
そ
れ
ぞ

れ
の
特
技
を
生
か
し
天
の
岩
戸
を
開

き
、
も
と
の
生

活
に
戻
り
ま
し

た
。
ま
た
、
大
祓

詞
の
中
に
は
、

「
神
集
え
に
集
え
賜
い
神
議
り
に
議

り
賜
い
て
・・
」（
神
様
が
集
ま
っ
て
、

意
見
を
出
し
合
っ
て
・
・
）
と
あ
り

ま
す
。
明
治
維
新
の
後
、
新
政
府
の

基
本
方
針
で
あ
る
五
か
条
の
御
誓
文

の
第
一
に
「
広
く
会
議
を
興
し
万
機

公
論
に
決
す
べ
し
」
と
も
あ
り
ま
す
。

　
古
来
よ
り
我
が
国
で
は
、
神
々
や

人
々
が
同
じ
所
に
集
い
意
見
を
出
し

合
っ
て
物
事
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

色
々
な
考
え
や
特
技
を
持
っ
た
人
た

ち
は
自
分
の
意
見
を
出
し
合
い
、
出

来
る
こ
と
を
行
い
協
力
し
て
生
活
を

行
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
中
心
が
神

社
で
あ
り
祭
り
で
し
た
。
日
本
の
心

は
、違
う
考
え
や
意
見
を
持
つ
人
が
、

話
し
合
い
を
行
い
、
互
い
に
認
め
合

い
協
調
し
な
が
ら
日
々
の
生
活
を

行
っ
て
い
く
こ
と
で
す
。

　
家
の
神
社
は
神
棚
で
す
。
神
棚
に

は
日
本
の
総
氏
神
で
あ
る
伊
勢
神
宮

の
お
神
札
、
氏
神
様
の
お
神
札
を
は

じ
め
信
仰
を
し
て
い
る
神
社
の
お
神

札
を
納
め
ま
す
。「
た
く
さ
ん
の
お

神
札
（
神
様
）

を
祀
っ
て
い
い

で
す
か
？
」
と

よ
く
尋
ね
ら
れ

ま
す
が
、
前
述
の
通
り
神
様
に
は
そ

れ
ぞ
れ
の
働
き
が
あ
り
、
お
力
を
出

し
合
っ
て
良
い
方
向
に
導
い
て
く
だ

さ
い
ま
す
。
毎
日
神
社
へ
お
参
り
す

る
こ
と
は
難
し
い
で
し
ょ
う
か
ら
、

家
に
神
棚
を
祀
り
日
々
の
生
活
が
豊

か
に
な
る
こ
と
を
祈
り
ま
し
ょ
う
。

家
の
中
で
も
、
家
族
そ
れ
ぞ
れ
の
意

見
を
尊
重
し
な
が
ら
、
同
じ
方
向
を

向
く
よ
う
に
話
し
合
う
の
が
日
本
の

心
で
す
。

　
　
　
　
　
　

日
本
の
心

す
さ
の
お
の
み
こ
と

か
む
つ
ど

た
ま

た
ま

ご 

せ
い
も
ん

は
か

　西
海
市
西
海
町
水
浦
郷
に
鎮
座
す
る
三
上
神
社
は
、

由
緒
に
よ
れ
ば
一
六
四
七
（
正
保
四
）
年
か
ら
観
世
音

を
お
祀
り
し
て
い
ま
し
た
が
、
明
治
三
年
に
天
御
影
命

を
お
祀
り
し
、
三
上
神
社
と
改
め
ま
し
た
。

　明
治
七
年
九
月
に
は
長
崎
県
知
事
鈴
木
信
太
郎
の
名
に
よ
り
神
饌
幣
帛
料
供
進
の
神
社
へ
指
定

さ
れ
る
と
の
記
載
が
あ
り
ま
す
。

　ご
社
殿
は
長
年
の
風
雨
に
よ
り
老
朽
化
が
進
み
、
こ
の
数
年
修
復
が
課
題
と
な
っ
て
い
ま
し
た

が
、
こ
の
度
建
設
委
員
会
を
中
心
に
改
築
を
計
画
し
、
氏
子
並
び
に
地
域
有
志
よ
り
特
別
の
ご
寄

進
を
賜
り
、
令
和
三
年
七
月
初
旬
に
旧
社
殿
解
体
奉
告
祭
並
び
に
仮
殿
遷
座
祭
を
斎
行
。
同
月
中

旬
に
起
工
式
、
十
月
十
日
の
例
大
祭
に
て
本
殿
竣
工
祭
並
び
に
本
殿
遷
座
祭
を
滞
り
な
く
執
り
行

い
ま
し
た
。

　そ
の
後
、
参
道
も
整
備
さ
れ
立
派
な
御
社
と
境
内
へ
と
生
ま
れ
変
わ
り
ま
し
た
。

　こ
の
事
業
に
携
わ
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
全
て
の
方
々
へ
謹
ん
で
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

総
事
業
費
：
一
千
二
百
万
円

三
上
神
社

宮
　司
：
本
　田
　
　
　聡

鎮
座
地
：
西
海
市
西
海
町
水
浦
郷
五
〇
六
番
地

ご
祭
神
：
天
御
影
命

電
　話
：
〇
九
五
九
ー
三
二
ー
〇
二
二
七
（
宮
司
宅
）

あ
め
の
み
か
げ
の
み
こ
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の

神
宮
大
麻
と
授
与
大
麻

　
明
治
５
年
か
ら
明
治
天
皇
の
思
し
召
し
に
よ
り
、全
国
に
広

く
頒
布
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
神
宮
大
麻
。

　
実
は
、伊
勢
神
宮
に
は
神
宮
大
麻
と
別
に
、神
宮
に
直
接
お

参
り
に
行
っ
た
人
の
み
が
受
け
る
事
の
で
き
る
お
神
札
が
あ

り
ま
す
。そ
れ
ら
は「
授
与
大
麻
」と
称
さ
れ
、全
国
の
各
神
社

を
通
し
て
頒
布
さ
れ
る
神
宮
大
麻
と
は
区
別
さ
れ
、具
体
的
に

は
、形
状
の
違
い
に
よ
り
剣
祓
、角
祓
、神
楽
大
麻
、な
ど
が
あ

り
ま
す
。

　
神
宮
で
直
接
授
与
さ
れ
る
授
与
大
麻
は
、「
神
宮
へ
お
参
り

し
た
際
の
感
激
と
喜
び
に
、広
大
無
辺
の
御
神
徳
を
仰
ぐ
心
映

え
を
も
っ
て
、拝
戴
を
希
望
す
る
人
に
授
与
さ
れ
る
も
の
」と

さ
れ
、あ
る
種
、一
期
一
会
の
よ
う
な
個
人
的
な
感
情
の
お
も

む
く
と
こ
ろ
に
よ
り
受
け
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、一
方
、神

宮
大
麻
は
、明
治
天
皇
の
御
聖
旨
に
よ
り
、各
氏
神
様
を
通
じ

て
全
国
の
家
庭
に
遍
く
頒
布
さ
れ
る「
大
御
璽
」と
さ
れ
、つ
ま

り
、国
民
に
ひ
と
し
く
頒
布
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
、そ
の

拝
戴
の
趣
を
異
に
し
て
い
ま
す
。

一
生
に
一
度
は
お
伊
勢
参
り

神
宮
大
麻
頒
布
１
５
０
周
年

　
神
宮
大
麻(

伊
勢
神
宮
・
天
照
大
御
神
の
お
神
札
）は
、平
安
時

代
頃
か
ら
活
動
し
て
い
た
と
さ
れ
る「
御
師
」と
呼
ば
れ
る
神
職

に
よ
り
、室
町
時
代
中
期
以
降
に
頒
布
さ
れ
て
い
た「
御
祓
大

麻
」 

に
由
来
し
ま
す
。

　
御
師
の
活
動
は
全
国
に
お
よ
び
、江
戸
時
代
の
史
料
を
基
に

計
算
す
る
と
、な
ん
と
全
国
の
約
９
割
の
家
庭
で
御
祓
大
麻
が

ま
つ
ら
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。

　
と
こ
ろ
が
、明
治
４
年
に
、神
宮
制
度
の
改
革
を
受
け
て
、御

師
制
度
は
廃
止
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。し
か
し
、遠
方
に
住
む

人
々
な
ど
、御
祓
大
麻
を
通
し
て「
お
伊
勢
さ
ま
」を
信
仰
し
て

い
た
人
が
多
く
い
る
こ
と
か
ら
、明
治
５
年
に「
朝
に
夕
に
皇
大

御
神
の
大
前
を
慎
み
敬
ひ
拝
が
ま
し
め
給
ふ
」と
の
、明
治
天
皇

の
御
聖
旨
に
よ
り
伊
勢
神
宮
か
ら
全
国
の
神
社
を
通
じ
て
、直

接
ご
家
庭
に
頒
布
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
時
を
経
て
、令
和
４
年
は
神
宮
大
麻
の
全
国
頒
布
か
ら
、ち
ょ

う
ど
１
５
０
年
の
節
目
を
迎
え
ま
し
た
。令
和
５
年
は
全
国
頒

布
２
０
０
年
へ
向
け
た
新
た
な
一
歩
を
踏
み
出
す
年
で
あ
り
ま

す
。人
々
が
お
伊
勢
さ
ま
に
寄
せ
て
き
た
崇
敬
の
真
心
、そ
し
て

人
々
の
真
心
に
寄
り
添
っ
た
明
治
天
皇
の
思
し
召
し
を
受
け
継

ぎ
、次
世
代
へ
と
伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
伊
勢
の
神
宮
は
、
神
社
神
道
最
大
の
聖
地

且
つ
信
仰
の
中
心
地
で
あ
り
、
全
国
の
神
社

の
中
で
も
格
別
に
尊
い
お
宮
で
す
。

　「
一
生
に
一
度
は
お
伊
勢
参
り
」
と
呼
ば

れ
る
ほ
ど
、
江
戸
時
代
に
は
庶
民
の
間
で
憧

れ
の
旅
路
で
し
た
。
皆
様
も
是
非
、
お
伊
勢

参
り
を
し
、
神
話
に
事
始
ま
り
、
国
史
を
貫

き
現
在
に
至
る
悠
久
の
歴
史
と
心
の
ふ
る
さ

と
と
謳
れ
る
所
以
を
体
感
し
、
感
情
の
お
も

む
き
に
任
せ
授
与
大
麻
を
拝
戴
し
、
ご
家
庭

で
は
神
宮
大
麻
を
通
し
て
日
々
の
祈
り
を
捧

げ
て
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

お
ん  

し

じ
ん
ぐ
う 

た
い 

ま

お 
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い 

た
い
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お
お
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今
日
も
家
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神
宮
大
麻
全
国
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十
周
年
記
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に
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な
る
神
様

が
そ
れ
ぞ
れ
考
え
を
出
し
合
い
話
し

合
い
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
神
話
の

時
代
に
は
、
須
佐
之
男
命
の
行
い
で

天
照
大
御
神
が
天
の
岩
戸
に
お
隠
れ

に
な
り
日
々
の
生
活
が
出
来
な
く

な
っ
た
時
、
神
様
は
天
安
河
原
に
集

ま
っ
て
意
見
を
出
し
合
い
、
そ
れ
ぞ

れ
の
特
技
を
生
か
し
天
の
岩
戸
を
開

き
、
も
と
の
生

活
に
戻
り
ま
し

た
。
ま
た
、
大
祓

詞
の
中
に
は
、

「
神
集
え
に
集
え
賜
い
神
議
り
に
議

り
賜
い
て
・・
」（
神
様
が
集
ま
っ
て
、

意
見
を
出
し
合
っ
て
・
・
）
と
あ
り

ま
す
。
明
治
維
新
の
後
、
新
政
府
の

基
本
方
針
で
あ
る
五
か
条
の
御
誓
文

の
第
一
に
「
広
く
会
議
を
興
し
万
機

公
論
に
決
す
べ
し
」
と
も
あ
り
ま
す
。

　
古
来
よ
り
我
が
国
で
は
、
神
々
や

人
々
が
同
じ
所
に
集
い
意
見
を
出
し

合
っ
て
物
事
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

色
々
な
考
え
や
特
技
を
持
っ
た
人
た

ち
は
自
分
の
意
見
を
出
し
合
い
、
出

来
る
こ
と
を
行
い
協
力
し
て
生
活
を

行
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
中
心
が
神

社
で
あ
り
祭
り
で
し
た
。
日
本
の
心

は
、違
う
考
え
や
意
見
を
持
つ
人
が
、

話
し
合
い
を
行
い
、
互
い
に
認
め
合

い
協
調
し
な
が
ら
日
々
の
生
活
を

行
っ
て
い
く
こ
と
で
す
。

　
家
の
神
社
は
神
棚
で
す
。
神
棚
に

は
日
本
の
総
氏
神
で
あ
る
伊
勢
神
宮

の
お
神
札
、
氏
神
様
の
お
神
札
を
は

じ
め
信
仰
を
し
て
い
る
神
社
の
お
神

札
を
納
め
ま
す
。「
た
く
さ
ん
の
お

神
札
（
神
様
）

を
祀
っ
て
い
い

で
す
か
？
」
と

よ
く
尋
ね
ら
れ

ま
す
が
、
前
述
の
通
り
神
様
に
は
そ

れ
ぞ
れ
の
働
き
が
あ
り
、
お
力
を
出

し
合
っ
て
良
い
方
向
に
導
い
て
く
だ

さ
い
ま
す
。
毎
日
神
社
へ
お
参
り
す

る
こ
と
は
難
し
い
で
し
ょ
う
か
ら
、

家
に
神
棚
を
祀
り
日
々
の
生
活
が
豊

か
に
な
る
こ
と
を
祈
り
ま
し
ょ
う
。

家
の
中
で
も
、
家
族
そ
れ
ぞ
れ
の
意

見
を
尊
重
し
な
が
ら
、
同
じ
方
向
を

向
く
よ
う
に
話
し
合
う
の
が
日
本
の

心
で
す
。

　
　
　
　
　
　

日
本
の
心

す
さ
の
お
の
み
こ
と

か
む
つ
ど

た
ま

た
ま

ご 

せ
い
も
ん

は
か

　西
海
市
西
海
町
水
浦
郷
に
鎮
座
す
る
三
上
神
社
は
、

由
緒
に
よ
れ
ば
一
六
四
七
（
正
保
四
）
年
か
ら
観
世
音

を
お
祀
り
し
て
い
ま
し
た
が
、
明
治
三
年
に
天
御
影
命

を
お
祀
り
し
、
三
上
神
社
と
改
め
ま
し
た
。

　明
治
七
年
九
月
に
は
長
崎
県
知
事
鈴
木
信
太
郎
の
名
に
よ
り
神
饌
幣
帛
料
供
進
の
神
社
へ
指
定

さ
れ
る
と
の
記
載
が
あ
り
ま
す
。

　ご
社
殿
は
長
年
の
風
雨
に
よ
り
老
朽
化
が
進
み
、
こ
の
数
年
修
復
が
課
題
と
な
っ
て
い
ま
し
た

が
、
こ
の
度
建
設
委
員
会
を
中
心
に
改
築
を
計
画
し
、
氏
子
並
び
に
地
域
有
志
よ
り
特
別
の
ご
寄

進
を
賜
り
、
令
和
三
年
七
月
初
旬
に
旧
社
殿
解
体
奉
告
祭
並
び
に
仮
殿
遷
座
祭
を
斎
行
。
同
月
中

旬
に
起
工
式
、
十
月
十
日
の
例
大
祭
に
て
本
殿
竣
工
祭
並
び
に
本
殿
遷
座
祭
を
滞
り
な
く
執
り
行

い
ま
し
た
。

　そ
の
後
、
参
道
も
整
備
さ
れ
立
派
な
御
社
と
境
内
へ
と
生
ま
れ
変
わ
り
ま
し
た
。

　こ
の
事
業
に
携
わ
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
全
て
の
方
々
へ
謹
ん
で
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

総
事
業
費
：
一
千
二
百
万
円

三
上
神
社

宮
　司
：
本
　田
　
　
　聡

鎮
座
地
：
西
海
市
西
海
町
水
浦
郷
五
〇
六
番
地

ご
祭
神
：
天
御
影
命

電
　話
：
〇
九
五
九
ー
三
二
ー
〇
二
二
七
（
宮
司
宅
）

あ
め
の
み
か
げ
の
み
こ
と
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