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当日この券を
ご持参ください

令
和
元
年
七
月
二
十
九
日 （
月
）

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
、令
和
元
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
九
年
生
（
か
ぞ
え
齢
）

　
　
　
　
平
成
二
十
八
年
生
（
満
年
齢
）

　
五
歳
　
平
成
二
十
七
年
生
（
か
ぞ
え
齢
）

　
　
　
　
平
成
二
十
六
年
生
（
満
年
齢
）

　
七
歳
　
平
成
二
十
五
年
生
（
か
ぞ
え
齢
）

　
　
　
　
平
成
二
十
四
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
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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
鳥
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唐
揚
げ
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ド
リ
ン
ク
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フ
ラ
イ
ド
ポ
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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夏
越
祭

夏
越
祭

夏
越
祭

な

　
　  

ご
し      

さ
い

な

　
　  

ご
し      

さ
い

無
病
息
災 

除
災
招
福
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岡
県
紀
行

77

　「
だ
い
こ
く
さ
ま
」
は
、
頭
巾
を
被
り
、
打
出
の

小
槌
を
持
ち
、
肩
に
大
き
な
袋
を
背
負
う
御
姿
か

ら
、
福
徳
や
財
宝
を
人
々
に
与
え
る
七
福
神
の一
神

と
し
て
広
く
信
仰
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
を
仏
教

で
は
大
黒
天
、
神
道
で
は
大
国
主
命
と
し
て
い
ま
す
。

　
大
黒
天
は
イ
ン
ド
の
マ
ハ
ー
カ
ー
ラ
（
摩
訶
迦
羅
）

と
い
う
神
が
起
源
で
あ
り
、マハ
ー
は
「
大
き
い
」
を
、

カ
ー
ラ
は
「
黒
」
を
意
味
す
る
た
め
、
大
黒
天
と
称

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
マ
ハ
ー
カ
ー
ラ
は
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
の
三
大
神
の一
神
で
あ
る
シ
ヴ
ァ
神
の
化
身

で
あ
り
、
破
壊
の
神
と
し
て
恐
れ
ら
れ
て
い
ま
し
た

が
、破
壊
の
後
に
は
再
生
・
復
興
が
巡
って
く
る
た
め
、

豊
穣
を
も
た
ら
す
神
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
仏
教
で
は
大
日
如
来
の
化
身
で
あ
る
と
さ

れ
、
人
を
食
ら
う
悪
鬼
で
あ
る
茶
吉
尼
天
（
だ
き
に

て
ん
）
を
降
伏
さ
せ
た
仏
法
の
守
護
神
と
し
て
信
仰

さ
れ
て
き
ま
し
た
。こ
の
神
の
御
姿
は
忿
怒（
ふ
ん
ぬ
）

の
形
相
を
持
つ
戦
闘
神
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
福

神
と
し
て
の
面
影
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
大
黒
天
は
、
仏
教
伝
来
と
共
に
中
国
の
寺
院
に
お

甲
子
改
元
と
奉
幣
使

神
社

　
　問
答

な
ぜ

な
ぜ

（その67）（その67）

七
福
神

　そ
の
②

　大
国
主
命
と
大
黒
天
は

　同
じ
神
様
な
の
で
し
ょ
う
か
。

総
代
会
研
修
旅
行

い
て
は
、
食
物
を
司
る
神
と
し
て
食
厨
（
台
所
）
の

神
と
な
り
、
こ
の
大
黒
天
を
留
学
僧
で
あ
っ
た
最
澄

が
日
本
に
伝
え
、
比
叡
山
延
暦
寺
の
守
護
と
し
て
祀

り
ま
し
た
。
そ
の一
方
で
、
比
叡
山
の
山
麓
に
鎮
座

す
る
日
吉
大
社
も
天
台
宗
の
守
護
神
と
し
て
崇
め
ま

し
た
。
日
吉
大
社
の
御
祭
神
で
あ
る
大
己
貴
神
（
お

お
な
む
ち
の
か
み
）
が
、
大
国
主
命
と
同
一
神
で
あ

る
た
め
、
一
説
に
は
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
大
黒
天
と
大
国

主
命
と
習
合
が
始
ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
習
合
に
は
、主
と
し
て
「
大
黒
」
と
「
大
国
」

の
字
音
の
類
似
が
起
因
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
お
姿
の
上
で
は
、
延
暦
寺
に
祀
ら
れ
て
い

る「
三
面
六
臂（
ろ
っ
ぴ
）大
黒
天
像
」（
伝
・
最
澄
作
）

の
厳
し
い
お
顔
立
ち
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
当
時

は
完
全
な
習
合
に
至
って
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
こ
れ
が
後
に
、
大
黒
天
と
大
国
主
命
と
が
同
一で

あ
る
と
い
う
信
仰
が
広
く
民
間
に
流
布
す
る
に
つ
れ

て
、『
古
事
記
』
に
見
ら
れ
る
袋
を
背
負
っ
た
大
国

主
命
の
御
姿
に
も
擬
せ
ら
れ
、
忿
怒
の
形
相
を
も
っ

た
大
黒
天
も
、
庶
民
に
親
し
み
や
す
い
現
在
の
よ
う

な
福
神
の
御
姿
と
な
って
い
き
ま
し
た
。

　
で
す
か
ら
、
元
来
は
別
の
神
で
あ
り
、
神
仏
習
合
、

特
に
福
神
信
仰
に
よ
っ
て
、
大
黒
天
の
神
格
が
変
化

し
て
同
一
神
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。

廣

　渡

　孝

　一

　　

お

か

の

あ

が

た

き

こ

う

お

か

の

あ

が

た

き

こ

う

お

か

の

あ

が

た

き

こ

う

　
甲
子（
か
っ
し・き
の
え
ね
）と
は
十
干
十
二
支
の一
番
目
で

あ
る
。阪
神
甲
子
園
球
場
の
名
前
は
、大
正
十
三（
一九
二
四
）甲

子
年
に
竣
工
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
。

　
六
十
年
に
一
度
の
甲
子
の
年
に
は
帝
王
が
変
わ
る
と
い
う
説

が
あ
る
。応
和
四
年（
九
六
四
）は
甲
子
の
年
に
当
た
り
、康
保

と
改
元
さ
れ
た
。以
後
、永
禄
七
年（
一五
六
四
）を
除
き
、元
治

元
年（
一八
六
四
）ま
で
甲
子
改
元
が
な
さ
れ
た
。

　
平
安
時
代
以
降
の
改
元
は
、①
代
始
、②
災
異
、③
瑞
祥
、④

辛
酉
革
命・甲
子
革
令
説
に
よ
る
。明
治
以
降
は一
世
一
元
の
制
、

す
な
わ
ち
天
皇
ご一
代
に
一つ
の
元
号
と
定
ま
り
、①
代
始
だ
け

と
な
っ
た
。

　
さ
て
、甲
子
の
年
に
は
、宇
佐
宮・香
椎
宮
に
奉
幣
使（
勅
使
）

が
朝
廷
か
ら
派
遣
さ
れ
た
。岡
田
宮
は
、そ
の
奉
幣
使
の
黒
崎

宿
通
行
と
関
わ
り
が
あ
っ
た
。

　
寛
保
四（
一
七
四
四
）甲
子
年
は
、二
月
二
十
一日
に
延
享
と
改

元
さ
れ
、九
月
二
十
五
日
、朝
廷
は
香
椎
宮
へ
飛
鳥
井
左
中
将

（
雅
重
）を
派
遣
し
た
。こ
れ
が
江
戸
時
代
最
初
の
派
遣
で
あ

る
。十
月
二
十
日
、奉
幣
使
一
行
が
黒
崎
宿
通
行
の
際
、御
茶
屋

（
本
陣
）の
部
屋
ご
と
の「
祓
」と「
注
連
張
」、東・西
構
口
の「
清

祓
」と「
注
連
張
」を
行
い
、勅
使
の
安
泰
を
祈
願
し
た
の
が
岡

田
宮
大
宮
司
の
波
多
野
讃
岐（
直
清
）で
あ
っ
た
。

　
そ
の
後
、享
和
四
＝
文
化
元
年（
一八
〇
四
）、文
久
四
＝
元
治

元
年（
一八
六
四
）、奉
幣
使
が
派
遣
さ
れ
た
。文
化
元
年
は
四
辻

右
中
将（
公
説
）が
奉
幣
使
で
あ
っ
た
。四
月
九
日
、奉
幣
使
一
行

（
約
一四
〇
人
）は
黒
崎
に
宿
泊
し
た
が
、岡
田
宮
大
宮
司
波
多

野
讃
岐（
直
定
）は
、こ
の
時
神
道
裁
許
を
受
け
る
た
め
上

京
中
で
黒
崎
に
い
な
か
っ
た
。そ
の
た
め
、藤
田
の
春
日
宮
の

波
多
野
河
内（
徳
風
）が
、福
岡
藩
の「
社
家
惣
司
役
」で
あ

る
桜
井
大
宮
司
浦
氏
の
許
可
を
得
て
、奉
幣
使
の
た
め
の
祈

祷
を
行
っ
た
。し
か
し
、御
茶
屋
と
両
構
口
の
あ
る
田
町・熊

手
の
鎮
守
は
岡
田
宮
で
、か
つ
延
享
の
先
例
も
あ
っ
た
た
め
、

今
後
は「
掛
り
」の
岡
田
宮
が
祈
祷
を
行
う
よ
う
に
と
、文

化
二
年
七
月
、桜
井
大
宮
司
が
命
じ
た
。

　
元
治
元
年
の
奉
幣
使
梅
渓
右
中
将（
通
善
）が
黒
崎
を

往
来
し
た
際
の
こ
と
は
管
見
の
限
り
明
ら
か
で
は
な
い
。た

だ
、当
時
の
岡
田
宮
大
宮
司
の
波
多
野
安
芸
守（
直
足
）は
、

奉
幣
使
が
香
椎
宮
に
向
か
う
際
、唐
津
街
道
の
青
柳
宿（
現

古
賀
市
）か
ら
行
列
に
加
わ
っ
て
い
る
。元
治
の
奉
幣
使
一
行

は
約
二
〇
〇
人
、青
柳
に
参
集
し
た
筑
前
国
の
社
家
は

三
五
六
人
で
あ
っ
た
。

　
江
戸
時
代
、奉
幣
使
の
通
行
と
い
う
出
来
事
は
、神
道
の

存
在
感・影
響
力
が
可
視
化
さ
れ
る
重
要
な
機
会
だ
っ
た
の

で
あ
る
。

延
享
元
年
の
奉
幣
使
で
あ
る
飛
鳥
井
雅
重
、あ
る
い
は
権
中

納
言
阿
野
公
緒（
一六
六
六
〜一七
四一）の
書
と
伝
わ
る
。

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

神門の「岡田社」神額

　
平
成
三
十
一
年
三
月
十
五
日
金
曜
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
、
下
関
市
の
唐
戸
市
場
へ

向
か
い
ま
し
た
。

　
市
場
の
開
店
少
し
前
に
到
着
し
て
入
っ
て
いっ
た
の
で

す
が
、
人
気
の
お
寿
司
店
の
前
に
は
す
で
に
人
だ
か
り

の
状
態
で
し
た
。
ク
ー
ラ
ー
ボ
ッ
ク
ス
持
参
の
総
代
さ
ん

達
も
新
鮮
な
魚
介
類
を
購
入
さ
れ
た
よ
う
で
し
た
。

　
そ
の
後
、
歩
い
て
亀
山
八
幡
宮
へ
向
か
い
ま
し
た
。

亀
山
八
幡
宮
は
唐
戸
市
場
の
す
ぐ
目
の
前
に
あ
り
、

道
路
沿
い
の
大
き
な
鳥
居
、
そ
こ
か
ら
す
ぐ
階
段
を
あ

が
る
と
社
殿
が
あ
り
ま
す
。
先
ず
は
正
式
参
拝
。

　
参
拝
後
は
竹

中
宮
司
様
自
ら

神
社
の
由
緒
や

境
内
の
末
社
、

又
石
碑
や
置
物

な
ど
に
つ
い
て
丁

寧
に
説
明
し
て

下
さ
い
ま
し
た
。

　
そ
の
後
社
殿

の
隣
に
あ
る
会

館
に
移
動
し
、

宮
司
様
の
講
話
、
D
V
D
を
鑑
賞
し
ま
し
た
。
竹
中
宮
司

様
を
交
え
て
直
会
を
饗
し
亀
山
八
幡
宮
を
出
発
し
ま
し

た
。
そ
の
後
、
ど
ら
焼
き
の
工
場
見
学
と
カ
マ
ボ
コ
の
販
売

所
へ
立
ち
寄
り
、
そ
こ
で
も
お
土
産
を
た
く
さ
ん
買
っ
て
無

事
神
社
へ
帰
り
ま
し
た
。

　
有
意
義
な
研
修
旅
行
が
出
来
て
、
関
係
者
一
同
、
深
く

感
謝
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
亀
山
八
幡
宮
竹
中
宮
司
様
を

始
め
御
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
。

じ
っ
か
ん
じ
ゅ
う
に
し

お
う
わ

こ
う
ほ

げ
ん
じ

か
っ
し

だ
い
は
じ
め

ず
い
し
ょ
う

し
ん
ゆ
う

ほ
う
へ
い
し

か
ん
ぽ
う

あ
す
か
い
さ
ち
ゅ
う
じ
ょ
う

お
ち
ゃ
や

は
ら
え

し
め
は
り

か
ま
え
ぐ
ち

は
ら
え

さ
ぬ
き

き
ん
こ
と

う
ち
ゅ
う
じ
ょ
う

ち
ん
じ
ゅ

う
め
た
に
う
ち
ゅ
う
じ
ょ
う

み
ち
た
る

あ
き
の
か
み

あ
お
や
ぎ

き
み
お

き
よ
め

よ
つ
つ
じ


