
〒
九
三
二｜

〇
二
五
二

富
山
県
南
砺
市
高
瀬
二
九
一

Ｔ
Ｅ
Ｌ（
〇
七
六
三
）八
二｜

〇
九
三
二

Ｆ
Ａ
Ｘ（
〇
七
六
三
）八
二｜

三
二
〇
四

発
行
日
　
令
和
四
年
七
月
一
日
　
　
発
行
所
　
越
中
一
宮
　髙
瀬
神
社
社
務
所

印
刷
所
　
牧
印
刷
株
式
会
社

74vol.
令和４年７月１日

https://www.takase.or.jp

高瀬神社 検索

結
び
の
杜
の
神
前
式

四
季
折
々
の
境
内
で

ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
フ
ォ
ト
を
満
喫

一
日
一
組
限
定
の
お
も
て
な
し

結
婚
式
を
あ
き
ら
め
な
い
で
く
だ
さ
い

　縁
結
び
の
神
様
、
大
国
主
大
神
を

お
祭
り
す
る
越
中
一
宮
。

　
日
常
を
隔
て
る
境
内
で
、
玉
砂
利

を
踏
み
し
め
て
歩
く
参
進
の
儀
に

始
ま
り
、
社
殿
に
響
き
渡
る
雅
楽

の
調
べ
の
中
、
厳
か
な
神
前
式
が

執
り
行
わ
れ
ま
す
。

大
国
様
の
「
結
び
」
の
御
神
徳
に

よ
り
お
二
人
だ
け
で
は
な
く
、

両
家
の
絆
も
固
く
結
ば
れ
ま
す
。

完
全
な

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
空
間
で

和
や
か
な
宴
会
が
実
現

す
べ
て
は
一
組
の

新
た
な
夫
婦
の
幸
福
の
た
め
に

二
人
だ
け
で
も
結
婚
式
は
で
き
ま
す
。

「
だ
っ
た
ら
、
家
族
は
欠
か
せ
な
い
か
な
。
」

「
折
角
だ
か
ら
、
親
戚
の
み
な
さ
ん
だ
け
で
も
。
」

「
で
き
れ
ば
、
近
く
に
住
む
友
人
く
ら
い
は…

」

列
席
を
減
ら
す
の
で
は
な
く
、
無
理
な
く
増
や
す
。

そ
ん
な
考
え
方
で
結
婚
式
を
叶
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

挙
式
の
み
〜
少
人
数
会
食
〜

髙
瀬
神
社
は
結
婚
さ
れ
る
す
べ
て
の
方
を
歓
迎
し
て
い
ま
す
。

オ
ー
プ
ン
エ
ア
ー
な

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
テ
ラ
ス
で

開
放
的
な
演
出
が
実
現

髙瀬神社LINE 髙瀬神社HP

　髙瀬神社の境内は、
　季節の草花であふれています。
　髙瀬神社の境内は、
　季節の草花であふれています。

四季折々。四季折々。
月次祭（毎月一日・十三日／九月は一日のみ）
七夕祭並びに技芸上達祈願祭（七月七日）
除熱祭（七月二十二日）
人形感謝祭（七月十七日）
中禮祭（八月十六日）

月次祭（毎月一日・十三日／九月は一日のみ）
七夕祭並びに技芸上達祈願祭（七月七日）
除熱祭（七月二十二日）
人形感謝祭（七月十七日）
中禮祭（八月十六日）

七月・八月の祭事七月・八月の祭事

8
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今
年
の
境
内
は
梅
、
桜
、
椿
、
ツ
ツ
ジ

な
ど
が
順
番
に
咲
き
、
し
か
も
満
開

で
例
年
に
な
い
華
や
か
な
社
頭
と
な

り
ま
し
た
。
参
拝
者
を
は
じ
め
、
私

た
ち
職
員
の
目
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ

ま
し
た
。
今
年
は
当
社
の
み
な
ら

ず
、
ど
の
場
所
の
、
ど
の
花
も
満
開

だ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
当
社
の

場
合
、
特
別
な
手
入
れ
を
し
て
い
な

い
の
に
例
年
以
上
に
咲
い
た
の
は
ど

う
し
て
な
の
か
不
思
議
で
し
た
。

　
動
植
物
は
時
折
、
何
か
の
予
兆
と

し
て
大
量
発
生
し
た
り
、
突
然
消
滅

し
た
り
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
様
子
か
ら
次
に
起
こ
る

事
態
を
私
た
ち
に
知
ら
せ
て
く
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
今
年
の
満
開
の
花
々
も

何
か
し
ら
の
暗
示
だ
っ
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
せ
っ
か
く
の
注
意
喚

起
も
私
た
ち
が
気
づ
か
な
け
れ
ば
何

に
も
な
り
ま
せ
ん
。

　
学
生
時
代
の
恩
師
が
毎
月
、
冊
子

を
発
行
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に

「
感
度
が
鈍
化
」
と
あ
り
ま
し
た
。

上
か
ら
読
ん
で
も
下
か
ら
読
ん
で
も
、

「
か
ん
ど
が
ど
ん
か
」
。
頭
脳
が
衰

え
、
足
腰
も
衰
え
、
身
体
の
上
か
ら

も
下
か
ら
も
弱
っ
て
き
て
い
る
と
い

う
ご
自
身
の
こ
と
だ
そ
う
で
す
。

　
若
い
時
は
身
体
の
内
外
と
も
に
鋭

い
感
覚
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
ま
す
が
、

年
を
重
ね
る
と
（
時
間
の
経
過
で
）

段
々
衰
え
て
き
ま
す
。
い
つ
ま
で
も
感

度
良
好
で
い
る
の
は
難
し
い
こ
と
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
な
る
べ
く
必
要
な
感

度
を
磨
い
て
維
持
し
た
い
も
の
で
す
。

今
、
私
が
心
が
け
て
い
る
こ
と
は
、
大

神
様
の
御
神
意
を
よ
り
強
く
感
じ
ら

れ
る
よ
う
に
誠
心
を
磨
く
こ
と
、
そ

し
て
氏
子
崇
敬
者
の
心
根
を
敏
感
に

察
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
真
心
の

感
度
を
更
に
磨
く
こ
と
で
す
。

　
最
近
の
ニ
ュ
ー
ス
の
中
で
感
度
鈍

化
の
最
た
る
人
と
思
わ
れ
る
の
が
、

か
の
国
の
大
統
領
で
す
。
名
誉
や
欲

望
に
向
い
た
感
度
が
冴
え
て
、
そ
れ

以
外
の
感
度
は
相
当
に
鈍
化
し
て
い

ま
す
。

　
明
治
天
皇
御
製
に

た
へ
が
た
き  

暑
さ
に
つ
け
て
い
た
で
お
ふ

 

　人
の
う
へ
こ
そ  

思
ひ
や
ら
る
れ

（
口
語
訳
）
こ
の
耐
え
が
た
い
暑
さ
に
つ
け
て

も
、
ロ
シ
ア
と
の
戦
争
で
負
傷
し
て
、
い
ま

苦
し
ん
で
い
る
人
々
の
こ
と
が
、
身
に
し
み

て
思
い
や
ら
れ
る
こ
と
だ
（
明
治
三
七
年
）。

と
、
日
露
戦
争
の
折
に
詠
ま
れ
て
い

ま
す
。
負
傷
者
へ
の
深
い
思
し
召
し

が
詠
わ
れ
て
お
り
、
国
家
元
首
た
る

在
り
様
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
終
息
し
な
い
コ
ロ
ナ
禍
や
現

在
行
わ
れ
て
い
る
戦
争
の
影
響
に
よ
っ

て
、
わ
が
国
は
社
会
的
経
済
的
に
厳

し
い
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い

う
時
こ
そ
心
の
感
度
を
磨
き
、
相
手

の
心
根
を
察
し
て
相
互
扶
助
で
き
る

よ
う
に
し
て
お
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
昭
憲
皇
太
后
御
歌
に

人
の
た
め  

身
の
た
め
も
の
を
お
も
ふ
こ
そ

　う
つ
せ
み
の
世
の  

な
ら
ひ
な
り
け
れ

（
口
語
訳
）
世
の
人
の
た
め
、
わ
が
身
の
た
め

に
、
心
を
つ
く
し
て
さ
ま
ざ
ま
に
思
い
め
ぐ

ら
す
こ
と
こ
そ
、
こ
の
世
に
生
き
る
人
の
持

つ
べ
き
心
の
あ
り
よ
う
と
い
う
も
の
で
す

（
明
治
三
二
年
）。
と
、
あ
り
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
心
を
持
つ
人
が
多
く
な
れ

ば
、
世
の
中
の
問
題
は
減
少
し
、
穏

や
か
で
優
し
い
社
会
に
な
る
こ
と
で

し
ょ
う
。

﹁
感
度
が
鈍
化
﹂

宮

　司  

藤
井
秀
嗣

祈年穀祭 神輿渡御 　境
内
の
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
も
満
開
を
迎

え
た
四
月
十
日
、
北
陸
地
方
の
長
い
冬

の
終
わ
り
と
、
水
温
む
麗
ら
か
な
春
の

訪
れ
を
寿
ぐ
大
祭
「
春
季
祭
」
を
斎
行

し
ま
し
た
。

　祭
典
で
は
、
ふ
た
た
び
の
春
の
恵
み

と
大
神
様
の
ご
加
護
に
感
謝
の
真
心
を

捧
げ
、
や
が
て
迎
え
る
秋
の
豊
穣
と
無

事
の
収
穫
を
祈
念
し
ま
し
た
。

祝
祭
日
に
は

　国
旗
を
掲
げ
ま
し
ょ
う

春
季
祭

桜
の
祭
典

満開の桜の中を参進

参向使、被表彰者他の皆様と

写真提供　となみ野農業協同組合

「浦安の舞」五穀豊穣を祈って

昭和祭斎行

あ
わ
せ
て
農
事
功
労
者
表
彰
並
び
に

　
　
　
　
　
　
　
感
謝
状
授
与
式

　
本
格
的
な
夏
の
到
来
を
間
近
に
控
え
た

六
月
十
日
、
そ
の
年
の
五
穀
豊
穣
を
祈
る

「
祈
年
穀
祭
」
を
斎
行
し
ま
し
た
。

　新
型
感
染
症
の
感
染
予
防
を

第
一
に
考
え
、
令
和
二
年
よ
り

ご
案
内
を
代
表
の
方
に
限
定
し

て
の
斎
行
が
続
い
た
本
祭
典
で

す
が
、
本
年
は
石
岡
敬
夫
、
藤
井
秀
之

両
責
任
役
員
、
井
波
地
域
農
業
者
会
会

長
　水
野
敬
一
氏
、
髙
瀬
区
長
　岩
倉
保

男
氏
他
、
約
四
十
名
の
皆
様
の
ご
参
列

の
も
と
、
盛
大
且
つ
厳
粛
裡
に
斎
行
す

る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

祈
年
穀
祭
斎
行

　こ
の
日
、
参
向
使
を
お
務
め
い
た
だ

い
た
の
は
、
と
な
み
野
農
業
協
同
組
合

の
荒
川
弘
章
氏
。
天
候
や
害
虫
の
災
い

の
な
い
無
事
の
豊
作
を
祈
る
祭
文
の
奏

上
の
後
、
五
穀
豊
穣
の
願
い
を
込
め
て

大
前
に
玉
串
を
捧
げ
ま
し
た
。

　緑
風
も
心
地
よ
い
四
月
二
十

九
日
、
昭
和
天
皇
の
数
々
の
尊

い
ご
功
績
を
讃
え
て
「
昭
和
祭
」

を
斎
行
し
ま
し
た
。

　祭
典
に
引
き
続
き
、
齊
藤
勇
一
氏
が

農
事
功
労
者
表
彰
、
ま
た
、
今
般
、
絵

画
「
残
照
（
梅
木
信
作 

画
）
」
を
ご
奉

納
い
た
だ
き
ま
し
た
梅
木
宏
真
氏
が
感

謝
状
を
受
け
ら
れ
ま
し
た
。

　田
の
面
ま
ぶ
し
い
井
波
の
里
に
も
、

も
う
す
ぐ
夏
が
訪
れ
ま
す
。

昭
和
天
皇
の

　
ご
聖
業
を
偲
ん
で

御
神
火
が
里
々
を
め
ぐ
る

　こ
の
日
、
四
月
二
十
九
日
は
、
昭

和
六
十
三
年
ま
で
は
「
天
皇
誕
生

日
」
と
し
て
、
平
成
元
年
か
ら
は
「
み

ど
り
の
日
」、
そ
し
て
平
成
十
九
年
か

ら
は
現
在
の
「
昭
和
の
日
」
と
し
て
、

今
日
に
至
る
ま
で
長
く
国
民
に
親
し

ま
れ
て
い
ま
す
。

　祭
典
で
は
宮
司
が
、
末
永
い
皇
室

の
弥
栄
と
国
の
隆
昌
を
祈
念
し
、
玉

串
を
奉
り
ま
し
た
。

　六
月
十
三
日
、
澄
み
わ
た
る
初

夏
の
青
空
の
も
と
、
大
神
様
の
御

神
霊
を
お
遷
し
し
た
神
輿
と
、

祭
儀
の
中
で
古
式
に
則
り
鑚
り

出
さ
れ
た
御
神
火
が
、
散
居
の

里
々
、
砺
波
野
の
町
々
を
巡
行
し

ま
し
た
。

　こ
の
日
、
供
奉
さ
れ
た
の
は
、

当
神
社
責
任
役
員
　石
岡
敬
夫

氏
、
高
瀬
区
長
　岩
倉
保
男
氏
、

御
神
火
奉
持
所
役
　大
和
弥
寿
夫

氏
他
の
皆
様
。
例
年
の
ご
と
く
、

な
ん
と
農
業
協
同
組
合
、
福
光

農
業
協
同
組
合
、
い
な
ば
農
業

協
同
組
合
、
と
な
み
野
農
業
協

同
組
合
の
四
カ
所
に
て
、
御
旅
所

祭
を
奉
仕
し
、
各
事
業
所
の
皆

様
の
お
見
送
り
を
い
た
だ
き
、
滞

り
な
く
還
幸
し
ま
し
た
。

き
ね
ん
こ
く
さ
い

さ
ん 

こ
う  

し

ざ
ん
し
ょ
う

こ
と
ほ

き

お  

た
び
し
ょ

さ
い

　
夏
越
の
大
祓
で
清
め
ら
れ
た
心
身

に
、
感
度
良
好
な
る
心
を
添
え
る
べ

く
、
更
な
る
心
磨
き
に
励
み
た
い
も

の
で
す
。
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今
年
の
境
内
は
梅
、
桜
、
椿
、
ツ
ツ
ジ

な
ど
が
順
番
に
咲
き
、
し
か
も
満
開

で
例
年
に
な
い
華
や
か
な
社
頭
と
な

り
ま
し
た
。
参
拝
者
を
は
じ
め
、
私

た
ち
職
員
の
目
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ

ま
し
た
。
今
年
は
当
社
の
み
な
ら

ず
、
ど
の
場
所
の
、
ど
の
花
も
満
開

だ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
当
社
の

場
合
、
特
別
な
手
入
れ
を
し
て
い
な

い
の
に
例
年
以
上
に
咲
い
た
の
は
ど

う
し
て
な
の
か
不
思
議
で
し
た
。

　
動
植
物
は
時
折
、
何
か
の
予
兆
と

し
て
大
量
発
生
し
た
り
、
突
然
消
滅

し
た
り
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
様
子
か
ら
次
に
起
こ
る

事
態
を
私
た
ち
に
知
ら
せ
て
く
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
今
年
の
満
開
の
花
々
も

何
か
し
ら
の
暗
示
だ
っ
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
せ
っ
か
く
の
注
意
喚

起
も
私
た
ち
が
気
づ
か
な
け
れ
ば
何

に
も
な
り
ま
せ
ん
。

　
学
生
時
代
の
恩
師
が
毎
月
、
冊
子

を
発
行
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に

「
感
度
が
鈍
化
」
と
あ
り
ま
し
た
。

上
か
ら
読
ん
で
も
下
か
ら
読
ん
で
も
、

「
か
ん
ど
が
ど
ん
か
」
。
頭
脳
が
衰

え
、
足
腰
も
衰
え
、
身
体
の
上
か
ら

も
下
か
ら
も
弱
っ
て
き
て
い
る
と
い

う
ご
自
身
の
こ
と
だ
そ
う
で
す
。

　
若
い
時
は
身
体
の
内
外
と
も
に
鋭

い
感
覚
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
ま
す
が
、

年
を
重
ね
る
と
（
時
間
の
経
過
で
）

段
々
衰
え
て
き
ま
す
。
い
つ
ま
で
も
感

度
良
好
で
い
る
の
は
難
し
い
こ
と
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
な
る
べ
く
必
要
な
感

度
を
磨
い
て
維
持
し
た
い
も
の
で
す
。

今
、
私
が
心
が
け
て
い
る
こ
と
は
、
大

神
様
の
御
神
意
を
よ
り
強
く
感
じ
ら

れ
る
よ
う
に
誠
心
を
磨
く
こ
と
、
そ

し
て
氏
子
崇
敬
者
の
心
根
を
敏
感
に

察
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
真
心
の

感
度
を
更
に
磨
く
こ
と
で
す
。

　
最
近
の
ニ
ュ
ー
ス
の
中
で
感
度
鈍

化
の
最
た
る
人
と
思
わ
れ
る
の
が
、

か
の
国
の
大
統
領
で
す
。
名
誉
や
欲

望
に
向
い
た
感
度
が
冴
え
て
、
そ
れ

以
外
の
感
度
は
相
当
に
鈍
化
し
て
い

ま
す
。

　
明
治
天
皇
御
製
に

た
へ
が
た
き  

暑
さ
に
つ
け
て
い
た
で
お
ふ

 

　人
の
う
へ
こ
そ  

思
ひ
や
ら
る
れ

（
口
語
訳
）
こ
の
耐
え
が
た
い
暑
さ
に
つ
け
て

も
、
ロ
シ
ア
と
の
戦
争
で
負
傷
し
て
、
い
ま

苦
し
ん
で
い
る
人
々
の
こ
と
が
、
身
に
し
み

て
思
い
や
ら
れ
る
こ
と
だ
（
明
治
三
七
年
）。

と
、
日
露
戦
争
の
折
に
詠
ま
れ
て
い

ま
す
。
負
傷
者
へ
の
深
い
思
し
召
し

が
詠
わ
れ
て
お
り
、
国
家
元
首
た
る

在
り
様
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
終
息
し
な
い
コ
ロ
ナ
禍
や
現

在
行
わ
れ
て
い
る
戦
争
の
影
響
に
よ
っ

て
、
わ
が
国
は
社
会
的
経
済
的
に
厳

し
い
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い

う
時
こ
そ
心
の
感
度
を
磨
き
、
相
手

の
心
根
を
察
し
て
相
互
扶
助
で
き
る

よ
う
に
し
て
お
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
昭
憲
皇
太
后
御
歌
に

人
の
た
め  

身
の
た
め
も
の
を
お
も
ふ
こ
そ

　う
つ
せ
み
の
世
の  

な
ら
ひ
な
り
け
れ

（
口
語
訳
）
世
の
人
の
た
め
、
わ
が
身
の
た
め

に
、
心
を
つ
く
し
て
さ
ま
ざ
ま
に
思
い
め
ぐ

ら
す
こ
と
こ
そ
、
こ
の
世
に
生
き
る
人
の
持

つ
べ
き
心
の
あ
り
よ
う
と
い
う
も
の
で
す

（
明
治
三
二
年
）。
と
、
あ
り
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
心
を
持
つ
人
が
多
く
な
れ

ば
、
世
の
中
の
問
題
は
減
少
し
、
穏

や
か
で
優
し
い
社
会
に
な
る
こ
と
で

し
ょ
う
。

﹁
感
度
が
鈍
化
﹂

宮

　司  

藤
井
秀
嗣

祈年穀祭 神輿渡御 　境
内
の
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
も
満
開
を
迎

え
た
四
月
十
日
、
北
陸
地
方
の
長
い
冬

の
終
わ
り
と
、
水
温
む
麗
ら
か
な
春
の

訪
れ
を
寿
ぐ
大
祭
「
春
季
祭
」
を
斎
行

し
ま
し
た
。

　祭
典
で
は
、
ふ
た
た
び
の
春
の
恵
み

と
大
神
様
の
ご
加
護
に
感
謝
の
真
心
を

捧
げ
、
や
が
て
迎
え
る
秋
の
豊
穣
と
無

事
の
収
穫
を
祈
念
し
ま
し
た
。

祝
祭
日
に
は

　国
旗
を
掲
げ
ま
し
ょ
う

春
季
祭

桜
の
祭
典

満開の桜の中を参進

参向使、被表彰者他の皆様と

写真提供　となみ野農業協同組合

「浦安の舞」五穀豊穣を祈って

昭和祭斎行

あ
わ
せ
て
農
事
功
労
者
表
彰
並
び
に

　
　
　
　
　
　
　
感
謝
状
授
与
式

　
本
格
的
な
夏
の
到
来
を
間
近
に
控
え
た

六
月
十
日
、
そ
の
年
の
五
穀
豊
穣
を
祈
る

「
祈
年
穀
祭
」
を
斎
行
し
ま
し
た
。

　新
型
感
染
症
の
感
染
予
防
を

第
一
に
考
え
、
令
和
二
年
よ
り

ご
案
内
を
代
表
の
方
に
限
定
し

て
の
斎
行
が
続
い
た
本
祭
典
で

す
が
、
本
年
は
石
岡
敬
夫
、
藤
井
秀
之

両
責
任
役
員
、
井
波
地
域
農
業
者
会
会

長
　水
野
敬
一
氏
、
髙
瀬
区
長
　岩
倉
保

男
氏
他
、
約
四
十
名
の
皆
様
の
ご
参
列

の
も
と
、
盛
大
且
つ
厳
粛
裡
に
斎
行
す

る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

祈
年
穀
祭
斎
行

　こ
の
日
、
参
向
使
を
お
務
め
い
た
だ

い
た
の
は
、
と
な
み
野
農
業
協
同
組
合

の
荒
川
弘
章
氏
。
天
候
や
害
虫
の
災
い

の
な
い
無
事
の
豊
作
を
祈
る
祭
文
の
奏

上
の
後
、
五
穀
豊
穣
の
願
い
を
込
め
て

大
前
に
玉
串
を
捧
げ
ま
し
た
。

　緑
風
も
心
地
よ
い
四
月
二
十

九
日
、
昭
和
天
皇
の
数
々
の
尊

い
ご
功
績
を
讃
え
て
「
昭
和
祭
」

を
斎
行
し
ま
し
た
。

　祭
典
に
引
き
続
き
、
齊
藤
勇
一
氏
が

農
事
功
労
者
表
彰
、
ま
た
、
今
般
、
絵

画
「
残
照
（
梅
木
信
作 

画
）
」
を
ご
奉

納
い
た
だ
き
ま
し
た
梅
木
宏
真
氏
が
感

謝
状
を
受
け
ら
れ
ま
し
た
。

　田
の
面
ま
ぶ
し
い
井
波
の
里
に
も
、

も
う
す
ぐ
夏
が
訪
れ
ま
す
。

昭
和
天
皇
の

　
ご
聖
業
を
偲
ん
で

御
神
火
が
里
々
を
め
ぐ
る

　こ
の
日
、
四
月
二
十
九
日
は
、
昭

和
六
十
三
年
ま
で
は
「
天
皇
誕
生

日
」
と
し
て
、
平
成
元
年
か
ら
は
「
み

ど
り
の
日
」、
そ
し
て
平
成
十
九
年
か

ら
は
現
在
の
「
昭
和
の
日
」
と
し
て
、

今
日
に
至
る
ま
で
長
く
国
民
に
親
し

ま
れ
て
い
ま
す
。

　祭
典
で
は
宮
司
が
、
末
永
い
皇
室

の
弥
栄
と
国
の
隆
昌
を
祈
念
し
、
玉

串
を
奉
り
ま
し
た
。

　六
月
十
三
日
、
澄
み
わ
た
る
初

夏
の
青
空
の
も
と
、
大
神
様
の
御

神
霊
を
お
遷
し
し
た
神
輿
と
、

祭
儀
の
中
で
古
式
に
則
り
鑚
り

出
さ
れ
た
御
神
火
が
、
散
居
の

里
々
、
砺
波
野
の
町
々
を
巡
行
し

ま
し
た
。

　こ
の
日
、
供
奉
さ
れ
た
の
は
、

当
神
社
責
任
役
員
　石
岡
敬
夫

氏
、
高
瀬
区
長
　岩
倉
保
男
氏
、

御
神
火
奉
持
所
役
　大
和
弥
寿
夫

氏
他
の
皆
様
。
例
年
の
ご
と
く
、

な
ん
と
農
業
協
同
組
合
、
福
光

農
業
協
同
組
合
、
い
な
ば
農
業

協
同
組
合
、
と
な
み
野
農
業
協

同
組
合
の
四
カ
所
に
て
、
御
旅
所

祭
を
奉
仕
し
、
各
事
業
所
の
皆

様
の
お
見
送
り
を
い
た
だ
き
、
滞

り
な
く
還
幸
し
ま
し
た
。

き
ね
ん
こ
く
さ
い

さ
ん 

こ
う  

し

ざ
ん
し
ょ
う

こ
と
ほ

き

お  

た
び
し
ょ

さ
い

　
夏
越
の
大
祓
で
清
め
ら
れ
た
心
身

に
、
感
度
良
好
な
る
心
を
添
え
る
べ

く
、
更
な
る
心
磨
き
に
励
み
た
い
も

の
で
す
。
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献
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　木
漏
れ
日
も
眩
い
六
月
五
日
、
八
乙

女
山
風
神
堂
の
例
祭
並
び
に
開
山
祭
を

斎
行
し
ま
し
た
。
こ
の
風
神
堂
は
、
季

節
の
変
わ
り
目
に
吹
き
す
さ
ぶ
「
井
波

風
」
の
根
源
と
伝
え
ら
れ
る
「
風
穴
」

の
鎮
め
と
し
て
約
千
三
百
年
前
に
建
立
。

以
来
こ
の
井
波

地
域
を
強
風
被

害
か
ら
護
る
守

護
神
と
し
て
崇

敬
を
集
め
て
い

ま
す
。
当
日
は

お
よ
そ
六
十
名

の
ご
参
列
の
も

と
、
祭
祀
を
厳

修
し
ま
し
た
。

　髙瀬神社のご祭神は福の神、縁結び・医薬
医療の神として全国より広く崇敬を集める大
国主大神（大国さま）です。
　当神社では、交通安全（車のお祓い）・家
内安全・良縁成就（縁結び）・心身健全・厄
除け・病気平癒他のご祈祷を、心を込めて毎
日ご奉仕しています。
お気軽に社務所までお問い合わせ下さい。

ご祈祷のご案内

ご祈祷料　１件につき5,000円以上思召し
　　  髙瀬神社社務所　0763（82）0932

　風
薫
る
五
月
二
十
一
日
、
当

神
社
献
穀
田
に
お
い
て
恒
例
の

「
御
田
植
祭
」
を
斎
行
し
ま
し
た
。

　二
十
四
節
気
の
「
小
満
」
に

あ
た
る
こ
の
日
は
、
古
く
よ
り

陽
気
が
盛
ん
に
な
り
、
山
野
の

草
木
が
実
を
つ
け
る
頃
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
小
さ
な
早
乙
女
達

が
心
を
込
め
て
植
え
た
苗
も
、

秋
に
は
き
っ
と
黄
金
色
の
見
事

な
穂
波
に
育
つ
こ
と
で
し
ょ
う
。

献穀田だより

御田植祭斎行

献
穀
田
奉
耕
者
　
　
　
　
　
片
田
　
豪
詞
氏

井
波
地
域
農
業
者
会
会
長
　
水
野
　
敬
一
氏

　標
高
九
八
七
メ
ー
ト
ル
、
太
古

よ
り
地
域
の
人
々
が
敬
仰
し
て
措

く
あ
た
わ
ざ
る
神
体
山
「
牛

岳
」。
東
は
立
山
連
峰
・
白
木
峰

を
遥
か
に
仰
ぎ
見
、
西
は
白
山
連

峰
・
金
剛
堂
山
を
見
は
る
が
し
、

庄
川
・
小
矢
部
川
の
両
流
が
富
山

湾
に
注
い
で
い
る
の
が
一
望
で
き

ま
す
。

　今
回
紹
介
す
る
今
山
田
の
「
牛

嶽
神
社
」
は
、
富
山
市
山
田
今
山

田
に
鎮
座
し
て
い
ま
す
。
旧
山
田

村
内
（
現
富
山
市
山
田
）
に
は
牛

嶽
社
が
も
と
十
六
社
あ
り
ま
し
た

が
、
そ
の
後
、
廃
村
が
生
じ
た

為
、
十
社
（
鍋
谷
・
居
舟
・
赤
目

谷
・
湯
・
小
島
・
白
井
谷
・
沼

又
・
牧
・
今
山
田
・
宿
坊
）
が
存

続
し
て
お
り
、
今
山
田
の
牛
嶽
神

社
も
そ
の
中
の
一
社
で
す
。

牛
嶽
社
め
ぐ
り

大
国
さ
ま
の

今
山
田 

牛
嶽
神
社

　旧
社
号
に
は
「
牛
嶽
大
明

神
」
や
「
宇
志
多
気
権
現
」

と
あ
り
、
正
徳
二
年
（
一
七
一

二
年
）
の
氏
神
帳
に
は
「
牛

嶽
」
に
関
す
る
記
録
が
残
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
古
来
よ

り
氏
子
の
崇
敬
も
篤
く
、
春

秋
の
祭
礼
も
厳
粛
に
奉
仕
さ

れ
て
き
た
事
が
う
か
が
え
ま

す
。
現
在
春
祭
は
四
月
十
四

日
、
秋
祭
が
十
月
二
十
六
日

に
行
わ
れ
ま
す
。

シ
リ
ー
ズ

第
四
回 

神
社
名
　
牛
嶽
神
社

鎮
座
地
　
富
山
市

　
　
　
　
山
田
今
山
田

御
祭
神
　
大
己
貴
命

宮
　
司
　
黒
田
侑
希

境
内
地
　
一
二
〇
坪

長い石段の先に鎮座する本殿

　慣
れ
親
し
ん
だ
人
形
と
の
お
別

れ
は
寂
し
い
も
の
。
こ
こ
に
は
そ

ん
な
心
を
優
し
く
癒
す
ひ
と
と
き

が
あ
り
ま
す
。

　県
内
外
で
幅
広
く
活
躍
す
る
人

形
作
家
と
、
草
月
流
富
山
県
支
部 

秀
抱
会
と
が
織
り
な
す
、
創
作
人

形
と
い
け
ば
な
の
共
演
。

　心
ゆ
く
ま
で
お
楽
し
み
下
さ
い
。

人形感謝祭のご案内

　古くなった人形に感謝
し、お祓い、お焚き上げ
をするお祭り「人形感謝
祭」を行います。役目を
終えた「人形」や「ぬい
ぐるみ」をお持ち寄り下
さい。

第
22
回 
人
形
展 

〜
一
期
一
会 

〜

期間  7月16日(土)～18日(月・祝)
　　　　　　 　 10:00～16：00
場所  髙瀬神社  平成殿

期間  7月16日(土)～18日(月・祝)
　　　　　　 　 10:00～16：00
場所  髙瀬神社  平成殿

　今年も南砺あさがお会（森
田光正会長）主催のあさがお
展が開催されます。
　今回で5回目を数えるこの
展示会は、髙瀬神社の夏の風
物詩として広く知られており、
開催期間中、可憐に咲き誇る
たくさんの朝顔が、お参りの
皆様を涼やかにお迎えします。
　なお、朝顔は朝のうちが見
ごろです。お誘い合わせの上、
ぜひ皆様で足をお運び下さい。

― ありがとうの心をこめて ―大輪あさがお展開催

期　　間  ８月５日（金）～８日（月）
展示時間　7：00～12：00

日　時　7月17日（日）
　　　　10：00より
場　所　髙瀬神社本殿
受　付　7月16日（土）9：00～15：00
　　　　7月17日（日）9：00～ 9：45
祈願料　3,000円からお納め下さい。
　　　　（手提げ袋1袋程度につき）

日　時　7月17日（日）
　　　　10：00より
場　所　髙瀬神社本殿
受　付　7月16日（土）9：00～15：00
　　　　7月17日（日）9：00～  9：45
祈願料　3,000円からお納め下さい。
　　　　（手提げ袋1袋程度につき）

　　　　　　　 Instagram

　六
月
十
一
日
、
高
瀬
遺
跡
「
第
四
十

八
回 

菖
蒲
ま
つ
り
」
の
開
催
に
あ
わ
せ

て
「
献
花
祭
」
を
斎
行
し
ま
し
た
。

　今
年
、
国
史
跡
五
十
周
年
を
迎
え
た

高
瀬
遺
跡
保
存
協
会
か
ら
は
、
谷
口
信

夫
会
長
以
下
五
名

の
皆
様
が
参
列
さ

れ
花
菖
蒲
を
奉

納
。高
瀬
の
里
の

平
穏
と
、
国
史
跡

五
十
周
年
記
念
式

典
の
成
功
を
祈
念

し
て
玉
串
を
捧
げ

ま
し
た
。

け
ん 

か  

さ
い

ま
ば
ゆ

や 

お
と

め
や
ま
ふ
う
じ
ん
ど
う

か
ぜ

い 

な
み

し
ょ
う
ま
ん

こ 

が
ね 

い
ろ

神道と仏道のはざまでゆらりと蠢く妖魔の世界に
翻弄される主人公たちの展覧会を開催します。

©今市子『百鬼夜行抄』(朝日新聞出版刊)©今市子『百鬼夜行抄』(朝日新聞出版刊)

期間　令和四年七月一日（金）～七月十日（日）
　　　午前九時～午後五時
会場　越中一宮 髙瀬神社参集殿 【入場無料】
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　木
漏
れ
日
も
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い
六
月
五
日
、
八
乙
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山
風
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堂
の
例
祭
並
び
に
開
山
祭
を

斎
行
し
ま
し
た
。
こ
の
風
神
堂
は
、
季

節
の
変
わ
り
目
に
吹
き
す
さ
ぶ
「
井
波

風
」
の
根
源
と
伝
え
ら
れ
る
「
風
穴
」

の
鎮
め
と
し
て
約
千
三
百
年
前
に
建
立
。

以
来
こ
の
井
波

地
域
を
強
風
被

害
か
ら
護
る
守

護
神
と
し
て
崇

敬
を
集
め
て
い

ま
す
。
当
日
は

お
よ
そ
六
十
名

の
ご
参
列
の
も

と
、
祭
祀
を
厳

修
し
ま
し
た
。

　髙瀬神社のご祭神は福の神、縁結び・医薬
医療の神として全国より広く崇敬を集める大
国主大神（大国さま）です。
　当神社では、交通安全（車のお祓い）・家
内安全・良縁成就（縁結び）・心身健全・厄
除け・病気平癒他のご祈祷を、心を込めて毎
日ご奉仕しています。
お気軽に社務所までお問い合わせ下さい。

ご祈祷のご案内

ご祈祷料　１件につき5,000円以上思召し
　　  髙瀬神社社務所　0763（82）0932

　風
薫
る
五
月
二
十
一
日
、
当

神
社
献
穀
田
に
お
い
て
恒
例
の

「
御
田
植
祭
」
を
斎
行
し
ま
し
た
。

　二
十
四
節
気
の
「
小
満
」
に

あ
た
る
こ
の
日
は
、
古
く
よ
り

陽
気
が
盛
ん
に
な
り
、
山
野
の

草
木
が
実
を
つ
け
る
頃
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
小
さ
な
早
乙
女
達

が
心
を
込
め
て
植
え
た
苗
も
、

秋
に
は
き
っ
と
黄
金
色
の
見
事

な
穂
波
に
育
つ
こ
と
で
し
ょ
う
。

献穀田だより

御田植祭斎行

献
穀
田
奉
耕
者
　
　
　
　
　
片
田
　
豪
詞
氏

井
波
地
域
農
業
者
会
会
長
　
水
野
　
敬
一
氏

　標
高
九
八
七
メ
ー
ト
ル
、
太
古

よ
り
地
域
の
人
々
が
敬
仰
し
て
措

く
あ
た
わ
ざ
る
神
体
山
「
牛

岳
」。
東
は
立
山
連
峰
・
白
木
峰

を
遥
か
に
仰
ぎ
見
、
西
は
白
山
連

峰
・
金
剛
堂
山
を
見
は
る
が
し
、

庄
川
・
小
矢
部
川
の
両
流
が
富
山

湾
に
注
い
で
い
る
の
が
一
望
で
き

ま
す
。

　今
回
紹
介
す
る
今
山
田
の
「
牛

嶽
神
社
」
は
、
富
山
市
山
田
今
山

田
に
鎮
座
し
て
い
ま
す
。
旧
山
田

村
内
（
現
富
山
市
山
田
）
に
は
牛

嶽
社
が
も
と
十
六
社
あ
り
ま
し
た

が
、
そ
の
後
、
廃
村
が
生
じ
た

為
、
十
社
（
鍋
谷
・
居
舟
・
赤
目

谷
・
湯
・
小
島
・
白
井
谷
・
沼

又
・
牧
・
今
山
田
・
宿
坊
）
が
存

続
し
て
お
り
、
今
山
田
の
牛
嶽
神

社
も
そ
の
中
の
一
社
で
す
。

牛
嶽
社
め
ぐ
り

大
国
さ
ま
の

今
山
田 
牛
嶽
神
社

　旧
社
号
に
は
「
牛
嶽
大
明

神
」
や
「
宇
志
多
気
権
現
」

と
あ
り
、
正
徳
二
年
（
一
七
一

二
年
）
の
氏
神
帳
に
は
「
牛

嶽
」
に
関
す
る
記
録
が
残
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
古
来
よ

り
氏
子
の
崇
敬
も
篤
く
、
春

秋
の
祭
礼
も
厳
粛
に
奉
仕
さ

れ
て
き
た
事
が
う
か
が
え
ま

す
。
現
在
春
祭
は
四
月
十
四

日
、
秋
祭
が
十
月
二
十
六
日

に
行
わ
れ
ま
す
。

シ
リ
ー
ズ

第
四
回 

神
社
名
　
牛
嶽
神
社

鎮
座
地
　
富
山
市

　
　
　
　
山
田
今
山
田

御
祭
神
　
大
己
貴
命

宮
　
司
　
黒
田
侑
希

境
内
地
　
一
二
〇
坪

長い石段の先に鎮座する本殿

　慣
れ
親
し
ん
だ
人
形
と
の
お
別

れ
は
寂
し
い
も
の
。
こ
こ
に
は
そ

ん
な
心
を
優
し
く
癒
す
ひ
と
と
き

が
あ
り
ま
す
。

　県
内
外
で
幅
広
く
活
躍
す
る
人

形
作
家
と
、
草
月
流
富
山
県
支
部 

秀
抱
会
と
が
織
り
な
す
、
創
作
人

形
と
い
け
ば
な
の
共
演
。

　心
ゆ
く
ま
で
お
楽
し
み
下
さ
い
。

人形感謝祭のご案内

　古くなった人形に感謝
し、お祓い、お焚き上げ
をするお祭り「人形感謝
祭」を行います。役目を
終えた「人形」や「ぬい
ぐるみ」をお持ち寄り下
さい。

第
22
回 

人
形
展 

〜
一
期
一
会 

〜

期間  7月16日(土)～18日(月・祝)
　　　　　　 　 10:00～16：00
場所  髙瀬神社  平成殿

期間  7月16日(土)～18日(月・祝)
　　　　　　 　 10:00～16：00
場所  髙瀬神社  平成殿

　今年も南砺あさがお会（森
田光正会長）主催のあさがお
展が開催されます。
　今回で5回目を数えるこの
展示会は、髙瀬神社の夏の風
物詩として広く知られており、
開催期間中、可憐に咲き誇る
たくさんの朝顔が、お参りの
皆様を涼やかにお迎えします。
　なお、朝顔は朝のうちが見
ごろです。お誘い合わせの上、
ぜひ皆様で足をお運び下さい。

― ありがとうの心をこめて ―大輪あさがお展開催

期　　間  ８月５日（金）～８日（月）
展示時間　7：00～12：00

日　時　7月17日（日）
　　　　10：00より
場　所　髙瀬神社本殿
受　付　7月16日（土）9：00～15：00
　　　　7月17日（日）9：00～ 9：45
祈願料　3,000円からお納め下さい。
　　　　（手提げ袋1袋程度につき）

日　時　7月17日（日）
　　　　10：00より
場　所　髙瀬神社本殿
受　付　7月16日（土）9：00～15：00
　　　　7月17日（日）9：00～  9：45
祈願料　3,000円からお納め下さい。
　　　　（手提げ袋1袋程度につき）

　　　　　　　 Instagram

　六
月
十
一
日
、
高
瀬
遺
跡
「
第
四
十

八
回 

菖
蒲
ま
つ
り
」
の
開
催
に
あ
わ
せ

て
「
献
花
祭
」
を
斎
行
し
ま
し
た
。

　今
年
、
国
史
跡
五
十
周
年
を
迎
え
た

高
瀬
遺
跡
保
存
協
会
か
ら
は
、
谷
口
信

夫
会
長
以
下
五
名

の
皆
様
が
参
列
さ

れ
花
菖
蒲
を
奉

納
。高
瀬
の
里
の

平
穏
と
、
国
史
跡

五
十
周
年
記
念
式

典
の
成
功
を
祈
念

し
て
玉
串
を
捧
げ

ま
し
た
。

け
ん 

か  

さ
い

ま
ば
ゆ

や 

お
と

め
や
ま
ふ
う
じ
ん
ど
う

か
ぜ

い 

な
み

し
ょ
う
ま
ん

こ 

が
ね 

い
ろ

神道と仏道のはざまでゆらりと蠢く妖魔の世界に
翻弄される主人公たちの展覧会を開催します。

©今市子『百鬼夜行抄』(朝日新聞出版刊)©今市子『百鬼夜行抄』(朝日新聞出版刊)

期間　令和四年七月一日（金）～七月十日（日）
　　　午前九時～午後五時
会場　越中一宮 髙瀬神社参集殿 【入場無料】
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連 載

　医
薬
医
療
の
神
と
し
て
知
ら
れ

る
大
国
主
大
神
（
大
国
さ
ま
）
の

ご
神
徳
に
ち
な
ん
だ
こ
の
コ
ラ
ム

は
、
毎
回
、
専
門
家
の
方
に
ご
寄

稿
い
た
だ
き
、
読
者
の
皆
様
の
生

活
に
役
立
つ
医
療
知
識
な
ど
を
発

信
い
た
し
ま
す
。

　コ
ロ
ナ
禍
に
直
面
し
て
二
年

が
経
過
し
た
。全
世
界
の
コ
ロ

ナ
感
染
者
は
五
億
人
を
超
え
、

何
と
世
界
の
十
五
人
に
一
人
が

感
染
し
た
こ
と
に
な
る
と
い

う
。次
か
ら
次
へ
と
変
異
株
が

出
現
し
、い
ま
だ
に
生
活
の
質

は
元
に
戻
っ
て
い
な
い
。

　子
ど
も
の
病
気
も
す
っ
か
り

様
変
わ
り
し
た
。二
シ
ー
ズ
ン

に
わ
た
っ
て
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は

全
く
流
行
ら
な
か
っ
た
。感
染

性
胃
腸
炎
、ヘ
ル
パ
ン
ギ
ー
ナ
、

手
足
口
病
も
か
な
り
少
か
っ

た
。子
ど
も
は
コ
ロ
ナ
感
染
症

に
罹
っ
て
も
軽
く
経
過
し
、重

症
化
し
て
入
院
す
る
方
は
少

な
い
。昨
年
唯
一
流
行
し
た

R
S
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
方
が

は
る
か
に
症
状
が
重
い
と
言
え

る
。　ワ

ク
チ
ン
に
よ
っ
て
防
ぐ
こ

と
の
で
き
る
病
気
の
予
防
は

や
は
り
ワ
ク
チ
ン
で
あ
る
。コ
ロ

ナ
ワ
ク
チ
ン
に
つ
い
て
さ
ま
ざ

ま
な
意
見
が
あ
る
の
は
承
知

し
て
い
る
。子
ど
も
は
コ
ロ
ナ
に

か
か
っ
て
も
軽
く
経
過
す
る
な

ら
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
す
る
必

要
が
あ
る
の
か
と
い
う
意
見
も

出
る
だ
ろ
う
。た
だ
子
ど
も
の

感
染
症
の
変
遷
を
ず
っ
と
見

守
っ
て
き
た
立
場
と
し
て
、多

く
の
ワ
ク
チ
ン
の
有
効
性
に
は

常
に
驚
か
さ
れ
て
き
た
。は
し

か（
麻
疹
）や
風
疹
、水
疱
瘡

な
ど
は
ほ
と
ん
ど
み
な
く
な
っ

た
。乳
幼
児
の
命
を
脅
か
す
ヒ

ブ
や
肺
炎
球
菌
に
よ
る
細
菌

性
髄
膜
炎
も
ほ
ぼ
な
く
な
っ

た
。昔
は
多
く
の
子
ど
も
が
亡

く
な
っ
た
破
傷
風
、ジ
フ
テ
リ

ア
、ポ
リ
オ
、日
本
脳
炎
も
み

た
こ
と
が
な
い
。

　コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
す

る
と
熱
が
出
た
り
、局
所
が
腫

れ
て
痛
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

重
大
な
副
反
応
は
少
な
い
。ワ

ク
チ
ン
の
副
反
応
が
強
調
さ
れ

す
ぎ
る
傾
向
に
あ
る
が
、ワ
ク

チ
ン
に
よ
っ
て
ど
れ
ほ
ど
多
く

の
子
ど
も
の
健
康
や
生
命
が

守
ら
れ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と

に
も
っ
と
注
目
す
べ
き
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　ワ
ク
チ
ン
に
よ
っ
て
コ
ロ
ナ
の

流
行
が
抑
え
ら
れ
、ま
た
新
た

な
感
染
症
が
出
現
し
な
い
こ

と
を
祈
り
つ
つ
、一
小
児
科
医
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
た
い
。

大
国
さ
ま
の
処
方
せ
ん 

⑤

「
子
ど
も
の
健
康
と
コ
ロ
ナ
と
ワ
ク
チ
ン
」

南
砺
市
民
病
院 

小
児
科
部
長   

片
山
　
啓
太

片
山
　
啓
太 

先
生

　南
砺
市
民
病
院 

小
児
科
部
長

金
沢
生
ま
れ
、
大
阪
育
ち
。
金
沢

大
学
医
学
部
卒
。
医
学
博
士
。
小

児
科
専
門
医
。

二
十
年
以
上
に
わ
た
っ
て
、
井
波

町
、
南
砺
市
の
小
児
医
療
お
よ
び
保

健
活
動
に
取
り
組
ま
れ
て
い
ま
す
。

　　　　　　　 LINE

御
社
殿
屋
根
修
復
事
業
奉
賛
者
芳
名

御
社
殿
屋
根
修
復
事
業
奉
賛
者
芳
名
（
順
不
同
・
敬
称
略
）

（
順
不
同
・
敬
称
略
）

　現
在
進
捗
中
の
本
事
業
に
対
し
、
左
記
の
方
々
よ
り
赤
誠
あ
ふ
れ
る

ご
奉
賛
を
賜
り
ま
し
た
。

誌
上
よ
り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　現
在
進
捗
中
の
本
事
業
に
対
し
、
左
記
の
方
々
よ
り
赤
誠
あ
ふ
れ
る

ご
奉
賛
を
賜
り
ま
し
た
。

誌
上
よ
り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

令
和
四
年
三
月
一
日
〜
令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

令
和
四
年
三
月
一
日
〜
令
和
四
年
五
月
三
十
一
日

【
御
社
殿
御
簾
一
式
】

　石
岡

　敬
夫

【
五
十
一
万
円
】

　高
島

　
　啓

【
三
十
万
円
】

　北
村

　竹
司

【
十
万
円
】

　新
井

　政
英

【
五
万
円
】

　霜
野

　幸
作

　㈲
佐
々
木
運
輸

　
　佐
々
木
章
友

【
二
万
円
】

　徳
川

　清
志

【
一
万
円
】

　前
田

　
　一

　尾
崎

　武
司

　藤
田

　進
弘

　藤
井

　俊
和

　清
水

　
　勝

　㈱
ナ
ン
ブ

　藤
田

　春
枝

　柳
瀬

　勇
三

　片
山

　義
昭

　山
本

　裕
司

　澤
田

　康
則

　医
療
法
人
社
団

　
　佐
藤
内
科

　
　
　ク
リ
ニッ
ク

　北
堀

　一
彦

　院
田
豊
次
郎

【
五
千
円
】

　岩
澤

　健
司

　牧
野

　
　馨

　朴
谷

　光
男

　今
井

　光
子

　増
元

　光
徳

　西
村

　竜
哉

　川
島
由
美
子

　宮
原
喜
代
和

　保
坂
多
美
子

・
銅
板
奉
納
者

　北
堀

　一
彦

　西
田

　智
彦

　前
田

　
　一

　尾
崎

　武
司

　清
水

　照
江

　梶

　
　
　雅

脇
本

　千
春

ト
レ
ボ
ー
㈱

髙
橋

　
　太

髙
橋

　美
雪

川
村

　尚
孝

宗
井

　芳
明

藤
井

　克
己

吉
田

　正
博

林

　
　
　駿

神
谷

　英
喜

平
野

　拓
美

中
井

　静
子

嶋
田

　潤
一

𠮷
川

　禎
尚

南
部

　多
津

長
森

　
　恵

今
井

　光
子

鈴
木

　淑
子

荒
井

　
　肇

安
達

　
　誠

荒
井

　啓
輔

荒
井
純
一
郎

藤
井

　澄
子

長
谷
川
千
哥

辻

　
　明
恵

中
田
由
紀
子

髙
山

　浩
二

髙
山

　愛
子

芳
村
伊
十
一
郎

向
田

　
　靖

向
田

　美
穂

向
田

　妙
子

黒
河

　勝
之

中
野

　久
美

三
浦
由
美
子

村
北

　鋼
志

宮
下

　雅
俊

髙
矢

　重
徳

奈
良

　如
紘

奈
良

　浩
二

奈
良

　清
美

備
後

　幸
子

松
井

　
　歩

山
口

　邦
子

東

　
　有
香

東

　し
お
り

上
野

　重
典

千
村
八
恵
美

安産祈願
戌の日カレンダー
7月　 8日・20日
8月　 1日・13日・25日
9月　 6日・18日・30日
10月　12日・24日
11月　 5日・17日・29日
12月　11日・23日
　腹帯のお祓いも行いますので、
どうぞご持参下さい。

　
以
上
の
皆
様
よ

り
ご
奉
納
を
賜
り

ま
し
た
。
誌
上
よ

り
厚
く
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

※
作
者
の
梅
木
信
作
氏

（
昭
和
七
年
〜
令
和
元
年
）

は
、
日
本
美
術
院
の
院
友

で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

【
参
道
玉
砂
利
】

　株
式
会
社 

岡
部

代
表
取
締
役
社
長 

岡
部

　竜
一 

殿

【
参
道
玉
砂
利
敷
設
奉
仕
】

　株
式
会
社 

藤
井
組

代
表
取
締
役
社
長 

藤
井

　秀
之 

殿

【
境
内
樹
木
剪
定
奉
仕
】

　株
式
会
社 

越
路
ガ
ー
デ
ン

代
表
取
締
役 

西
尾

　倫
顕 

殿

【
絵
画
「
残
照
」
梅
木
信
作 

画
】

梅
木

　宏
真 

殿

ご
奉
納
御
礼

ご
奉
納
御
礼

境
内
を
彩
る
四
季
折
々
の
草
花
。

季
節
の
吊
る
し
飾
り
と
共
に

お
楽
し
み
下
さ
い
。

編
集
後
記

表
紙
写
真

　松
田
聖
子
さ
ん
、
中
森
明
菜
さ
ん

が
そ
れ
ぞ
れ
に
歌
い
継
ぐ
「
瑠
璃
色

の
地
球
」
と
い
う
歌
を
十
数
年
ぶ
り

に
聴
き
、
感
慨
を
新
た
に
し
た
。
か

け
が
え
の
な
い
こ
の
星
の
、
ど
の
国

に
も
、
誰
の
命
に
も
、
夜
明
け
の
来

な
い
夜
な
ど
な
い
と
い
う
こ
と
を
、

強
く
信
じ
た
い
。        

　
　

 

（
智
）

　当神社のホームページにてバックナンバーをご覧いただけます。祭典の由緒や行事の沿革など、
過去の記事もご参考になさって下さい。  https://www.takase.or.jp

社報バックナンバーのご案内

本殿前に飾られた風鈴

七夕飾りのお願い事短冊

風鈴には手作りの折り鶴と短冊 夏詣期間限定の御朱印

日
本
の
新
し
い
習
慣
と
し
て

開
催

な
つ
も
う
で

な
つ
も
う
で

な
つ
も
う
で

な
つ
も
う
で

「
夏
詣
」
と
は
…

期
間
　
七
月
一
日（
金
）〜
七
日（
木
）

　「
大
祓
」
は
年
に
二
回
行
わ
れ
ま
す
。
十
二
月
三
十
一
日
の
「
師
走

の
大
祓
」
で
罪
穢
れ
を
祓
い
清
め
て
か
ら
「
初
詣
」
に
出
か
け
、
新
年

の
平
穏
を
祈
り
ま
す
。

　六
月
三
十
日
の
「
夏
越
の
大
祓
」
で
も
同
様
に
罪
穢
れ
を
祓
い
ま

す
が
、
そ
の
後
あ
ら
た
め
て
参
拝
す
る
習
慣
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
こ
で
、
半
年
が
無
事
に
過
ぎ
た
こ
と
に
感
謝
し
、
残
る
半
年

も
平
穏
に
過
ご
せ
る
よ
う
祈
る
参
拝
の
こ
と
を
「
夏
詣
」
と
呼
び
、

新
し
い
習
慣
と
し
て
提
唱
し
て
い
ま
す
。

お
お
は
ら
え

つ
み
け
が

な  

ご
し

し
わ
す

　
五
五
五
個
の
風
鈴
の
音
色

　髙
瀬
神
社
で
は
、
こ
の
「
夏
詣
」

期
間
、
社
殿
前
な
ど
に
風
鈴
を
飾

り
、
皆
様
に
涼
や
か
な
音
色
を
お
楽

し
み
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
今
年
は

昨
年
の
お
よ
そ
倍
の
五
五
五
個
。

　ど
う
ぞ
、
ご
家
族
お
友
達
お
揃
い

で
お
参
り
下
さ
い
。

奉納奉告祭での梅木ご夫妻

る   

り  

い
ろ
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連 載

　医
薬
医
療
の
神
と
し
て
知
ら
れ

る
大
国
主
大
神
（
大
国
さ
ま
）
の

ご
神
徳
に
ち
な
ん
だ
こ
の
コ
ラ
ム

は
、
毎
回
、
専
門
家
の
方
に
ご
寄

稿
い
た
だ
き
、
読
者
の
皆
様
の
生

活
に
役
立
つ
医
療
知
識
な
ど
を
発

信
い
た
し
ま
す
。

　コ
ロ
ナ
禍
に
直
面
し
て
二
年

が
経
過
し
た
。全
世
界
の
コ
ロ

ナ
感
染
者
は
五
億
人
を
超
え
、

何
と
世
界
の
十
五
人
に
一
人
が

感
染
し
た
こ
と
に
な
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と
い

う
。次
か
ら
次
へ
と
変
異
株
が

出
現
し
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ま
だ
に
生
活
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質

は
元
に
戻
っ
て
い
な
い
。

　子
ど
も
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病
気
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っ
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り

様
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た
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シ
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ズ
ン
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て
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ル
エ
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っ
た
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染

性
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、ヘ
ル
パ
ン
ギ
ー
ナ
、

手
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口
病
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か
な
り
少
か
っ

た
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も
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コ
ロ
ナ
感
染
症
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っ
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く
経
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、重

症
化
し
て
入
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る
方
は
少

な
い
。昨
年
唯
一
流
行
し
た

R
S
ウ
イ
ル
ス
感
染
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が
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に
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る
。　ワ

ク
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ン
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あ
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出
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麻
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幼
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っ

た
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っ
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破
傷
風
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ア
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本
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。

　コ
ロ
ナ
ワ
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チ
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を
接
種
す

る
と
熱
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り
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重
大
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い
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強
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っ
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流
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抑
え
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れ
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た
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な
感
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出
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こ

と
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祈
り
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、一
小
児
科
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メ
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セ
ー
ジ
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。

大
国
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ま
の
処
方
せ
ん 

⑤

「
子
ど
も
の
健
康
と
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ロ
ナ
と
ワ
ク
チ
ン
」
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児
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。
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。
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町
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砺
市
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小
児
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保
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に
取
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い
ま
す
。
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誌
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厚
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申
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す
。
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ぶ
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に
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た
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と
に
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に
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る
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の
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に
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を
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に
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を
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す
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高瀬神社 検索

結
び
の
杜
の
神
前
式

四
季
折
々
の
境
内
で

ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
フ
ォ
ト
を
満
喫

一
日
一
組
限
定
の
お
も
て
な
し

結
婚
式
を
あ
き
ら
め
な
い
で
く
だ
さ
い

　縁
結
び
の
神
様
、
大
国
主
大
神
を

お
祭
り
す
る
越
中
一
宮
。

　
日
常
を
隔
て
る
境
内
で
、
玉
砂
利

を
踏
み
し
め
て
歩
く
参
進
の
儀
に

始
ま
り
、
社
殿
に
響
き
渡
る
雅
楽

の
調
べ
の
中
、
厳
か
な
神
前
式
が

執
り
行
わ
れ
ま
す
。

大
国
様
の
「
結
び
」
の
御
神
徳
に

よ
り
お
二
人
だ
け
で
は
な
く
、

両
家
の
絆
も
固
く
結
ば
れ
ま
す
。

完
全
な

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
空
間
で

和
や
か
な
宴
会
が
実
現

す
べ
て
は
一
組
の

新
た
な
夫
婦
の
幸
福
の
た
め
に

二
人
だ
け
で
も
結
婚
式
は
で
き
ま
す
。

「
だ
っ
た
ら
、
家
族
は
欠
か
せ
な
い
か
な
。
」

「
折
角
だ
か
ら
、
親
戚
の
み
な
さ
ん
だ
け
で
も
。
」

「
で
き
れ
ば
、
近
く
に
住
む
友
人
く
ら
い
は…

」

列
席
を
減
ら
す
の
で
は
な
く
、
無
理
な
く
増
や
す
。

そ
ん
な
考
え
方
で
結
婚
式
を
叶
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

挙
式
の
み
〜
少
人
数
会
食
〜

髙
瀬
神
社
は
結
婚
さ
れ
る
す
べ
て
の
方
を
歓
迎
し
て
い
ま
す
。

オ
ー
プ
ン
エ
ア
ー
な

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
テ
ラ
ス
で

開
放
的
な
演
出
が
実
現

髙瀬神社LINE 髙瀬神社HP

　髙瀬神社の境内は、
　季節の草花であふれています。
　髙瀬神社の境内は、
　季節の草花であふれています。

四季折々。四季折々。
月次祭（毎月一日・十三日／九月は一日のみ）
七夕祭並びに技芸上達祈願祭（七月七日）
除熱祭（七月二十二日）
人形感謝祭（七月十七日）
中禮祭（八月十六日）

月次祭（毎月一日・十三日／九月は一日のみ）
七夕祭並びに技芸上達祈願祭（七月七日）
除熱祭（七月二十二日）
人形感謝祭（七月十七日）
中禮祭（八月十六日）

七月・八月の祭事七月・八月の祭事
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