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神
社
総
代
の
職
務
は
、お
祭
り
の
準
備
の
手
伝
い
、祭
典
の
助
勢
や
参

列
、神
社
の
清
掃
を
は
じ
め
と
し
た
管
理
、氏
神
神
社
の
お
神ふ

だ札
と
神
宮

大
麻
の
頒
布
活
動
、氏
子
の
教
化
育
成
、神
社
の
奉
賛
活
動
や
氏
子
費
の

集
金
、ご
祭
神
の
ご
神
徳
を
広
め
た
り
と
多
岐
に
亘
る
活
動
に
寄
与
し
ま

す
。神
社
総
代
は
そ
の
地
域
の
氏
子
・
崇
敬
者
の
代
表
と
し
て
よ
く
宮
司

に
協
力
す
る
こ
と
が
出
来
る
方
の
み
が
就
任
し
ま
す
。ま
た
総
代
の
存
在

は
、神
社
の
維
持
・
運
営
を
円
滑
に
行
う
た
め
の
唯
一
無
二
の
存
在
で
あ

り
、特
に
神
職
が
常
駐
し
て
い
な
い
神
社
に
お
い
て
は
必
要
不
可
欠
な
の

で
す
。

神
社
が
古
く
よ
り
伝
え
て
き
た
伝
統
を
継
承
し
、宮
司
の
良
き
理
解
者

と
し
て
、一
致
協
力
し
て
祭
祀
の
振
興
や
神
社
活
動
の
充
実
を
図
る
こ
と

が
総
代
の
重
要
な
務
め
と
な
り
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、総
代
の
神
社
に
お
け
る
役

割
を
充
分
に
理
解
し
、前
任
者
か
ら
総

代
の
業
務
を
引
き
継
ぎ
、退
任
す
る
際

も
後
任
に
し
っ
か
り
と
引
き
継
ぎ
を
行

う
こ
と
が
大
切
に
な
り
ま
す
。

お
祭
り
の
準
備
と
心
得
に
つ
い
て

神
社
の
総
代
と
し
て
神
職
を
補
助
し
て
祭
典
の
準
備

や
奉
仕
を
行
う
場
合
、事
前
に
神
社
の
お
祭
り
の
由
来

や
伝
統
を
理
解
し
、宮
司
と
祭
典
を
斎
行
す
る
日
程
や

準
備
品
の
確
認
、打
ち
合
わ
せ
を
行
う
こ
と
が
大
切
で
あ

り
、そ
の
準
備
は
漏
れ
が
な
い
よ
う
に
行
い
ま
す
。ま
た

神
職
と
同
様
に
お
祭
り
前
に
は
、言
動
や
動
作
を
正
し
く

し
て
、心
身
の
健
康
に
努
め
、不
浄
に
触
れ
ず
に
清
浄
を

保
つ
心
構
え
を
持
っ
て
お
祭
り
に
奉
仕・参
列
し
ま
す
。

ま
た
、お
祭
り
に
参
列
す
る
場
合
は
神
様
に
対
し
て

不
敬
に
な
ら
な
い
よ
う
な
服
装（
略
礼
服・ス
ー
ツ
等
）で

参
列
し
ま
し
ょ
う
。

お
祭
り
の
準
備
の
一
例

お
祭
り
の
準
備
の
一
例

　（
神
社
の
恒
例
祭
典
、七
五
三
、各
種
祈
願
等
）

　（
神
社
の
恒
例
祭
典
、七
五
三
、各
種
祈
願
等
）

●
当
日
は
社
殿
、境
内
を
清
掃
し
祭
典
を
行
う
に
相
応
し

い
場
所
と
す
る
。

●
祭
典
に
必
要
な
祭
器
具
、神し
ん
せ
ん饌

、玉
串
等
の
準
備
、確
認

を
行
う
。

●
祓
所
や
手
水
所
の
準
備
を
行
う
。

●
直な
お
ら
い会
、御
下
が
り（
徹て
っ
か
ひ
ん

下
品
）の
準
備
を
行
う
。

お
祭
り
の
種
類
に
つ
い
て

年
間
を
通
じ
て
神
社
で
は
様
々
な
お
祭
り
が
行
わ
れ
ま
す
。規
模
に
応

じ
て
大
祭
、中
祭
、小
祭
に
区
分
さ
れ
て
い
ま
す
。

大
　
祭（
例
祭
、祈き

ね
ん
さ
い

年
祭
、新に
い
な
め
さ
い

嘗
祭
、式し
き
ね
ん
さ
い

年
祭
、遷せ
ん
ざ
さ
い

座
祭
、合ご
う
し
さ
い

祀
祭
、そ
の
他

神
社
に
特
別
の
由
緒
あ
る
祭
祀
等
）

中
　
祭（
歳さ

い
た
ん
さ
い

旦
祭
、元げ
ん
し
さ
い

始
祭
、紀き
げ
ん
さ
い

元
祭
、天て
ん

長ち
ょ
う
さ
い祭
、昭し
ょ
う
わ
さ
い

和
祭
、神か
ん
な
め
ほ
う
し
ゅ
く
さ
い

嘗
奉
祝
祭
、

明め
い
じ
さ
い

治
祭
、そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
祭
祀
及
び
神
社
に
由
緒
あ
る
祭
祀
）

小
　
祭（
大
祭
及
び
中
祭
以
外
の
お
祭
り
　
例
月つ

き
な
み
さ
い

次
祭
、日に

っ
く
さ
い

供
祭
等
）

特
に
重
要
な
お
祭
り

神
社
の
特
に
重
要
な
お
祭
り
に
例
祭
、祈
年
祭
、新
嘗
祭
が
あ
り
ま
す
。

例
　
祭
神
社
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
お
祭
り
で
あ
り
、ご
祭
神
に
関
わ
り

の
あ
る
日
や
神
社
の
創
建
日
等
そ
の
神
社
に
ゆ
か
り
の
深
い
日

が
あ
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

祈
年
祭
二
月
十
七
日
に
行
わ
れ
る
お
祭
り
で
皇
室
の
弥い

や
さ
か栄
と
国
家・国

民
の
一
年
の
安
泰
、稲
の
豊
穣
を
は
じ
め
あ
ら
ゆ
る
産
業
の
発

展
と
国
力
の
充
実
を
祈
る
お
祭
り
で
す
。

新
嘗
祭
十
一
月
二
十
三
日
に
行
わ
れ
る
お
祭
り
で
新
穀
の
収
穫
を
感
謝

し
て
皇
室
の
弥
栄
と
国
家・国
民
の
安
泰
を
祈
る
お
祭
り
で
す
。

神
社
総
代
の
皆
様
へ

祈
り
の
心
と
神
社

山
や
海
の
近
く
等
全
国
の
至
る
所
に
約
八
万
社
の

神
社
が
鎮
座
し
て
い
ま
す
。こ
の
風
景
は
日
本
独
特

の
も
の
で
あ
り
、神
社
を
中
心
と
し
た
信
仰
が
神
道

で
す
。

私
た
ち
の
祖
先
は
自
然
と
関
わ
り
な
が
ら
生
き
て

い
く
中
で
、清
浄
な
山
や
岩
、木
や
滝
な
ど
の
自
然
物

に
神
々
が
宿
る
も
の
と
し
て
ま
つ
り
ま
し
た
。や
が
て

ま
つ
り
の
場
に
建
物
が
建
て
ら
れ
、祈
り
の
場
で
あ
る

神
社
が
誕
生
し
ま
し
た
。

古
く
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、神
社
の
お
祭
り
は

連
綿
と
続
け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。人
々
は
日
毎
の
神
恩

に
感
謝
を
し
て
、様
々
な
祈
り
を
捧
げ
て
き
ま
し
た
。

祈
り
の
本
質
は
今
も
昔
も
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。こ
の

祈
り
の
心
、そ
し
て
祈
り
の
場
で
あ
り
、地
域
の
中
枢

を
担
っ
て
き
た
神
社
を
次
世
代
に

繋
ぐ
こ
と
が
今
を
生
き
る
私
た
ち

に
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
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祭
器
具
の
取
り
扱
い
方
に
つ
い
て

祭
器
具
に
つ
い
て

祭
典
に
は
祭
器
具
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。こ
こ
で
は
主
に
使
用
す
る
祭
器
具
の
名
称
と

形
状
を
イ
ラ
ス
ト
で
紹
介
し
ま
す
。

折敷の持ち方
親指を左右の縁の外側に、他の指
と手のひらとを裏に当てて、目の
高さに捧げ持ちます。

三方の持ち方
親指を左右の縁の外側に、他の指
を折敷と胴とに当てて、目の高さ
に捧げ持ちます。

渦巻き状にまるく編んだ敷物
です。

お供えを載せて供える際に用い
ます。供える際は縁の綴目を手前
に向けます。

神饌を載せて供える際に用いま
す。供える際は縁の綴目を手前に
向けます。

●腰掛の一種であり、脚を交差さ
せて折り畳めるようにしたもの
です。
●交差した外側の足の下部を前に
します。

神前で用いられている敷物で、
跪いて座するときに使います。

●案は神饌や玉串等を載せる
机状の台のことです。

●薦の上に案を置きます。

案あ
ん三さ

ん
ぽ
う方

薦こ
も

軾
ひ
ざ
つ
き

胡こ
し
ょ
う床

折お
し
き敷

円え
ん
ざ座

手前へ向ける
本殿に差口を
向ける

手前へ向ける

前

前後

後

神明鳥居

山王鳥居

八幡鳥居

明神鳥居

私
た
ち
が
神
社
に
お
参
り
を
す
る
時
、ま
ず
目
に
す

る
鳥
居
は
、神
社
の
神
聖
さ
を
象
徴
す
る
建
造
物
と

言
え
ま
す
。鳥
居
は
神
社
の
内
と
外
を
分
け
る
境
に

立
て
ら
れ
、鳥
居
の
内
は
神
様
が
お
鎮
ま
り
に
な
る
神

域
で
す
。

鳥
居
は
、そ
の
材
質
・
構
造
も
多
種
多
様
で
、そ
れ

ぞ
れ
の
神
社
に
よ
り
形
態
が
異
な
り
ま
す
。

鳥
居
に
つ
い
て

鳥
居
に
つ
い
て

コラムコラム
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手て
み
ず水

の
作
法
に
つ
い
て

祭
場
の
位い

じ次
に
つ
い
て（
一
例
）

ご
神
座
に
近
い
方
を
上
位（
尊
き
）、遠

い
方
が
下
位
で
あ
り
ま
す
。ご
神
座
の
中

心
か
ら
正
面
前
方
へ
の
延
長
線
を
正
中

と
言
い
ご
神
座
に
次
ぐ
上
位（
尊
き
）で

あ
り
、神
前
に
向
か
っ
て
右
を
次
と
し
、向

か
っ
て
左
を
そ
の
次
と
し
ま
す
。

具
体
的
な
進
退
の
作
法
と
し
て
は
、

一
、正
中
の
場
合　

左
足
か
ら
進
み
、右

足
か
ら
退
き
ま
す
。

右
足
か
ら
立
ち
上
が
り
、左
足
か
ら
坐

り
ま
す
。

一、正
中
以
外
の
場
合　

下
位
の
足
か
ら

進
み
、上
位
の
足
か
ら
退
き
ま
す
。

　

下
位
の
足
か
ら
立
ち
上
が
り
、上
位
の

足
か
ら
坐
り
ま
す
。

右手で柄
ひしゃく
杓を持ち、手水

鉢から水を汲み、左手に
かけて清めます。

あらためて柄杓を右手
に持ちなおし、左手に水
をため、その水で口を濯
ぎます。

次に柄杓を左手に持
ちなおし、右手にかけ
て清めます。

最後にもう一度左手に
かけて清めます。

紙紙し

で

し

で垂垂
の
作
り
方

の
作
り
方

コラムコラム

①③

②④

①
半
紙
を
四
つ
切
り
に
し
、縦

に
二
つ
折
り
に
す
る
。

②
四
等
分
折
り
目
を
つ
け
、上

下
互
い
違
い
に
三
分
の
二
ま

で
切
り
込
み
を
入
れ
る
。

③
折
り
目
の
あ
る
一
片
を
頭
に

し
て
、残
り
の
二
片
を
順
に

手
前
に
折
り
返
す
。

④
最
後
の
片
を
折
り
終
わ
っ
た

ら
、頭
を
小
さ
く
折
り
曲
げ

て
お
く
。

拭
ぬぐいがみ

紙
手を拭う際に用います。
折り方には以下の三通
りあります。尚、拭紙は
半紙を用います。

正せ
い
ち
ゅ
う中

上
じょうい

位

下
か い

位
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玉
串
拝
礼
に
つ
い
て

③
玉
串
の
先
を
さ
ら
に

時
計
回
り
に
回
し
根

元
を
神
様
の
方
へ
向

け
ま
す
。

②
玉
串
の
先
を
時
計
回

り
に
九
十
度
回
し
ま

す
。左
手
を
下
げ
て
根

元
を
持
ち
祈
念
を
こ
め

ま
す
。

④
玉
串
を
案（
お
供
え
用
の

台
）に
お
供
え
し
ま
す
。

⑤
二
拝
二
拍
手
一
拝（
二
回

深
く
お
じ
き
、二
回
拍
手
、

一
回
深
く
お
じ
ぎ
）の
作

法
で
お
参
り
し
ま
す
。

①
玉
串
は
右
手
で
枝
の
根

元
を
上
か
ら
と
り
、左

手
は
葉
の
裏
側
か
ら
と

り
、胸
の
高
さ
で
左
高

に
捧
げ
持
ち
ま
す
。

敬
礼
作
法
に
つ
い
て

四
十
五
度

立って行う場合座って行う場合

お
祓
い
を
受
け
る
と
き

六
十
度
祝
詞
が
奏
上
さ
れ
て
い
る
と
き

九
十
度
拝
礼
を
行
う
と
き

90°

90°

60°

45°

45°

玉
串
は
榊さ

か
きの

枝
に
紙
垂
を
つ
け
た
も
の
で
あ
り
、神

職
や
参
拝
者
等
が
神
前
に
拝
礼
す
る
時
に
捧
げ
ら
れ

ま
す
。玉
串
の
由
来
は
諸
説
あ
り
ま
す
が
、神し

ん
れ
い霊

が
宿

る
依よ

り
し
ろ代

で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。玉
串
を
捧
げ
て

祈
る
人
の
気
持
ち
が
こ
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、神
様

と
お
祈
り
す
る
人
と
の
霊
性
を
合
わ
せ
る
仲
立
ち
と
し

て
の
役
割
を
果
た
す
供
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え

ま
す
。

ご
神
前
に
金
銭
や
供
物
を
お
供
え
す
る
際
に
は
、

表
書
き
に「
玉
串
料
」や「
初は

つ
ほ穂
料
」、「
御
神
前
」

「
御お

そ
な
え供

」等
の
書
き
方
が
一
般
的
で
す
。「
玉
串
料
」は

玉
串
の
代
わ
り
に
、「
初
穂
料
」は
そ
の
年
に
初
め
て
収

穫
さ
れ
た
お
米
の
代
わ

り
に
お
供
え
す
る
料
で

あ
る
こ
と
を
意
味
し
て

い
ま
す
。 玉

串
に
つ
い
て

玉
串
に
つ
い
て

コラムコラム

玉
串
料

玉
串
料

氏
名

60°
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①

①

②

②

注
連
縄
は
神
社
の
社
殿
や
鳥
居
、御
神
木
、神
域
、

祭
場
等
神
聖
、清
浄
な
場
所
を
示
す
た
め
に
張
り
巡
ら

す
縄
の
こ
と
で
す
。付
け
方
と
し
て
は
、紙
垂
の
上
部
を

図
の
よ
う
に
折
り
、注
連
縄
に
挟
み
込
み
ま
す
。お
祭
り

の
前
や
新
年
を
迎
え
る
際
に
は
、注
連
縄
や
紙
垂
を
交

換
し
ま
し
ょ
う
。

注注し

め

な

わ

し

め

な

わ

連
縄
連
縄
の
付
け
方

の
付
け
方

コラムコラム

神し
ん
せ
ん饌
の
供
え
方
・
下
げ
方
に
つ
い
て

神
様
に
お
供
え
す
る
食
べ
物
や
お
酒
等
を
神
饌
と
言
い
ま
す
。品
目
は

神
社
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、一
般
的
に
は
米
、酒
、餅
、魚
、

海
菜
、野
菜
、果
物
、菓
子
、塩
、水
等
を
お
供
え
す
る
こ
と
が
多
い
で
す
。

台数の合計が奇数の場合は案（机）の中心に1台目を、偶数の
場合は中心を挟んで左右に、上記番号の順に供えます。
下げる場合は供えた順とは逆に下げます。

奇数例（5台）

偶数例（6台）

三
方
の
受
け
渡
し
方

折
敷
の
受
け
渡
し
方

受けるには、左、右の順に手の平を胴
に当てて三方の重さを受け止め、親指
は縁の外側に当てて、他の四指は揃え
て、渡す者の手の甲を斜め下の方から
手を覆うようにかけます。

渡す者が右、左の順に手を引
くと同時に四指の位置を折
敷の裏と胴とに移しかえて捧
げ持ちます。

受けるには、左、右の順に手をかけ、親
指は縁の外側に当て、他の四指は揃え
て渡す者の手の甲を下から、交差する
形で覆います。

渡す者が右、左の順に手を引
くと同時に、折敷の裏に手の
平を当てて捧げ持ちます。

中 心

作
り
方

紙垂の折返しを手前にし、
先端を注連縄に挟み込み
ます。

①
米・酒

②
乾物

④
果物

③
野菜

⑤
水・塩

②
酒

④
野菜

⑥
水・塩

①
米

③
魚

⑤
果物
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直な
お
ら
い会
に
つ
い
て

直
会
は
神
様
に
お
供
え
し
た
神
饌
や
撤
下
品
を
奉
仕
者
や
参
列
者
が

頂
戴
し
て
神
様
の
ご
神
威
を
戴
く
こ
と
で
す
。祭
典
終
了
後
、社
務
所
等

で
諸
員
一
同
集
ま
り
、食
事
や
お
神
酒
を
頂
戴
致
し
ま
す
。お
神
酒
を
受

け
る
時
に
は
拍
手
を
一
つ
行
い
、盃

さ
か
つ
きを
両
手
に
執
って
お
神
酒
を
受
け
ま
す
。

正
式
に
は
神
宮
と
い
い
、三
重
県
伊
勢
市
に
鎮
座
す

る
神
社
で
す
。皇
室
の
ご
先
祖
の
神
様
で
あ
る
天
照
大

御
神
を
ま
つ
る
皇
大
神
宮（
内
宮
）と
天
照
大
御
神
の

お
食
事
を
司
る
神
様
で
あ
る
豊と

よ
う
け
の
お
お
み
か
み

受
大
御
神
を
ま
つ
る

豊
受
大
神
宮（
外
宮
）の
両
宮
を
は
じ
め
、摂
社
、末
社

等
を
合
わ
せ
て
百
二
十
五
社
の
総
称
の
こ
と
で
す
。

ま
た
、二
十
年
に
一
度
ご
社
殿
や
ご
神
宝
を
一
新
す

る
神
宮
最
大
の
お
祭
り
で
あ
る
式
年
遷
宮
を
執
り
行

い
ま
す
。直
近
で
は
平
成
二
十
五
年
に
六
十
二
回
目
の

式
年
遷
宮
が
古
式
の
ま
ま
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

伊
勢
神
宮
に
つ
い
て

伊
勢
神
宮
に
つ
い
て

コラムコラム

神じ
ん
ぐ
う
た
い
ま

宮
大
麻
頒
布
に
つ
い
て

神
宮
大
麻
は
、皇
室
の
ご
祖
先
で
あ
る
天あ

ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

照
大
御
神
を
お
ま
つ
り
し
て

い
る
伊
勢
神
宮
の
お
神
札
で
す
。天
照
大
御
神
は
私
た
ち
国
民
の
総
氏
神

様
で
あ
り
、そ
の
ご
神
徳
は
太
陽
の
光
の
よ
う
に
私
た
ち
の
生
命
を
守
り
、

育
ん
で
下
さ
る
神
様
で
す
。一
方
地
元
の
土
地
に
暮
ら
す
全
て
の
人
々
と

生
活
を
お
守
り
下
さ
る
神
様
を
氏
神
様
と
い
い
、地
域
に
住
む
子
ど
も
の

誕
生
か
ら
成
長
の
過
程
等
日
々
の
生
活
、地
域
の
安
全
や
平
穏
を
見
守
っ

て
下
さ
る
最
も
身
近
な
神
様
で
す
。神
宮
大
麻
と
氏
神
様
の
お
神
札
を
ま

つ
る
意
味
は
、よ
り
一
層
の
ご
加
護
を
戴
け
る
か
ら
な
の
で
す
。

総
代
の
役
割
と
し
て
神
宮
大
麻
の
知
識
を
持
っ
た
上
で
氏
子
地
域
を

回
っ
て
お
神
札
を
拝
受
し
て
戴
く
よ
う
に
勧
奨
し
ま
す
。

頒
布
す
る
際
の
心
得

頒
布
す
る
際
の
心
得

●
清
潔
に
し
て
身
な
り
を
整
え
ま
し
ょ
う
。

●
対
応
す
る
際
は
丁
寧
な
言
葉
遣
い
で
行
い
ま
す
。

お
神
札
は
商
品
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。数
え
る
際
は「
一
体
、二
体
」と
数
え
、

売
る・買
う
等
の
言
葉
は
慎
み
、丁
寧
に
授
与
し
ま
す
。

●
神
宮
大
麻
は
神
宮
大
麻
専
用
の
鞄
や
箱
、風
呂
敷
等
を
用
意
し
、「
お
頒わ
か

ち
す
る
」、「
受
け
る
」と
い
っ
た
言
葉
を
使
い
、渡
す
時
は
折
敷
や
包
み
の

上
に
神
宮
大
麻
を
置
い
て
手
交
す
る
等
、丁
寧
に
行
い
ま
す
。

コラムコラム
神
社
参
道
の
両
脇
に
一
対
で
置
か
れ
て
い
る
狛こ

ま
い
ぬ犬

の
起
源
は
渡
来
の
信
仰
に
基
づ
く
も
の
で
、邪
気
を
祓

う
意
味
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。一
方
が
口
を
開

け
る
阿あ

ぎ
ょ
う形
、も
う
一
方
が
口
を
閉
じ
る
吽う

ん
ぎ
ょ
う形に
な
っ
て

い
る
こ
と
が
多
く
、こ
れ
は
万
物
の
始
ま
り
と
終
わ
り

を
表
し
て
い
る
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。

神
社
に
よ
っ
て
は
狛
犬
で
は
な
く
、狐
や
牛
等
の
場

合
も
あ
り
ま
す
。狐
は
稲
荷
神
社
、牛
は
天
満
宮
に

見
ら
れ
、共
に
お
祀
り
さ

れ
て
い
る
神し

ん
し使（

神
様
の

お
使
い
）で
あ
る
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

狛
犬
は
石
製
の
他
、木

製
や
陶
製
、金
属
製
等
が

あ
り
、そ
の
表
情
は
神
社
、

地
域
に
よ
っ
て
様
々
で
す
。

狛
犬
に
つ
い
て

狛
犬
に
つ
い
て

阿吽
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父母１０日　夫１０日　妻１０日　子１０日
但し、7歳未満の子については５日
祖父母５日　孫５日　兄弟姉妹５日
曽祖父母２日　曽孫２日　甥姪２日　
伯叔父母２日　高祖父母１日　玄孫１日
兄弟姉妹の孫１日　従兄弟姉妹１日
従曽祖父母１日

曽祖父母
20日（3）

祖父母
父方 30日（2）
母方 20日（2）

父母
50日（1）

伯叔父母
父方 20日（3）
母方 10日（3）

夫 30日（1）
妻 20日（1）

兄弟姉妹
20日（2）

甥姪
3日（3）

いとこ
3日（4）

嫡子
20日（1）

嫡孫
10日(2)

孫
3日(2)

配偶者
本 人

末子
10日（1）

参考 神職服忌心得について

Ｑ
＆
Ａ

氏
子
の
服
忌
に
つ
い
て
教
え
て
下
さ
い
。

地
域
差
は
あ
り
ま
す
が
、一
般
的
に
は
五
十
日
祭（
仏
教
の

四
十
九
日
に
相
当
）ま
で
が
忌
の
期
間
で
、一
年
祭
ま
で
が
服

の
期
間
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

忌
中
期
間
中
の
神
社
参
拝
に
つ
い
て
教
え
て
下
さ
い
。

期
間
中
は
神
社
の
参
拝
を
遠
慮
し
ま
す
が
、や
む
を
得
な

い
場
合
は
お
祓
い
を
受
け
て
下
さ
い
。

忌
中
期
間
中
の
神
棚
の
お
祭
り
に
つ
い
て
教
え
て
下
さ
い
。

期
間
中
は
神
棚
の
前
面
に
半
紙
を
貼

り
、毎
日
の
お
祭
り
は
控
え
ま
す
。地

域
差
は
あ
り
ま
す
が
、一
般
的
に
は

五
十
日
を
迎
え
た
ら
、忌
明
け
と
し

て
お
祭
り
を
再
開
し
ま
す
。

新
年
に
新
し
い
お
神
札
を
受
け
て
も
良
い
の
で
し
ょ
う
か
。

神
棚
は
毎
年
新
し
い
お
神
札
に
交
換
す
る
の
が
本
義
な
の

で
、忌
の
期
間
を
過
ぎ
れ
ば
お
神
札
を
受
け
て
も
差
し
支

え
は
な
い
と
思
い
ま
す
。も
し
、年
末
年
始
が
忌
の
期
間
に

重
な
る
場
合
は
、忌き

あ
け明

の
後
に
お
神
札
を
受
け
て
下
さ
い
。

家
庭
の
お
祭
り
に
つ
い
て

家
庭
の
神
棚
は
私
た
ち
に
と
っ
て
身
近

な
祈
り
の
場
所
で
す
。総
代
と
し
て
家
庭

の
お
祭
り
に
つ
い
て
尋
ね
ら
れ
る
こ
と
も
あ

る
の
で
正
し
い
知
識
を
持
つ
こ
と
が
大
切

で
す
。

神
棚
は
、明
る
く
て
清
浄
な
高
い
所
に
南

向
き
、も
し
く
は
東
向
き
に
設
け
ま
す
。原

則
と
し
て
毎
日
米
、塩
、水
等
を
お
供
え
し

て
、そ
の
後
神
様
に
日
頃
の
神
恩
を
感
謝

し
、家
庭
の
安
泰
を
お
祈
り
し
ま
す
。そ
の

際
、神
社
参
拝
同
様
二
礼
二
拍
手
一
礼
の

作
法
で
お
参
り
し
ま
す
。

横に並べてまつる
三社造りの宮形では、中央に神宮大麻
を、向かって右に地元の氏神様のお神札
を、向かって左に崇敬している神社のお
神札をおまつりします。

お供えの一例
米を中央に置き塩、水の順番にお供えし
ます。酒もお供えする場合は米、酒、塩、
水の順番にお供えします。

重ねてまつる
一社造りの宮形の場合は、神宮大麻を一
番手前に、その後ろに氏神様、その後ろ
に崇敬する神社のお神札を重ねておま
つりします。

神前

米・酒・塩・水を
供える例

米・塩・水を
供える例

神前

米
酒 酒

水 塩

米

水 塩

服ぶ
っ
き忌
に
つ
い
て

※親族とは、普通6親等内の血族、
及び配偶者と3親等内の姻族（婚
姻で生じた親族）です。親族とは、
自分を中心に血族の遠近を示す
数え方です。

ＡＡＡＡ ＱＱＱＱ

服
忌
と
は
、親
族
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、

身
内
の
者
が
喪
に
服
す
こ
と
で
す
。「
忌
」と

は
故
人
の
祀
り
に
専
念
す
る
期
間
、「
服
」と
は
故
人
へ
の
哀
悼
の
気
持

ち
を
表
す
期
間
の
こ
と
を
さ
し
ま
す
。具
体
的
な
期
間
に
つ
い
て
は
地
域

や
職
場
で
慣
習
的
に
定
め
ら
れ
た
も
の
が
あ
る
よ
う
で
す
。公
的
に
は
明

治
政
府
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
も
の（
明
治
七
年
太
政
官
布
告
武
家
制
服

忌
令・左
の
表
）が
基
本
で
あ
り
ま
す
。神
社
へ
の
お
参
り
も
心
の
整
理
が

つ
い
て
か
ら
再
開
さ
れ
た
ら
宜
し
い
で
し
ょ
う
。

忌
の
期
間
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