
　

自
由
と
か
民
主
と
か
、
そ
の
文
字
の
主
張
は
立
派

で
あ
る
。
然
し
こ
れ
を
自
分
に
当
て
は
め
る
と
、
す

べ
て
自
分
の
考
え
、
生
活
が
自
由
で
あ
る
と
ば
か
り

は
い
え
な
い
。

　

人
生
は
百
を
満
点
と
す
れ
ば
、
七
十
、
八
十
点
は

不
足
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
常
だ
と
思
っ
て
満
足
し
て

い
る
人
の
方
が
幸
せ
で
あ
る
。

　

徳
川
家
康
が
戦
国
の
世
に
あ
っ
て
、
不
自
由
を
常

と
し
た
こ
と
は
、
戦
国
と
い
う
時
代
即
応
の
生
き
方

だ
っ
た
と
し
て
よ
い
。

　

自
分
の
自
由
と
他
人
の
自
由
と
が
ぶ
つ
か
れ
ば
、

ど
ち
ら
か
が
折
れ
ね
ば
片
が
付
か
ぬ
。
片
が
付
く
と

い
う
こ
と
は
、
片
方
が
折
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

東
照
公
家
康
の
教
え
が
、
実
際
の
生
き
方
を
示
し
た

も
の
と
し
て
、
顧
み
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
考
え
方
が

実
際
的
だ
か
ら
で
あ
る
。

（
神
道
百
言　

一
般
財
団
法
人
神
道
文
化
会
編
よ
り
抜
粋
）

不
自
由
を　

常
と
思
へ
ば　

不
足
な
し

 
 

　
　
　

 

　
　
　
　

―

徳
川
家
康
遺
訓―

今
月
の
こ
と
ば

〔みなつき〕 令和 4 年 ６ 月

「
芸
事
は
六
歳
の
六
月
六
日
」

に
始
め
る
の
が
よ
い
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
？

　

六
月
六
日
は
「
お
稽
古
始
め
の
日
」
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
昔
か
ら
「
芸

事
は
六
歳
の
六
月
六
日
に
始
め
る
と
上
達

が
早
い
」
と
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

一
説
に
よ
る
と
、
指
折
り
数
え
る
と
五

ま
で
は
親
指
か
ら
順
に
指
を
曲
げ
て
数
え

ま
す
が
、
六
は
小
指
を
立
て
て
数
え
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
、「
子
が
立
つ

の
は
六
」
と
縁
起
担
ぎ
を
す
る
よ
う
に
な

り
、
六
歳
六
月
六
日
を
芸
事
始
め
の
日
に

す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
六
十
干
支
に
よ
る
も
の
と
す
る

説
も
あ
り
ま
す
。
昔
は
数
え
年
で
年
齢
を

数
え
て
い
た
の
で
六
歳
は
実
際
に
は
満
五

歳
に
な
り
ま
す
。
五
歳
は
十
二
ヵ
月×

五
で
六
十
ヵ
月
に
相
当
し
ま
す
。
六
十
と

い
う
数
字
は
六
十
干
支
に
通
じ
、
干
支
が

一
巡
し
た
と
考
え
ら
れ
、
新
し
い
こ
と
を

始
め
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
時
期
だ
と
さ
れ

た
わ
け
で
す
。

季
節
の
ま
つ
り

季
節
の
ま
つ
り

季
節
の
ま
つ
り

発行：北海道神社庁一区教化委員会

不
自
由
を
常
と
思
へ
ば

　　　　　　　　　　　

不
足
な
し

～　

徳
川
家
康
遺
訓　

～

百載無窮
　永久極まりなく無限な
こと。天地は永遠に不変
きわまりないこと。

　この月に雨量が少ないと、稲
が開花結実しにくいので、豊作
を祈って雨乞いの祭りが盛んに
行われました。

参
考
文
献

『
日
本
人
数
の
し
き
た
り
』
飯
倉
晴
武
（
青
春
出
版
社
）

大
祓

六
月
三
十
日

　

常
に
清
ら
か
な
気
持
ち
で

　

日
々
の
生
活
を

　

私
た
ち
は
日
々
の
生
活
を
営
む
う
ち
に

知
ら
ず
知
ら
ず
の
間
に
罪
け
が
れ
を
受
け

て
い
ま
す
。
そ
れ
を
祓
う
た
め
の
儀
式
が

大
祓
で
、
こ
れ
は
記
紀
神
話
に
見
ら
れ
る

伊
弉
諾
尊
の
禊
祓
を
起
源
と
し
、
宮
中
に

お
い
て
も
ふ
る
く
か
ら
お
こ
な
わ
れ
て
き

ま
し
た
。
中
世
以
降
、
各
神
社
で
年
中
行

事
の
一
つ
と
し
て
普
及
し
、
六
月
三
十
日

と
十
二
月
三
十
一
日
に
行
わ
れ
ま
す
。
十

二
月
の
晦
日
の
大
祓
に
対
し
て
、
六
月
は

夏
越
の
大
祓
と
い
わ
れ
、
か
や
で
で
き
た

茅
輪
を
く
ぐ
り
、
紙
の
人

形
に
息
を
吹
き
か
け
て
け

が
れ
を
祓
い
清
め
ま
す
。

お
お
は
ら
い

い
ざ
な
ぎ
の
み
こ
と

み
そ
ぎ
は
ら
い

み
そ
か

な
ご
し

ち
の
わ

衣
替
「
袷
」
か
ら

　
「
単
衣
」
に

　

四
季
の
移
ろ
い
が
は
っ
き
り
し
て
い
る

日
本
独
自
の
風
習
で
す
が
、
衣
替
え
は

「
更
衣
」
と
い
わ
れ
る
宮
中
の
行
事
で
、

「
綿
貫
」
と
い
い
、
綿
入
り
の
衣
服
か
ら

綿
を
抜
い
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。
夏
服
着

用
は
六
月
一
日
、
冬
服
は
十
月
一
日
で
す

が
、
現
在
こ
れ
を
守
る
の
は
学
校
や
銀
行
、

企
業
の
制
服
く
ら
い
の
よ
う
で
、
時
期
は

さ
ほ
ど
厳
密
で
は
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

た
だ
着
物
で
は
今
も
衣
替
え
の
習
慣
が
守

ら
れ
て
お
り
、
裏
地
を
つ
け
た
「
袷
」
か

ら
、
裏
地
の
な
い
「
単
衣
」
に
替
え
ま
す
。

あ
わ
せ

こ
う
い

わ
た
ぬ
き

ひ
と
え

水無月水無月

牡丹
ぼたん



《
六
曜
》

【
先
勝
】…

諸
事
急
ぐ
こ
と
に
よ
し
、
午
後
よ
り
わ
る
し

【
友
引
】…

朝
夕
よ
し
、
正
午
わ
る
し
、
葬
式
を
忌
む
　

【
先
負
】…

諸
事
静
か
な
る
こ
と
に
よ
し
、
午
後
大
吉

【
仏
滅
】…

万
事
凶
、
患
え
ば
長
び
く
お
そ
れ
あ
り
　

【
大
安
】…

何
事
を
す
る
の
に
も
吉
の
日
、
大
吉
日
　

【
赤
口
】…

諸
事
油
断
す
べ
か
ら
ず
、
正
午
の
み
吉

《
選
日
の
吉
凶
》

【
三
り
ん
ぼ
う
】…

三
隣
亡
日
、
普
請
始
め
、
棟
上
大
凶
日

【
一
粒
万
倍
日
】…

出
資
・
投
資
・
購
入
、
新
規
事
業
開
始

　
　
　
　
　
　
　 

婚
姻
は
吉
、
借
り
る
、
離
別
は
凶

六
曜
・
選
日

二
十
四
節
気

６ 月
日 月 火 水 木 金 土

３ ４

令和 ４ 年

２０２２年

　　ゐ 　　ね

　うし 　とら 　　う 　たつ 　　み 　うま ひつじ

　さる 　とり 　いぬ 　　ゐ 　　ね 　うし 　とら

先負 仏滅

大安５ ６ ７ ８ ９ 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

　　う 　たつ 　　み 　うま ひつじ 　さる 　とり

　いぬ 　　ゐ 　　ね

赤口

赤口 赤口

赤口

仏滅

先勝

先勝

先勝 先勝

友引

友引

友引

友引

先負

先負

先負

先負

仏滅

仏滅

仏滅

大安

大安

大安

三りんぼう

２

　いぬ

友引１

とり

先勝

30

　とら

先勝29

　うし

赤口

●
祝祭日には国旗を
掲げましょう

安産祈願 ６月の戌の日
いぬ

　２日（木）
１４日（火）
２６日（日）

＊戌の日以外でも安産祈願のご奉仕をして
おります。神社にお問い合わせください。

「
入
梅
」
は
十
一
日
、

　「
え
ぞ
梅
雨
」
と
は
？

　
一
般
に
北
海
道
に
梅
雨
は
な
い
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
梅
雨
前
線
が
お

も
に
本
州
上
に
停
滞
す
る
こ
と
や
、
梅
雨

の
わ
り
に
は
前
線
の
勢
力
が
衰
え
、
北
上

す
る
速
度
が
非
常
に
速
く
な
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
北
海
道
で
梅
雨
に
よ
る
と
思
わ

れ
る
降
水
が
長
く
続
か
な
い
こ
と
が
多
い

か
ら
で
す
。
ま
た
、
年
に
よ
っ
て
は
二
週

間
程
度
、
本
州
の
梅
雨
と
同
じ
時
期
に
ぐ

ず
つ
き
肌
寒
い
天
気
が
続
く
こ
と
が
あ

り
、
こ
れ
を
「
蝦
夷
梅
雨
」（
え
ぞ
つ
ゆ
）

と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
お
も
に
オ
ホ
ー
ツ

ク
高
気
圧
の
勢
力
南
下
に
と
も
な
う
気
象

で
、
冷
涼
な
の
が
特
徴
で
、
俗
に
「
リ
ラ

冷
え
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
尚
、
気

象
庁
で
は
こ
れ
を
梅
雨
と
は
認
め
て
い
ま

せ
ん
。

【
芒
種 

ぼ
う
し
ゅ 

】…
 

六
日

　
旧
暦
五
月
牛
の
月
の
正
節
で
、
雨
が
間
断
な
く
降

り
続
き
、
農
家
は
こ
と
の
ほ
か
多
忙
を
極
め
ま
す
。

芒
種
と
は
芒
の
あ
る
穀
物
、
す
な
わ
ち
稲
を
植
え
つ

け
る
季
節
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

【
夏
至 

げ
し 

】…
 

二
十
一
日

　
旧
暦
五
月
牛
の
月
の
中
気
で
、
こ
の
日
、
北
半
球

で
は
昼
が
最
も
長
く
な
り
、
反
対
に
夜
が
最
も
短
く

な
り
ま
す
。
夏
至
は
夏
季
の
ま
ん
な
か
で
、
梅
雨
し

き
り
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

芒種

三りんぼう

大祓

伊勢神宮月次祭

夏至

入梅

一粒万倍日
天赦日
一粒万倍日

三りんぼう

三りんぼう

一粒万倍日 一粒万倍日

七十二候《６月》
芒　種夏　至

初
侯
・
蟷
螂
生(

か
ま
き
り
し
ょ
う
ず)

　
　
　
か
ま
き
り
が
誕
生
す
る

次
候
・
腐
草
為
蛍(

く
さ
れ
た
る
く
さ
ほ
た
る
と
な
る)

　
　
　
ホ
タ
ル
が
光
を
放
ち
な
が
ら
飛
び
交
う

末
候
・
梅
子
黄(

う
め
の
み
き
ば
む)

　
　
　
梅
の
実
が
薄
黄
色
に
色
づ
く

初
侯
・
乃
東
枯(

な
つ
か
れ
く
さ
か
る
る)

　
　
　
靫
草(

う
つ
ぼ
ぐ
さ)

が
枯
れ
て
い
く

次
候
・
菖
蒲
華(

あ
や
め
は
な
さ
く)

　
　
　
霜
が
収
ま
り
苗
代
の
稲
が
育
つ

末
候
・
半
夏
生(

は
ん
げ
し
ょ
う
ず)

　
　
　
半
夏
生
の
名
を
も
つ
草
の
葉
が
白
く
染
ま
る

※

七
十
二
候
と
は
二
十
四
節
気
の
各
節
気
を
さ
ら
に
３
つ
の
候
に
細
分

し
、
一
年
を
七
十
二
に
分
け
た
も
の
を
い
い
ま
す
。
季
節
の
移
ろ
い
を

気
象
や
動
植
物
の
成
長
・
行
動
な
ど
に
託
し
て
表
現
し
た
も
の
で
す
。


