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（
伊
勢
神
宮
宇
治
橋
・
冬
至
の
日
の
出
） 

     

 

伊
勢
の
神
宮
は
皇
室
の
皇
祖
神
・
天
照
大
御 

神
を
お
ま
つ
り
す
る
、
私
た
ち
日
本
人
の
総
氏 

神
さ
ま
で
す
。
そ
の
創
建
は
第
十
一
代
垂
仁 

天
皇
の
御
代
、
皇
女
・
倭
姫
命
が
天
照
大
御
神
の 

御
教
え
に
よ
り
、
五
十
鈴
川
の
川
上
に
お
ま
つ 

り
に
な
っ
た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。 

 

古
来
よ
り
国
家
の
祭
祀
が
行
わ
れ
、
か
つ
て 

は
天
皇
以
外
が
幣
帛
を
お
供
え
す
る
こ
と
を
禁 

じ
た
「
私
幣
禁
断
」
と
い
う
定
め
が
あ
り
ま
し
た
。 

 
し
か
し
、
多
く
の
国
民
が
天
照
大
御
神
の
尊 

い
御
加
護
を
頂
き
た
い
と
い
う
思
い
と
重
な
り
、 

平
安
時
代
の
後
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
、 

御
師
（
お
し
）
と
い
う
神
主
た
ち
が
、
御
祓
大
麻 

と
い
う
御
札
を
奉
製
し
て
全
国
各
地
に
配
布
し
、 

多
く
の
家
々
で
ま
つ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し 

た
。 

 

江
戸
時
代
に
は
「
お
か
げ
ま
い
り
」
と
い
う
伊 

勢
参
宮
が
ブ
ー
ム
と
な
り
、
全
国
各
地
で
お
伊 

勢
講
が
組
織
さ
れ
ま
し
た
。
御
師
は
神
宮
の
近 

辺
に
屋
敷
を
構
え
、
宿
坊
を
営
み
、
御
祓
大
麻
を 

配
布
し
た
参
詣
者
等
を
出
迎
え
ま
し
た
。 

 

江
戸
時
代
の
後
期
に
は
全
国
の
九
割
近
く
の 

家
々
に
御
祓
大
麻
が
ま
つ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り 

      

ま
す
が
、
御
祓
大
麻
は
御
師
た
ち
が
私
的
に
奉 

製
す
る
御
札
で
あ
り
、
伊
勢
神
宮
の
公
的
な
も 

の
で
は
な
く
、
宿
坊
経
営
の
よ
う
に
営
利
を
目 

的
と
し
た
も
の
で
も
あ
り
ま
し
た
。 

 

明
治
時
代
に
入
る
と
、
神
社
は
国
家
の
宗
祀 

と
な
り
、
私
的
な
活
動
を
行
っ
て
い
た
御
師
は 

廃
止
さ
れ
、
神
宮
で
は
明
治
五
年
に
大
麻
暦
製 

造
局
が
設
置
さ
れ
、
公
的
な
御
札
が
全
国
に
頒 

布
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

 

今
年
は
明
治
五
年
か
ら
数
え
て
百
五
十
年
の 

の
節
目
と
な
り
ま
す
。
こ
の
節
目
を
機
会
に
神 

棚
を
お
ま
つ
り
さ
れ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 

           

中央に①神宮大麻（天照大御神）、 

向って右に②氏神神社の御札、 

向って左に③崇敬神社の御札を 

おまつりします 

お願い申し上げます。 
 



開
運 

南
大
阪
の
神
社
め
ぐ
り 

通
常
神
棚
に
は
伊
勢
の
神
宮
大
麻
、
氏
神
・ 

奈
加
美
神
社
の
御
札
、
崇
敬
者
神
社
（
信
仰
す
る 

神
社
・
ご
縁
を
頂
い
た
神
社
）
の
御
札
と
、
三
社 

の
御
札
を
お
ま
つ
り
し
ま
す
が
、
神
宮
大
麻
と 

氏
神
の
二
社
だ
け
で
も
大
丈
夫
で
す
。 

 

ま
た
従
来
の
よ
う
な
神
棚
を
お
ま
つ
り
す
る 

ス
ペ
ー
ス
が
無
く
て
も
、
コ
ン
パ
ク
ト
に
お
ま 

り
す
る
こ
と
の
で
き
る
、
現
代
風
に
趣
向
を
凝 

ら
し
た
様
々
な
デ
ザ
イ
ン
の
神
棚
も
ご
ざ
い
ま 

す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
環
境
に
合
っ
た
サ
イ
ズ
の
も 

の
を
お
選
び
下
さ
い
。 

神
棚
ま
つ
り
を
お
考
え
の
方
は
ど
う
ぞ
お
気 

軽
に
ご
相
談
下
さ
い
。 

～
神
恩
感
謝
～
お
か
げ
さ
ま
～ 

           

神
棚
は
本
来
ご
利
益
を
願
っ
て
お
ま
つ
り
す 

る
と
言
う
よ
り
も
、
日
々
の
安
寧
を
祈
り
、
無 

事
に
過
ご
さ
せ
て
頂
く
こ
と
に
感
謝
し
、
手
を 

合
わ
せ
る
た
め
の
も
の
で
す
。
「
お
か
げ
さ
ま 

で
す
」
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
そ
の
謙 

虚
な
気
持
ち
を
も
っ
て
日
々
を
過
ご
し
、
物
事 

に
あ
た
る
人
に
、
お
の
ず
と
神
さ
ま
の
恵
み
や 

運
が
添
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。 

今
年
の
大
河
ド
ラ
マ
「
鎌
倉
殿
の
十
三
人
」
を 

ご
覧
に
な
ら
れ
た
方
も
多
か
っ
た
と
思
い
ま
す 

が
、
北
条
義
時
の
息
・
泰
時
は
御
成
敗
式
目 

（
貞
永
式
目
）
を
制
定
し
て
い
ま
す
。
そ
の
第 

一
条
に
「
神
社
を
修
理
し
、
神
事
を
専
ら
に
す 

べ
き
事
」
そ
し
て
「
神
は
人
の
敬
に
よ
っ
て 

威
を
増
し
、
人
は
神
の
徳
に
よ
っ
て
運
を
添 

う
。」
と
続
き
ま
す
。 

神
棚
を
お
ま
つ
り
し
て
神
様
を
敬
い
、
ご
先 

祖
様
の
供
養
も
大
切
に
し
ま
し
ょ
う
。
日
々
の 

感
謝
の
心
が
開
運
へ
の
道
し
る
べ
で
す
。 

              

                             

伊勢神宮遥拝所 

京
都
や
奈
良
も
い
い
け
れ
ど
、 

ま
ず
は
地
元
の
神
社
か
ら
。 

 
 

今
秋
「
南
大
阪
の
お
い
し
い
お
店
」
で 

お
な
じ
み
の
キ
ッ
ト
プ
レ
ス
か
ら
、
待
望 

の
「
南
大
阪
の
神
社
め
ぐ
り
」
が
発
行
さ 

れ
ま
し
た
。 

 
 

堺
よ
り
南
の
泉
州
地
域
、
富
田
林
市
、 

大
阪
狭
山
市
、
河
内
長
野
市
の
神
社
六
十 

四
社
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

表
紙
に
は
当
社
の
末
社
・
大
宮
稲
荷
神 

社
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。 

神
社
参
拝
の
作
法
や
御
朱
印
め
ぐ
り
の 

作
法
、
各
社
の
見
所
や
か
わ
い
い
授
与
品
・ 

御
朱
印
な
ど
の
情
報
が
満
載
。 

南
大
阪
の
お
い
し
い
お
店
の
特
別
編
も 

 

掲
載
さ
れ
て
お
り
、
巻
末
に
は
お
得
な
ク 

ー
ポ
ン
も
付
い
て
い
ま
す
。
お
近
く
の
書 

店
や
コ
ン
ビ
ニ
で
販
売
さ
れ
て
い
ま
す
の 

で
、
お
求
め
に
な
っ
て
み
て
は
い
か
が
で 

し
ょ
う
か
。
（
税
込
み
一
、
〇
〇
〇
円
） 

 

泉
州
地
域
に
は
延
喜
式
内
社
、
重
要
文 

化
財
や
大
阪
府
指
定
文
化
財
を
有
す
る
神 

社
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
泉
州
の
神
社 

を
巡
っ
て
、
泉
州
の
良
い
と
こ
ろ
を
再
発 

見
し
た
り
、
御
朱
印
を
集
め
た
り
と
、
地 

元
を
楽
し
ん
で
み
て
下
さ
い
。 

 



若

宮

講

顕

彰

碑

奉

納 

新
し
い
御
守
の
紹
介 

わ
ん
こ 

に
ゃ
ん
こ 

御
守 

     

                  

 

今
回
新
た
に
ペ
ッ
ト
の
御
守
を
奉
製
し
ま
し 

た
。
迎
え
来
る
令
和
五
年
の
新
年
よ
り
授
与
い 

た
し
ま
す
。 

こ
の
御
守
は
他
社
の
ペ
ッ
ト
御
守
と
は
違 

い
、
本
格
的
な
錦
地
の
御
守
を
ビ
ニ
ー
ル
で
コ 

ー
テ
ィ
ン
グ
し
て
い
ま
す
。
地
柄
は
古
来
よ
り 

魔
除
け
や
災
い
除
け
を
願
っ
て
用
い
ら
れ
る 

「
麻
の
葉
模
様
」
を
採
用
、
丸
型
の
シ
ン
プ
ル 

な
デ
ザ
イ
ン
で
す
。
金
具
で
首
輪
に
取
り
付
け 

る
仕
様
に
な
っ
て
お
り
、
上
品
に
か
わ
い
く
仕 

上
が
っ
て
い
ま
す
。 

ペ
ッ
ト
と
共
に
生
活
す
る
皆
さ
ん
に
と
っ
て 

は
家
族
の
一
員
。
か
わ
い
い
わ
ん
こ
ち
ゃ
ん
、 

に
ゃ
ん
こ
ち
ゃ
ん
に
お
す
す
め
の
御
守
で
す
。 

初
穂
料 

一
、
〇
〇
〇
円
（
お
み
く
じ
付
） 

    

 

奈
加
美
神
社
の
元
の
社
名
は
大
宮
神
社
と
い 

い
ま
し
た
が
、
明
治
四
十
二
年
に
中
庄
・
上
瓦 

屋
・
湊
の
字
々
の
神
社
が
合
祀
さ
れ
、
村
の
頭
文 

字
を
綴
っ
て
奈
（
中
庄
）
加
（
上
瓦
屋
）
美
（
湊
） 

神
社
と
改
称
さ
れ
ま
し
た
。 

 

中
庄
に
は
江
戸
時
代
前
期
に
大
宮
神
社
よ
り 

勧
請
さ
れ
た
、
若
宮
神
社
が
あ
り
ま
し
た
。
現
在 

神
社
の
神
饌
田
と
な
っ
て
い
る
付
近
（
中
庄
町 

会
館
前
の
市
道
泉
佐
野
熊
取
線
沿
い
の
熊
取
の 

手
前
）
に
鎮
座
し
、
当
地
上
出
村
の
氏
神
と
し
て 

村
人
の
崇
敬
を
集
め
ま
し
た
が
、
明
治
の
神
社 

合
祀
令
に
よ
り
元
の
大
宮
神
社
に
合
祀
さ
れ
ま 

し
た
。 

 

天
保
年
間
に
は
若
宮
神
社
の
運
営
組
織
と
し 

て 

有
力
氏
子
で
あ
っ
た
年
寄
役
を
中
心
に
「
若 

宮
講
」
が
組
織
さ
れ
、
合
祀
後
も
現
在
ま
で
講
組 

織
が
受
け
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。
今
回
そ
の
後 

継
者
が
不
在
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
解
散 

す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
幕
を
閉
じ
る
に
あ
た 

り
「
若
宮
講
顕
彰
碑
」
が
奉
納
さ
れ
ま
し
た
。 

拝
殿
と
社
務
所
の
間
を
通
っ
て
計
知
之
神
へ 

向
か
う
参
道
の
右
側
に
建
立
さ
れ
ま
し
た
。 

合
祀
時
に
若
宮
神
社
の
な
ご
り
と
し
て
境
内
に 

移
設
さ
れ
た
、
「
若
宮
大
明
神
」
と
刻
ま
れ
た 

手
水
鉢
と
並
ん
で
い
ま
す
。 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         



安 

産 

戌 

の 

日 

ま 

い 

り 

            

今
回
、
若
宮
講
の 

氏
子
連
明
帖
と
帳
簿 

（
講
の
出
納
帳
）
も 

あ
わ
せ
て
奉
納
さ
れ 

ま
し
た
。 

氏
子
連
明
帖
に
は
、 

明
治
二
十
年
に
日
本 

で
初
め
て
タ
オ
ル
織 

機
を
発
明
製
作
し
た 

里
井
圓
次
郎
翁
の
名 

も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

（
上
写
真
最
終
行
） 

 

今
後
も
地
域
の
歴 

史
と
し
て
神
社
で
大 

切
に
保
管
さ
せ
て
頂 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

き
ま
す
。 

 

    

当
社
の
主
祭
神
は
応
神
天
皇
（
八
幡
さ
ま
）
、 

そ
し
て
配
祭
神
に
は
母
君
の
神
功
皇
后
が
お
ま 

つ
り
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
古
事
記
に
よ
る
と
約 

一
八
〇
〇
年
前
、
神
功
皇
后
は
朝
鮮
半
島
に
出 

征
し
た
際
、
お
腹
に
応
神
天
皇
を
身
ご
も
っ
て 

お
り
、
そ
の
時
に
石
を
帯
の
中
に
巻
き
付
け
、
帰 

還
後
に
無
事
お
産
み
に
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ 

て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
神
功
皇
后
は
安
産 

の
神
と
し
て
崇
め
ら
れ
、
岩
田
帯
の
起
源
に
も 

な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
安
産
祈
願
は
一 

般
的
に
妊
娠
五
ヶ
月
の
戌
の
日
に
お
祓
い
を
受 

け
、
岩
田
帯
を
着
帯
し
ま
す
。
戌
の
日
に
お
参 

り
す
る
の
は
犬
が
多
産
で
あ
り
、
安
産
で
あ
る 

こ
と
に
因
み
ま
す
。 

目
出
度
く
子
宝
に
恵
ま
れ
た
際
に
は
、
戌
の 

日
の
安
産
祈
願
に
お
参
り
下
さ
い
。
安
産
御
守
、 

岩
田
帯
と
共
に
、
普
段
で
も
簡
易
に
お
使
い
頂 

け
る
腹
巻
型
の
腹
帯
も
お
授
け
し
て
お
り
ま
す
。 

       

                         

イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
・
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
公
式 

ペ
ー
ジ
に
フ
ォ
ロ
ー
を
宜
し
く
お
願
い
し
ま
す 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご祈祷のご案内 
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応神天皇を抱く武内宿禰 


