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当日この券を
ご持参ください

平
成
三
十
年
七
月
二
十
九
日 （
日
）

午
後
六
時
〜
九
時（
雨
天
決
行
）

社
頭
に
設
け
た
茅
の
輪
を
く
ぐ
れ
ば
、悪
疫
を
免
れ
幸
福
と
繁
栄

を
招
来
す
る
と
い
う
古
式
に
則
っ
た
夏
越
祭
を
厳
修
い
た
し
ま
す
。

大
祓
神
事

　午
後
六
時
よ
り

　
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

　
参
列
の
方
に
は
大
祓
詞
を
さ
し
あ
げ
ま
す
。

　
ふ
る
っ
て
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

当
日
ご
参
拝
の
方
に

■「
お
札
」と「
茅
」を
授
与
い
た
し
ま
す
。

　
　
魔
除
け
と
し
て
玄
関
に
奉
斎
し
て
下
さ
い
。

■
無
病
息
災・除
災
招
福
御
神
酒
接
待

　
　
ご
参
拝
の
方
に
御
神
酒
を
ご
奉
仕

　
　
い
た
し
ま
す
。

■
か
き
氷 

一
〇
〇
円

　
　
地
元
青
年
会
の
屋
台
が
た
ち
ま
す
。

　
　
　
　
　
　

七
五
三

　
七
五
三
祭
は
、子
供
の
成
長
に
と
も
な
い
節
目
々
々
に
神
社
に
お
参
り

し
て
、いっ
そ
う
の
息
災
成
長
を
祈
る
行
事
で
す
。

　
三
歳
の
男
子
女
子
の
祝
い
を
髪
置
、五
歳
の
男
子
の
祝
い
を
袴
着
、七

歳
の
女
子
の
祝
い
を
帯
解
き
な
ど
と
称
し
ま
す
が
、こ
れ
ら
の
名
称
や
、

そ
の
年
齢
は
地
方
に
よ
り
、時
代
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
一
定
し
ま
せ
ん
。と

も
あ
れ
、七
五
三
は
江
戸
時
代
か
ら
、広
く
行
わ
れ
た
行
事
で
岡
田
宮
で

は
、十
一月
十
五
日
を
当
日
と
し
、そ
の
前
後
を
通
じ
て
に
ぎ
や
か
な
お
参

り
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
な
お
、平
成
三
十
年
の
七
五
三
の
年
齢
は
、左
記
の
と
お
り
で
す
の
で
、

ご
家
族
お
そ
ろ
い
で
お
参
り
下
さ
い
。

　
　
　
　
記

　
三
歳
　
平
成
二
十
八
年
生
（
か
ぞ
え
齢
）

　
　
　
　
平
成
二
十
七
年
生
（
満
年
齢
）

　
五
歳
　
平
成
二
十
六
年
生
（
か
ぞ
え
齢
）

　
　
　
　
平
成
二
十
五
年
生
（
満
年
齢
）

　
七
歳
　
平
成
二
十
四
年
生
（
か
ぞ
え
齢
）

　
　
　
　
平
成
二
十
三
年
生
（
満
年
齢
）

　
※
年
齢
は
か
ぞ
え
年
で
も
、

　
　
満
年
齢
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

　
※
毎
日
午
前
九
時
よ
り
午
後
四
時
半

　
　
ま
で
受
付
を
し
て
い
ま
す
。

ふ
だ

か
や

ち
　
　
わ

正
月
巫
女
奉
仕
者
募
集

　できれば髪の長い方希望
　茶髪不可（程度によります）

北九州市八幡西区岡田町1-46
TEL 093-621-2080

撮影衣装・着付・ヘアーメイク無料

■営業時間　10:00～17:00
■定 休 日　水曜日

￥10,800～
（四切1枚・台紙付）

七五三お出かけレンタル衣装

￥0～
新作ブランド衣装など多数取り揃えております

（お一人様）

　
大
神
様
の
お
側
近
く
で
巫
女
と
し
て

仕
え
、
結
婚
式
や
お
神
礼
や
お
守
り
を

お
授
け
す
る
女
性
奉
仕
者
を
募
集
し
て

い
ま
す
。
神
様
に
仕
え
る
重
要
な
お
務

め
で
あ
り
、
貴
重
な
体
験
に
な
る
か
と

思
い
ま
す
。

 

ご
希
望
の
方
は
神
社
社
務
所

　
　

電
話 

　‒

一
八
九
八

　
　
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

　奉
仕
資
格

　高
校
生
以
上

　
　
　
　
　
　未
婚
の
方

　
※
書
類
審
査・面
接
が
有
り
ま
す
。
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焼
き
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ド
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ク
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フ
ラ
イ
ド
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テ
ト

※

キ
ャ
ン
ド
ル
を
作
っ
て
く
れ
た
児
童
に
は

　ち
び
っ
こ
縁
日
で
使
え
る
引
換
券
を
差
し

　上
げ
ま
す
。
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岡
県
紀
行

55

　
稲
荷
神
社
は
、
農
村
部
で
は
五
穀
豊
穣
を

祈
る
農
業
神
と
し
て
、
ま
た
都
市
部
で
は
商
売

繁
盛
や
病
気
平
癒
な
ど
の
神
様
と
し
て
庶
民
の

篤
い
崇
敬
を
受
け
て
い
ま
す
。

　
さ
て
、
稲
荷
神
社
の
社
頭
に
は
、
崇
敬
者
か

ら
奉
納
さ
れ
た
鳥
居
が
幾
重
に
も
わ
た
り
建
て

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
、
殆
ど
が
朱
塗
り
の

鳥
居
で
す
。

　
朱
色
は
生
命
の
躍
動
を
現
す
と
と
も
に
、
古

来
災
厄
を
防
ぐ
色
と
し
て
も
重
視
さ
れ
て
き
ま

し
た
。
こ
の
た
め
古
く
は
御
殿
や
神
社
の
社
殿

な
ど
に
多
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、
稲
荷
神
社
の

鳥
居
の
朱
色
も
こ
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

　
一方
、
狐
を
稲
荷
神
の
お
使
い
と
す
る
こ
と
で

す
が
、
こ
れ
は
稲
荷
神
の
農
耕
神
と
し
て
の
性

格
と
関
連
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の

岡
田
宮
所
蔵
の
西
郷
隆
盛
の
書

神
社

　
　問
答

な
ぜ

な
ぜ

（その65）（その65）

「
朱
塗
り
の
鳥
居
と
狐
」

　 に
つ
い
て
教
え
て
下
さ
い
。

総
代
会
研
修
旅
行

信
仰
は
「
イ
ナ
リ
」
の
語
源
を
「
イ
ネ
ナ
リ
」

の
略
と
す
る
な
ど
、
田
の
神
に
対
す
る
信
仰
と

深
く
結
び
つ
い
た
も
の
で
し
た
。
田
の
神
の
信
仰

は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、食
物
神
で
も
あ
る
「
宇

迦
之
御
魂
神
（
う
か
の
み
た
ま
の
か
み
）」
と

繋
が
り
、
稲
の
稔
り
の
季
節
が
近
く
な
る
と
、

山
か
ら
人
里
近
く
に
現
れ
る
よ
う
に
な
る
狐
の

姿
を
、
人
々
が
神
聖
な
も
の
と
し
て
捉
え
た
こ

と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
狐
は
稲
の
豊
穣

を
も
た
ら
す
山
の
神
の
お
使
い
で
あ
り
、
山
の

神
は
里
に
降
って
は
田
の
神
と
な
る
た
め
、
狐
は

田
の
神
で
あ
る
稲
荷
神
の
お
使
い
と
い
う
こ
と
に

な
る
わ
け
で
す
。

　
後
に
は
、
食
物
神
の
総
称
と
も
い
え
る
「
御

食
津
神
（
み
け
つ
か
み
）」
が
「
三
狐
津
神
」

と
記
述
さ
れ
る
な
ど
狐
神
に
通
ず
る
こ
と
が
一

般
に
語
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
稲
荷
神
と
狐
の

結
び
付
き
が
連
想
さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
ほ
か
に
も
、
春
日
の
鹿
や
日
吉
の
猿
な

ど
多
く
の
動
物
が
神
の
お
使
い
と
さ
れ
て
お
り
、

こ
う
し
た
こ
と
は
自
然
と
の
共
存
を
大
切
に
考

え
て
き
た
日
本
人
の
信
仰
に
よ
る
も
の
と
い
え

ま
す
。

大

　島

　千

　尋

　
平
成
三
十
年
二
月
二
十
一日
、
毎
年
恒
例
の
総
代
研

修
旅
行
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
八
時
半
に
神
社
を
出
発
し
、
福
岡
市
博
物
館
へ
と
向

か
い
ま
し
た
。
学
問
の
神
〜
天
神
さ
ま
〜
と
い
う
特
別

展
が
開
催
さ
れ
て
お
り
、
当
社
の
天
神
絵
巻
が
展
示
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
学
芸
員
の
方
が
分
か
り
や
す
く
説
明

し
て
く
れ
る
の
で
、
難
し
い
文
章
も
す
ぐ
に
理
解
が
で

き
楽
し
い
時
間
に
な
り
ま
し
た
。

　
次
に
、
福
岡
市
西
区
鎮
座
の
鷲
尾
愛
宕
神
社
へ
と
向

か
い
ま
し
た
。
愛
宕
神
社
の
御
祭
神
は
伊
弉
諾
尊
・
伊

弉
冉
尊
・
火
産
霊
神
・
天
忍
穂
耳
命
で
す
。
高
台
か

ら
は
博
多
湾
を
一
望
で
き
、
眺
め
が
と
て
も
綺
麗
で
し

た
。

　
正
式
参
拝
後
は
昼
食
を
い
た
だ
き
、
博
多
の
食
と
文

化
の
博
物
館
・
め
ん
た
い
こ
工
場
へ
と
向
か
い
ま
し
た
。

め
ん
た
い
こ
が
完
成
す
る
ま
で
の
製
造
過
程
や
作
り
手

の
細
や
か
な
思
い
を
学
び
ま
し
た
。
他
に
も
様
々
な
展

示
・
体
験
コ
ー
ナ
ー
・
博
多
の
名
産
品
が
揃
う
お
店
が

あ
り
、
思
い
思
い
に
楽
し
い
時
間
を
過
ご
し
ま
し
た
。

　
総
代
研
修
旅
行
は
、
毎
年
得
る
も
の
が
多
く
有
意

義
な
時
間
を
過
ご
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
、
来
年
も
ま

た
総
代
、
崇
敬
者
の
皆
様
と
共
に
学
び
多
い
研
修
旅
行

に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
愛
宕
神
社
の
皆
様
に
は
厚
く
お
も
て
な
し
い
た
だ
き
心

よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　　

お

か

の

あ

が

た

き

こ

う

お

か

の

あ

が

た

き

こ

う

　
今
年
は
明
治
元
年（
一八
六
八
）か
ら
一五
〇
年
後
に
あ
た
る
。

昨
年
は
明
治
一〇
年（
一八
七
七
）に
起
こっ
た
西
南
戦
争
か
ら一四

〇
年
後
で
あ
っ
た
。こ
れ
ら
に
深
く
関
わ
っ
た
の
が
西
郷
隆
盛（
一

八
二
七
〜
七
七
）、今
年
の
大
河
ド
ラ
マ「
西
郷
ど
ん
」の
主
人
公

で
あ
る
。

　
西
郷
隆
盛
は
幕
末
期
の
尊
王
活
動・討
幕
運
動
に
お
い
て
活

躍
し
、薩
摩
と
江
戸・京
都・大
坂
を
往
来
し
て
い
る
。そ
の
た
め
、

黒
崎
宿
を
通
行・利
用
し
た
の
は
想
像
に
難
く
な
い
が
、管
見
の

限
り
そ
れ
を
示
す
同
時
代
史
料
は
見
当
た
ら
な
い
。た
だ
、黒

崎
宿
田
町
に
は
、天
保
十
五
年（
一八
四
四
）五
月
に
薩
摩
藩
御

用
達
と
な
っ
た
旅
籠・廻
船
業
者
で
あ
る
桜
屋（「
薩
摩
屋
」・「
薩

摩
問
屋
」）が
あ
り
、肝
付
尚
五
郎（
小
松
帯
刀
）な
ど
も
利
用

し
て
い
た
。桜
屋
主
人
の
古
海（
宇
都
宮
）正
顕
は
岡
田
宮
の
氏

子
の一人
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、黒
崎
宿
熊
手・田
町
の
産
土
神
の
岡
田
宮
に
は
西
郷
隆

盛
の
書（
漢
詩・七
言
絶
句
）が
あ
る
。掛
幅
装
で
大
き
な
も
の
で

あ
る（
掛
軸
の
全
長
は
縦
二
六
二㎝
、横
八
六㎝
。本
紙
は
縦
一四

六・七㎝
、横
六
六・三㎝
）。

 

印 

（
猛
虎
弌
聲
山
月
高
）

半
生
行
路
咲
吾
非
瀟
洒

清
風
入
暁
幃
請
看
疎
煙

短
牆
處
紅
塵
離
去
少
炎
威

　
　
　
　
　
南
洲
　
印
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　（
藤
氏
隆
永
）（
南
洲
）

半
生
の
行
路
吾
が
非
を
咲
い
、瀟
洒
た
る
清
風
暁
幃
に
入

る
。請
う
看
よ
疎
煙
短
牆
の
處
、紅
塵
離
れ
去
っ
て
炎
威
少

な
き
を
。

　「
南
洲
」は
西
郷
の
号
、「
藤
氏
」は
西
郷
の
本
姓
で
あ
る

藤
原
氏
の
略
で
あ
る
。「
隆
永
」は
彼
の
本
来
の
諱（
実
名
）

で
あ
る
。

　
こ
の
漢
詩
は『
西
郷
隆
盛
全
集
』第
四
巻（
一
九
七
八
年
、

大
和
書
房
）に
、「
西
郷
が
参
議
を
辞
職
し
て
帰
郷
し
た
夏

を
自
宅
で
迎
え
た
明
治
七
年
の
作
で
あ
ろ
う
」と
あ
る
。

　
明
治
六
年（
一八
七
三
）の「
征
韓
論
政
変
」で
西
郷
の
主

張
は
通
ら
ず
、彼
は
下
野
し
、鹿
児
島
に
帰
っ
た
。こ
の
漢
詩

は
次
の
よ
う
に
訳
せ
る
。

　「（
鹿
児
島
の
自
宅
で
西
郷
は
）自
身
の
半
生
を
自
嘲
し
、

（
東
京
と
は
異
な
り
）夕
方
に
は
さ
わ
や
か
な
風
が
室
内
に

入
っ
て
来
る
。ど
う
か
見
て
く
れ
、ま
ば
ら
な
煙
が
立
ち
昇

る
短
い
垣
根
の
家
々
が
あ
る
こ
の
と
こ
ろ
を
。（
東
京
の
）に

ぎ
や
か
な
街
の
道
路
に
立
つ
ほ
こ
り
、こ
の
世
の
わ
ず
ら
わ
し

い
事
柄
か
ら
離
れ
去
って
、夏
の
暑
さ
も
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
い

こ
と
を
。」

　
西
郷
は
自
作
の
こ
の
漢
詩
を
気
に
入
って
い
た
よ
う
で
、岡

田
宮
所
蔵
の
も
の
以
外
に
も
二
点
が『
西
郷
南
洲
先
生
墨

香
』（
一九
七
二
年
、西
郷
南
洲
先
生
墨
香・遺
訓
刊
行
会
）か

ら
確
認
で
き
る
。

　
な
お
岡
田
宮
の
西
郷
書
は
、西
郷
南
洲
顕
彰
会
の
鑑
定

で
真
筆
と
さ
れ
た
も
の
で
、世
間
に
あ
ふ
れ
る
西
郷
の
も
の

と
言
わ
れ
る
書
の
多
く
が
偽
筆
で
あ
る
な
か
で
、非
常
に
希

少・貴
重
な
も
の
で
あ
る
。

（
北
九
州
市
立
自
然
史・歴
史
博
物
館
学
芸
員
　
守
友
　
隆
）


