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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

二
人
の
夢
が
叶
い
ま
す
よ
う
に

髙
瀬
神
社
は
結
婚
さ
れ
る

す
べ
て
の
方
を
歓
迎
し
て
い
ま
す
。

　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

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

撮
影

　本
保
栄
司

　月
次
祭
（
毎
月
一
日
・
十
三
日
）

　神
武
天
皇
祭
（
四
月
三
日
）

　春
季
祭
（
四
月
十
日
）

　昭
和
祭
（
四
月
二
十
九
日
）

　御
田
植
祭
（
五
月
下
旬
）

　月
次
祭
（
毎
月
一
日
・
十
三
日
）

　神
武
天
皇
祭
（
四
月
三
日
）

　春
季
祭
（
四
月
十
日
）

　昭
和
祭
（
四
月
二
十
九
日
）

　御
田
植
祭
（
五
月
下
旬
）

四
月
・
五
月
の
祭
事

四
月
・
五
月
の
祭
事

浄
闇
の
静
寂
に
響
く
警
蹕
に
守
ら
れ
、

大
神
様
は
仮
殿
に
お
遷
り
に
な
ら
れ

ま
し
た
。

浄
闇
の
静
寂
に
響
く
警
蹕
に
守
ら
れ
、

大
神
様
は
仮
殿
に
お
遷
り
に
な
ら
れ

ま
し
た
。 し

じ
ま

し
じ
ま

じ
ょ
う
あ
ん

じ
ょ
う
あ
ん

け
い
ひ
つ

け
い
ひ
つ

無
事
、
遷
御
。

無
事
、
遷
御
。

10
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時
の
流
れ
は
本
当
に
早
い
。
年
齢

を
重
ね
る
と
特
に
そ
の
よ
う
に
感
じ

る
ら
し
い
。
私
も
部
屋
に
か
け
て
あ

る
カ
レ
ン
ダ
ー
を
め
く
る
た
び
に
強

く
感
じ
る
。
昨
年
ま
で
は
ひ
と
月
一

枚
の
も
の
を
か
け
て
い
た
が
、
ひ
と

月
過
ぎ
る
ス
ピ
ー
ド
が
あ
ま
り
に
早

い
の
で
、
今
年
は
ふ
た
月
一
枚
の
も
の

に
替
え
て
み
た
。
そ
う
す
れ
ば
過
行

く
時
間
が
少
し
で
も
遅
く
感
じ
る
の

で
は
な
い
か
と
思
っ
た
が
、
そ
う
は
な

ら
ず
、
も
う
二
ヶ
月
過
ぎ
て
し
ま
っ

た
と
、
逆
に
焦
り
を
増
す
結
果
と

な
っ
た
。

　
　
　

　
四
月
は
新
年
度
が
始
ま
る
ス
タ
ー

ト
の
月
で
あ
る
。
誰
し
も
新
た
な
こ

と
を
計
画
し
て
、
実
行
し
よ
う
と
ワ

ク
ワ
ク
し
て
い
る
月
で
あ
る
。

　
私
が
新
年
度
中
に
実
行
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
計
画
は
二
つ
。
一
つ
は
当

神
社
の
屋
根
葺
き
替
え
事
業
の
完

成
。
も
う
一
つ
は
庄
川
弁
財
天
社
の

三
十
三
年
式
年
御
開
扉
大
祭
の
斎
行

で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
大
事
業
ゆ
え
に

下
準
備
（
段
取
り
）
が
重
要
だ
。
じ
っ

く
り
と
時
間
を
か
け
て
万
全
の
体
制

で
臨
む
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
各
事

業
の
開
始
や
完
了
ま
で
、
ま
だ
時
間

が
あ
る
と
油
断
し
て
い
る
と
、
そ
の

日
は
直
ぐ
に
や
っ
て
来
る
。
切
羽
詰

ま
っ
て
、
場
当
た
り
的
に
な
っ
て
し
ま

う
と
、
せ
っ
か
く
の
計
画
が
台
無
し

に
な
っ
て
し
ま
う
。
責
任
は
重
大
だ
。

　
去
る
二
月
二
十
日
の
夕
刻
、
御
本

殿
屋
根
葺
き
替
え
工
事
に
先
立
ち
、

御
祭
神
に
仮
本
殿
に
お
遷
り
い
た
だ

く
「
仮
殿
遷
座
祭
」
を
斎
行
し
た
。

旧
職
員
の
神
職
方
、
氏
子
代
表
の

方
々
に
助
勢
願
い
、
厳
か
に
斎
行
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
折
、
私
は
主

祭
神
で
あ
る
大
国
様
の
御
神
体
を
奉

持
し
た
。
六
十
セ
ン
チ
ほ
ど
の
大
き

さ
の
御
神
体
は
、
初
め
の
う
ち
は
重

さ
を
感
じ
な
か
っ
た
が
、
途
中
か
ら

重
た
く
な
っ
た
。
御
本
殿
か
ら
参
集

殿
に
設
え
て
あ
る
仮
本
殿
ま
で
の
わ

ず
か
な
距
離
だ
っ
た
の
で
疲
れ
る
ほ

ど
で
は
な
い
。
ど
う
し
て
急
に
重
く

な
っ
た
？
と
不
思
議
だ
っ
た
が
、
こ
れ

は
き
っ
と
、
こ
の
事
業
を
し
っ
か
り
と

や
り
遂
げ
る
よ
う
に
と
の
大
国
様
か

ら
の
ご
示
唆
で
あ
り
、
励
ま
し
で

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い

る
。
責
任
の
重
さ
を
体
感
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
瞬
間
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
弁
財
天
社
の
御
開
扉
大
祭

は
二
月
に
奉
賛
会
発
会
式
が
行
わ

れ
、
本
格
的
な
準
備
が
始
ま
っ
た
。

七
月
二
十
八
日
か
ら
三
日
間
の
予
定

で
斎
行
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、

時
間
が
迫
っ
て
き
て
い
る
。
ス
ピ
ー
ド

ア
ッ
プ
し
て
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
動
き
始
め
る
と
思
わ
ぬ
と

こ
ろ
か
ら
協
力
の
申
し
出
が
あ
っ
た

り
、
有
用
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
い

た
り
、
御
神
慮
と
も
い
う
べ
き
不
思

議
な
力
が
働
い
て
、
良
い
方
向
に
導

か
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。

　
自
身
の
た
て
た
目
標
や
与
え
ら
れ

た
仕
事
（
役
目
）
の
実
現
に
向
け
て
一

生
懸
命
努
力
す
れ
ば
、
大
神
様
は
必

ず
力
を
与
え
て
く
だ
さ
る
。
只
管
に

努
力
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

　
明
治
天
皇
御
製

い
た
づ
ら
に
時
を
移
し
て
こ
と
し
あ
れ
ば

　あ
わ
た
だ
し
く
も
た
ち
さ
わ
ぐ
か
な

（
口
語
訳
）

　
平
素
な
す
べ
き
こ
と
を
せ
ず
、
い
た
ず
ら

に
時
を
過
ご
し
て
い
て
、
何
か
こ
と
が
起
き
る

と
、
あ
わ
て
て
大
騒
ぎ
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
今
年
も
三
か
月
が
過
ぎ
た
。
七
月

の
行
事
ま
で
約
四
か
月
、
続
く
九
月

の
竣
功
ま
で
六
か
月
。
大
神
様
の
御

神
慮
に
適
う
べ
く
、
い
た
ず
ら
に
時

を
過
ご
さ
ず
、
や
る
べ
き
こ
と
を
し
っ

か
り
と
し
て
、
あ
た
ふ
た
し
な
い
よ

う
に
心
が
け
、
そ
の
日
を
迎
え
た
い

も
の
で
あ
る
。

光
陰
矢
の
如
し

宮

　司  

藤
井
秀
嗣

　二
月
十
一
日
、
責
任
役
員
、

高
瀬
区
長
他
の
ご
参
列
の
も
と
、

「
紀
元
節
祭
」
を
斎
行
し
ま
し
た
。

　今
年
は
「
令
和
五
年
」、
西
暦

で
は
二
〇
二
三
年
と
な
り
ま
す

が
、
日
本
に
は
日
常
的
に
使
わ
れ

る
「
元
号
」
の
他
に
も
う
一
つ

独
自
の
紀
年
法
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
我
が
国
の
基
礎
を
築
き

国
家
の
安
定
に
お
力
を
尽
く
さ

れ
た
初
代
天
皇 

神
武
天
皇
ご
即

位
の
年
を
元
年
と
す
る
「
神
武

天
皇
即
位
紀
元
」。
一
般
的
に
は

「
皇
紀
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　神
武
天
皇
が
建
国
を
成
さ
れ

て
よ
り
悠
久
二
六
八
三
年
。
祭

典
で
は
我
が
国
の
安
泰
と
益
々

の
繁
栄
を
祈
念
し
ま
し
た
。

　豆
撒
き
を
始
め
と
す
る
様
々
な
「
追

儺
神
事
」
は
、
季
節
の
変
わ
り
目
に
忍

び
寄
る
災
い
を
祓
い
遣
る
為
の
伝
統
的

な
神
事
。
今
年
も
髙
瀬
神
社
で
は
、
多

く
の
皆
様
と
共
に
元
気
に
邪
気
を
打
ち

祓
い
ま
し
た
。

　尚
、
節
分
の
日
は
二
月
三
日
と
は
限

ら
ず
、
翌
日
の
「
立
春
」の
日
に
ち
に
よ
っ

て
変
わ
り
ま
す
。
昭
和
六
十
年
よ
り
長

ら
く
二
月
三
日
に
固
定
さ
れ
て
き
ま
し

た
が
、
令
和
三

年
よ
り
し
ば
ら

く
は
三
年
お
き

に
「
二
日
」
の

年
が
訪
れ
、
令

和
七
年
の
節
分

は
二
月
二
日
と

な
り
ま
す
。

建国記念の日 皇紀2683年鬼
は
外
、
福
は
内
。 

　今
年
は
十
二
年
に

一
度
の
卯
年
ー
。

　飛
躍
と
繁
栄
を
祈

る
皆
様
で
賑
わ
っ
た

今
年
の
初
詣
も
、
関

係
各
位
の
ご
協
力
に

よ
り
、
大
過
な
く
無

事
に
実
施
す
る
こ
と

が
出
来
ま
し
た
。

　ご
奉
仕
い
た
だ
き

ま
し
た
氏
子
、
ま
た

七
十
五
名
の
巫
女
を

始
め
と
す
る
助
勤
者

の
心
の
こ
も
っ
た
お

も
て
な
し
は
、
ご
参

拝
の
皆
様
を
、
あ
た

た
か
く
お
迎
え
し
ま

し
た
。

初
詣
句
会

福
野
糸
瓜
句
会
奉
納
句

へ
ち
ま

ロ
ボ
ッ
ト
に
急
き
た
て
ら
れ
て
大
掃
除

　中
川

　英
堂

初
空
へ
威
を
正
す
杜
一
の
宮

　
　
　
　
　名
村

　五
月

安
寧
を
祈
る
拝
殿
初
祓

　
　
　
　
　
　
　安
田

　富
子

朱
の
橋
の
雪
や
緋
袴
た
く
し
上
げ

　
　
　梅
島
く
に
を

瑞
雲
の
棚
引
く
越
の
初
御
空

　
　
　
　
　田
上
眞
知
子

破
魔
矢
受
く
松
の
雫
の
清
々
し

　
　
　
　有
川

　
　寛

神
主
の
声
若
々
し
初
祓
い

　
　
　
　
　
　上
古

　眞
澄

神
獣
の
卯
年
ま
い
り
や
初
句
会

　
　
　
　城
宝
寿
美
礼

巫
女
務
む
立
居
振
舞
孫
の
春

　
　
　
　
　五
十
嵐
千
恵
子

菩
提
寺
の
若
僧
と
撞
く
除
夜
の
鐘

　
　
　有
川

　公
子

節分祭斎行 節分祭斎行 

き 

げ
ん
せ
つ
さ
い

き  

ね
ん  

ほ
う

じ
ん 

む

こ
う 

き

紀元節祭斎行紀元節祭斎行
つ
い

な  

し
ん  

じ

令和五年 卯年

初 詣

も
り

ひ
ろ
し
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時
の
流
れ
は
本
当
に
早
い
。
年
齢

を
重
ね
る
と
特
に
そ
の
よ
う
に
感
じ

る
ら
し
い
。
私
も
部
屋
に
か
け
て
あ

る
カ
レ
ン
ダ
ー
を
め
く
る
た
び
に
強

く
感
じ
る
。
昨
年
ま
で
は
ひ
と
月
一

枚
の
も
の
を
か
け
て
い
た
が
、
ひ
と

月
過
ぎ
る
ス
ピ
ー
ド
が
あ
ま
り
に
早

い
の
で
、
今
年
は
ふ
た
月
一
枚
の
も
の

に
替
え
て
み
た
。
そ
う
す
れ
ば
過
行

く
時
間
が
少
し
で
も
遅
く
感
じ
る
の

で
は
な
い
か
と
思
っ
た
が
、
そ
う
は
な

ら
ず
、
も
う
二
ヶ
月
過
ぎ
て
し
ま
っ

た
と
、
逆
に
焦
り
を
増
す
結
果
と

な
っ
た
。

　
　
　

　
四
月
は
新
年
度
が
始
ま
る
ス
タ
ー

ト
の
月
で
あ
る
。
誰
し
も
新
た
な
こ

と
を
計
画
し
て
、
実
行
し
よ
う
と
ワ

ク
ワ
ク
し
て
い
る
月
で
あ
る
。

　
私
が
新
年
度
中
に
実
行
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
計
画
は
二
つ
。
一
つ
は
当

神
社
の
屋
根
葺
き
替
え
事
業
の
完

成
。
も
う
一
つ
は
庄
川
弁
財
天
社
の

三
十
三
年
式
年
御
開
扉
大
祭
の
斎
行

で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
大
事
業
ゆ
え
に

下
準
備
（
段
取
り
）
が
重
要
だ
。
じ
っ

く
り
と
時
間
を
か
け
て
万
全
の
体
制

で
臨
む
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
各
事

業
の
開
始
や
完
了
ま
で
、
ま
だ
時
間

が
あ
る
と
油
断
し
て
い
る
と
、
そ
の

日
は
直
ぐ
に
や
っ
て
来
る
。
切
羽
詰

ま
っ
て
、
場
当
た
り
的
に
な
っ
て
し
ま

う
と
、
せ
っ
か
く
の
計
画
が
台
無
し

に
な
っ
て
し
ま
う
。
責
任
は
重
大
だ
。

　
去
る
二
月
二
十
日
の
夕
刻
、
御
本

殿
屋
根
葺
き
替
え
工
事
に
先
立
ち
、

御
祭
神
に
仮
本
殿
に
お
遷
り
い
た
だ

く
「
仮
殿
遷
座
祭
」
を
斎
行
し
た
。

旧
職
員
の
神
職
方
、
氏
子
代
表
の

方
々
に
助
勢
願
い
、
厳
か
に
斎
行
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
折
、
私
は
主

祭
神
で
あ
る
大
国
様
の
御
神
体
を
奉

持
し
た
。
六
十
セ
ン
チ
ほ
ど
の
大
き

さ
の
御
神
体
は
、
初
め
の
う
ち
は
重

さ
を
感
じ
な
か
っ
た
が
、
途
中
か
ら

重
た
く
な
っ
た
。
御
本
殿
か
ら
参
集

殿
に
設
え
て
あ
る
仮
本
殿
ま
で
の
わ

ず
か
な
距
離
だ
っ
た
の
で
疲
れ
る
ほ

ど
で
は
な
い
。
ど
う
し
て
急
に
重
く

な
っ
た
？
と
不
思
議
だ
っ
た
が
、
こ
れ

は
き
っ
と
、
こ
の
事
業
を
し
っ
か
り
と

や
り
遂
げ
る
よ
う
に
と
の
大
国
様
か

ら
の
ご
示
唆
で
あ
り
、
励
ま
し
で

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い

る
。
責
任
の
重
さ
を
体
感
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
瞬
間
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
弁
財
天
社
の
御
開
扉
大
祭

は
二
月
に
奉
賛
会
発
会
式
が
行
わ

れ
、
本
格
的
な
準
備
が
始
ま
っ
た
。

七
月
二
十
八
日
か
ら
三
日
間
の
予
定

で
斎
行
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、

時
間
が
迫
っ
て
き
て
い
る
。
ス
ピ
ー
ド

ア
ッ
プ
し
て
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
動
き
始
め
る
と
思
わ
ぬ
と

こ
ろ
か
ら
協
力
の
申
し
出
が
あ
っ
た

り
、
有
用
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
い

た
り
、
御
神
慮
と
も
い
う
べ
き
不
思

議
な
力
が
働
い
て
、
良
い
方
向
に
導

か
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。

　
自
身
の
た
て
た
目
標
や
与
え
ら
れ

た
仕
事
（
役
目
）
の
実
現
に
向
け
て
一

生
懸
命
努
力
す
れ
ば
、
大
神
様
は
必

ず
力
を
与
え
て
く
だ
さ
る
。
只
管
に

努
力
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

　
明
治
天
皇
御
製

い
た
づ
ら
に
時
を
移
し
て
こ
と
し
あ
れ
ば

　あ
わ
た
だ
し
く
も
た
ち
さ
わ
ぐ
か
な

（
口
語
訳
）

　
平
素
な
す
べ
き
こ
と
を
せ
ず
、
い
た
ず
ら

に
時
を
過
ご
し
て
い
て
、
何
か
こ
と
が
起
き
る

と
、
あ
わ
て
て
大
騒
ぎ
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
今
年
も
三
か
月
が
過
ぎ
た
。
七
月

の
行
事
ま
で
約
四
か
月
、
続
く
九
月

の
竣
功
ま
で
六
か
月
。
大
神
様
の
御

神
慮
に
適
う
べ
く
、
い
た
ず
ら
に
時

を
過
ご
さ
ず
、
や
る
べ
き
こ
と
を
し
っ

か
り
と
し
て
、
あ
た
ふ
た
し
な
い
よ

う
に
心
が
け
、
そ
の
日
を
迎
え
た
い

も
の
で
あ
る
。

光
陰
矢
の
如
し

宮

　司  

藤
井
秀
嗣

　二
月
十
一
日
、
責
任
役
員
、

高
瀬
区
長
他
の
ご
参
列
の
も
と
、

「
紀
元
節
祭
」
を
斎
行
し
ま
し
た
。

　今
年
は
「
令
和
五
年
」、
西
暦

で
は
二
〇
二
三
年
と
な
り
ま
す

が
、
日
本
に
は
日
常
的
に
使
わ
れ

る
「
元
号
」
の
他
に
も
う
一
つ

独
自
の
紀
年
法
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
我
が
国
の
基
礎
を
築
き

国
家
の
安
定
に
お
力
を
尽
く
さ

れ
た
初
代
天
皇 

神
武
天
皇
ご
即

位
の
年
を
元
年
と
す
る
「
神
武

天
皇
即
位
紀
元
」。
一
般
的
に
は

「
皇
紀
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　神
武
天
皇
が
建
国
を
成
さ
れ

て
よ
り
悠
久
二
六
八
三
年
。
祭

典
で
は
我
が
国
の
安
泰
と
益
々

の
繁
栄
を
祈
念
し
ま
し
た
。

　豆
撒
き
を
始
め
と
す
る
様
々
な
「
追

儺
神
事
」
は
、
季
節
の
変
わ
り
目
に
忍

び
寄
る
災
い
を
祓
い
遣
る
為
の
伝
統
的

な
神
事
。
今
年
も
髙
瀬
神
社
で
は
、
多

く
の
皆
様
と
共
に
元
気
に
邪
気
を
打
ち

祓
い
ま
し
た
。

　尚
、
節
分
の
日
は
二
月
三
日
と
は
限

ら
ず
、
翌
日
の
「
立
春
」の
日
に
ち
に
よ
っ

て
変
わ
り
ま
す
。
昭
和
六
十
年
よ
り
長

ら
く
二
月
三
日
に
固
定
さ
れ
て
き
ま
し

た
が
、
令
和
三

年
よ
り
し
ば
ら

く
は
三
年
お
き

に
「
二
日
」
の

年
が
訪
れ
、
令

和
七
年
の
節
分

は
二
月
二
日
と

な
り
ま
す
。

建国記念の日 皇紀2683年鬼
は
外
、
福
は
内
。 

　今
年
は
十
二
年
に

一
度
の
卯
年
ー
。

　飛
躍
と
繁
栄
を
祈

る
皆
様
で
賑
わ
っ
た

今
年
の
初
詣
も
、
関

係
各
位
の
ご
協
力
に

よ
り
、
大
過
な
く
無

事
に
実
施
す
る
こ
と

が
出
来
ま
し
た
。

　ご
奉
仕
い
た
だ
き

ま
し
た
氏
子
、
ま
た

七
十
五
名
の
巫
女
を

始
め
と
す
る
助
勤
者

の
心
の
こ
も
っ
た
お

も
て
な
し
は
、
ご
参

拝
の
皆
様
を
、
あ
た

た
か
く
お
迎
え
し
ま

し
た
。

初
詣
句
会

福
野
糸
瓜
句
会
奉
納
句

へ
ち
ま

ロ
ボ
ッ
ト
に
急
き
た
て
ら
れ
て
大
掃
除

　中
川

　英
堂

初
空
へ
威
を
正
す
杜
一
の
宮

　
　
　
　
　名
村

　五
月

安
寧
を
祈
る
拝
殿
初
祓

　
　
　
　
　
　
　安
田

　富
子

朱
の
橋
の
雪
や
緋
袴
た
く
し
上
げ

　
　
　梅
島
く
に
を

瑞
雲
の
棚
引
く
越
の
初
御
空

　
　
　
　
　田
上
眞
知
子

破
魔
矢
受
く
松
の
雫
の
清
々
し

　
　
　
　有
川

　
　寛

神
主
の
声
若
々
し
初
祓
い

　
　
　
　
　
　上
古

　眞
澄

神
獣
の
卯
年
ま
い
り
や
初
句
会

　
　
　
　城
宝
寿
美
礼

巫
女
務
む
立
居
振
舞
孫
の
春

　
　
　
　
　五
十
嵐
千
恵
子

菩
提
寺
の
若
僧
と
撞
く
除
夜
の
鐘

　
　
　有
川

　公
子

節分祭斎行 節分祭斎行 

き 

げ
ん
せ
つ
さ
い

き  

ね
ん  

ほ
う

じ
ん 

む

こ
う 

き

紀元節祭斎行紀元節祭斎行
つ
い

な  

し
ん  

じ

令和五年 卯年

初 詣

も
り

ひ
ろ
し
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皇
室
の
弥
栄
を
祈
念
し
て

　二
月
二
十
三
日
、
天
皇
陛
下
の
お
誕
生

日
を
お
祝
い
し
、
天
皇
皇
后
両
陛
下
の
今

後
益
々
の
ご
健
康
と
皇
室
の
安
泰
、
国
家

国
民
の
繁
栄
を
祈
念
す
る
「
天
長
節
祭
」

を
斎
行
し
ま
し
た
。

　同
二
十
日
の
仮
殿
遷
座
祭
後
、
最
初
の

恒
例
祭
事
と
な
っ
た
本
祭
典
、
先
般
、
大

神
様
に
お
遷
り
い
た
だ
い
た
「
仮
殿
」
に

て
、
宮
司
、
参
列
者
共
に
、
祈
り
も
新
た

に
真
心
を
込
め
て
玉
串
を
奉
り
ま
し
た
。

　髙
瀬
神
社
で
は
か
ね
て
よ
り
、

損
傷
の
進
む
御
社
殿
屋
根
の
銅
板

葺
替
え
工
事
を
計
画
し
、
既
に
昨

年
の
夏
よ
り
功
霊
殿
拝
殿
及
び
回

廊
を
手
始
め
に
改
修
作
業
を
進
め

て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
今
般
、
い

よ
い
よ
本
殿
屋
根
の
葺
替
え
に
着

手
す
る
に
あ
た
り
、
大
神
様
に
は

一
時
的
に
「
仮
殿
」
に
お
遷
り
い

た
だ
き
ま
し
た
。

祈
年
祭
斎
行

―
豊
か
な
稔
り
と
す
べ
て
の
産
業
の
隆
昌
を
祈
念
し
て
―

　
幾
年
か
ぶ
り
に
降
雪
量
の
少
な
い
年
始
め
と
な
っ
た
今
年
の
冬
ー
。
境
内
の

残
雪
も
わ
ず
か
に
足
元
を
冷
や
す
ば
か
り
の
二
月
十
七
日
、
そ
の
年
の
五
穀
豊

穣
と
産
業
の
発
展
を
大
神
様
に
祈
念
す
る
「
祈
年
祭
」
を
斎
行
し
ま
し
た
。

　人
々
の
移
動
や
行
動
に
と
も
な
う
不
安

定
な
感
染
状
況
に
鑑
み
、
引
き
続
き
ご
案

内
の
範
囲
を
縮
小
し
て
の
斎
行
と
な
っ
た

本
祭
典
。
石
岡
敬
夫
・
藤
井
秀
之
両
責
任

役
員
、
岩
倉
保
男
高
瀬
区
長
の
ご
参
列
を

い
た
だ
き
、
つ
つ
が
な
く
祭
祀
を
厳
修
し

ま
し
た
。

　宮
司
の
祝
詞
に
続
き
、
巫
女
に
よ
る
神

前
神
楽
「
浦
安
の
舞
」
が
、
五
穀
豊
穣
を

祈
っ
て
奉
奏
さ
れ
、
ま
た
古
く
よ
り
地
元
で

活
動
を
続
け
る
井
波
松
風
会
（
前
田
由
美
子
会

長
）
の
皆
様
に
は
、「
剱
岳
（
西
村
　忠
　作
）」・

「
越
中
一
宮
髙
瀬
神
社
を
拝
す
（
金
井
淀
風

作
）」、二
曲
の
吟
詠
を
ご
奉
納
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　時
代
が
移
ろ
い
、

人
々
の
生
活
様
式
そ
の

も
の
が
多
種
多
様
に

変
化
を
遂
げ
た
今
日

に
お
い
て
も
、
大
神
様

の
御
恵
み
を
祈
る
人
々

の
ひ
た
む
き
な
姿
は
、

い
つ
ま
で
も
変
わ
る
こ

と
は
な
い
で
し
ょ
う
。

髙瀬鳳鳴クラブによる奏楽

鎮火の儀を奉仕する森田分団長と宮司

鎮
火
の
儀
に
用
い
る
瓢
箪
に
入
っ
た
水
・
砂
・
川
菜

天長節祭斎行

鎮火祭 心を込めて「鎮火の儀」

御社殿屋根銅板葺替え
令和５年２月20日

仮殿遷座祭斎行

　ご
本
殿
屋
根
の
工
事
に
関
し
ま
し
て
、
現
在
は

ご
本
殿
に
て
遥
拝
の
か
た
ち
で
ご
祈
祷
を
ご
奉
仕

し
て
い
ま
す
が
、
作
業
音
量
な
ど
の
都
合
に
よ

り
、
仮
殿
（
参
集
殿
大
広
間
）
で
の
ご
祈
祷
と
な
る

場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
お
含
み
置
き
下
さ
い
。

　春
と
は
い
え
、
い
ま
だ
朝
晩
の
寒

暖
差
の
大
き
い
三
月
八
日
、
南
砺
消

防
署
東
分
署
長
川
森
秀
二
氏
を
始

め
、
南
砺
市
消
防
団
井
波
方
面
団
長

角
地
永
吉
氏
、
同
福
野
方
面
団
長

川
森
行
雄
氏
他
、
平
素
よ
り
地
域
の

安
全
に
力
を
尽
く
さ
れ
る
皆
様
、
ま
た

関
係
各
位
の
ご
参
列
を
い
た
だ
き
、

「
鎮
火
祭
」
を
斎
行
し
ま
し
た
。
祭
典

で
は
故
実
に
忠
実
に
、
宮
司
と
森
田

松
司
高
瀬
分
団
長
が
瓢
の
水
、
久
恵

欣
紀
、
山
田
哲
生
各
団
員
が
砂
と
川

菜
を
大
前
よ
り
い

た
だ
き
、
燃
え
盛

る
篝
火
を
消
し
鎮

め
、
あ
ら
た
め
て

地
域
の
無
火
災
を

祈
念
し
ま
し
た
。

戸
隠
神
社

　宮
司 

齊
藤

　直
己 

殿

石
武
雄
神
社

　宮
司 

河
合

　正
登 

殿

金
屋
神
明
宮

　宮
司 

綿
貫

　
　哲 

殿

山
見
八
幡
宮

　宮
司 

山
森

　伸
正 

殿

白
山
神
社

　禰
宜 

髙
尾

　佳
成 

殿

太
刀

　岩
倉

　保
男 

殿

　

 

野
守

　秀
一 

殿

 

弓

　

 

岩
倉

　久
範 

殿

　

 

酒
泉

　義
則 

殿

 

鉾

　

 

冨
賀
見
憲
一 

殿

　

 

大
和
彌
壽
夫 

殿

 

盾

　

 

山
田

　靜
夫 

殿

　

 

岩
倉

　恒
夫 

殿

 

翳

　

 

寺
西

　雅
典 

殿

　

 

藤
井

　崇
教 

殿

ー
お
知
ら
せ
ー

　髙
瀬
神
社
で
の
遷
座
祭
は
、
昭
和
四
十
八
年
に
今
回
同

様
、
屋
根
の
葺
替
え
工
事
を
行
な
っ
た
時
以
来
、
お
よ
そ
五

十
年
ぶ
り
で
あ
り
、
当
神
社
神
職
・
巫
女
に
加
え
、
ゆ
か
り

の
深
い
神
職
、
氏
子
の
皆
様
に
ご
奉
仕
い
た
だ
き
、
無
事

「
遷
御
の
儀
」
を
始
め
と
す
る
す
べ
て
の
祭
儀
の
厳
修
が
叶

い
ま
し
た
。

　今
般
、
仮

殿
を
整
え
た

の
は
参
集
殿

二
階
の
大
広

間
。
既
に
恒

例
祭
典
は
こ

ち
ら
に
て
斎

行
し
て
お

り
、
本
年
九

月
二
十
日
斎

行
の
正
遷

座
祭
を
以

て
、
大
神
様

は
元
の
本
殿
に

お
還
り
に
な
ら

れ
ま
す
。

　本
殿
で
の
工

事
が
本
格
化
し

た
折
に
は
、
仮

殿
で
の
ご
祈
祷

奉
仕
も
予
定
し

て
い
ま
す
。

ご
助
勢
い
た
だ
い
た
神
職
各
位

威
儀
物
所
役
（
神
様
の
調
度
を
お
運
び
す
る
役
）

髙
瀬
鳳
鳴
ク
ラ
ブ（
大
和

　秀
夫 

会
長 

）

奏

　楽

き 

ね
ん 

さ
い

う
ら
や
す

つ
る
ぎ
だ
け

し
ょ
う
ふ
う
か
い

て
ん
ち
ょ
う
せ
つ
さ
い

か
り
で
ん
せ
ん  

ざ  

さ
い

か
が
り
び

ち
ん  

か   

さ
い

ひ
さ
ご

浄
闇
の
静
寂
︑厳
か
に
遷
御
︒

じ
ょ
う
あ
ん

　
　

  

し
じ
ま

　

                           

せ
ん  

ぎ
ょ

う
つ

　
宵
闇
の
風
を
待
つ
ば
か
り
と

な
っ
た
、
去
る
二
月
二
十
日
午
後

六
時
、
御
社
殿
屋
根
の
改
修
工
事

に
と
も
な
う
「
仮
殿
遷
座
祭
」
を

斎
行
し
ま
し
た
。 か

り
で
ん
せ
ん  

ざ 

さ
い

よ
い
や
み

か
り
で
ん

　二十四節気「啓蟄」の３月９日、ご本殿
屋根の葺替え工事開始にあたり、関係各
位のご参列のもと、その起工式を執り行い
ました。式では本殿及び拝殿の四方を祓
い清め、斎主、施工業者のご代表が、工
事の安全と順調な進捗を祈って玉串を捧
げました。
　現在、工事は本年９月の完了を目指して
計画通り進行しています。

御社殿屋根葺替え工事起工式御社殿屋根葺替え工事起工式
けいちつ
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皇
室
の
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を
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て

　二
月
二
十
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日
、
天
皇
陛
下
の
お
誕
生

日
を
お
祝
い
し
、
天
皇
皇
后
両
陛
下
の
今

後
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の
ご
健
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と
皇
室
の
安
泰
、
国
家

国
民
の
繁
栄
を
祈
念
す
る
「
天
長
節
祭
」

を
斎
行
し
ま
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た
。

　同
二
十
日
の
仮
殿
遷
座
祭
後
、
最
初
の

恒
例
祭
事
と
な
っ
た
本
祭
典
、
先
般
、
大

神
様
に
お
遷
り
い
た
だ
い
た
「
仮
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に

て
、
宮
司
、
参
列
者
共
に
、
祈
り
も
新
た

に
真
心
を
込
め
て
玉
串
を
奉
り
ま
し
た
。

　髙
瀬
神
社
で
は
か
ね
て
よ
り
、

損
傷
の
進
む
御
社
殿
屋
根
の
銅
板

葺
替
え
工
事
を
計
画
し
、
既
に
昨

年
の
夏
よ
り
功
霊
殿
拝
殿
及
び
回

廊
を
手
始
め
に
改
修
作
業
を
進
め

て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
今
般
、
い

よ
い
よ
本
殿
屋
根
の
葺
替
え
に
着

手
す
る
に
あ
た
り
、
大
神
様
に
は

一
時
的
に
「
仮
殿
」
に
お
遷
り
い

た
だ
き
ま
し
た
。

祈
年
祭
斎
行

―
豊
か
な
稔
り
と
す
べ
て
の
産
業
の
隆
昌
を
祈
念
し
て
―

　
幾
年
か
ぶ
り
に
降
雪
量
の
少
な
い
年
始
め
と
な
っ
た
今
年
の
冬
ー
。
境
内
の

残
雪
も
わ
ず
か
に
足
元
を
冷
や
す
ば
か
り
の
二
月
十
七
日
、
そ
の
年
の
五
穀
豊

穣
と
産
業
の
発
展
を
大
神
様
に
祈
念
す
る
「
祈
年
祭
」
を
斎
行
し
ま
し
た
。

　人
々
の
移
動
や
行
動
に
と
も
な
う
不
安

定
な
感
染
状
況
に
鑑
み
、
引
き
続
き
ご
案

内
の
範
囲
を
縮
小
し
て
の
斎
行
と
な
っ
た

本
祭
典
。
石
岡
敬
夫
・
藤
井
秀
之
両
責
任

役
員
、
岩
倉
保
男
高
瀬
区
長
の
ご
参
列
を

い
た
だ
き
、
つ
つ
が
な
く
祭
祀
を
厳
修
し

ま
し
た
。

　宮
司
の
祝
詞
に
続
き
、
巫
女
に
よ
る
神

前
神
楽
「
浦
安
の
舞
」
が
、
五
穀
豊
穣
を

祈
っ
て
奉
奏
さ
れ
、
ま
た
古
く
よ
り
地
元
で

活
動
を
続
け
る
井
波
松
風
会
（
前
田
由
美
子
会

長
）
の
皆
様
に
は
、「
剱
岳
（
西
村
　忠
　作
）」・

「
越
中
一
宮
髙
瀬
神
社
を
拝
す
（
金
井
淀
風

作
）」、二
曲
の
吟
詠
を
ご
奉
納
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　時
代
が
移
ろ
い
、

人
々
の
生
活
様
式
そ
の

も
の
が
多
種
多
様
に

変
化
を
遂
げ
た
今
日

に
お
い
て
も
、
大
神
様

の
御
恵
み
を
祈
る
人
々

の
ひ
た
む
き
な
姿
は
、

い
つ
ま
で
も
変
わ
る
こ

と
は
な
い
で
し
ょ
う
。

髙瀬鳳鳴クラブによる奏楽

鎮火の儀を奉仕する森田分団長と宮司

鎮
火
の
儀
に
用
い
る
瓢
箪
に
入
っ
た
水
・
砂
・
川
菜

天長節祭斎行

鎮火祭 心を込めて「鎮火の儀」

御社殿屋根銅板葺替え
令和５年２月20日

仮殿遷座祭斎行

　ご
本
殿
屋
根
の
工
事
に
関
し
ま
し
て
、
現
在
は

ご
本
殿
に
て
遥
拝
の
か
た
ち
で
ご
祈
祷
を
ご
奉
仕

し
て
い
ま
す
が
、
作
業
音
量
な
ど
の
都
合
に
よ

り
、
仮
殿
（
参
集
殿
大
広
間
）
で
の
ご
祈
祷
と
な
る

場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
お
含
み
置
き
下
さ
い
。

　春
と
は
い
え
、
い
ま
だ
朝
晩
の
寒

暖
差
の
大
き
い
三
月
八
日
、
南
砺
消

防
署
東
分
署
長
川
森
秀
二
氏
を
始

め
、
南
砺
市
消
防
団
井
波
方
面
団
長

角
地
永
吉
氏
、
同
福
野
方
面
団
長

川
森
行
雄
氏
他
、
平
素
よ
り
地
域
の

安
全
に
力
を
尽
く
さ
れ
る
皆
様
、
ま
た

関
係
各
位
の
ご
参
列
を
い
た
だ
き
、

「
鎮
火
祭
」
を
斎
行
し
ま
し
た
。
祭
典

で
は
故
実
に
忠
実
に
、
宮
司
と
森
田

松
司
高
瀬
分
団
長
が
瓢
の
水
、
久
恵

欣
紀
、
山
田
哲
生
各
団
員
が
砂
と
川

菜
を
大
前
よ
り
い

た
だ
き
、
燃
え
盛

る
篝
火
を
消
し
鎮

め
、
あ
ら
た
め
て

地
域
の
無
火
災
を

祈
念
し
ま
し
た
。

戸
隠
神
社

　宮
司 

齊
藤

　直
己 

殿

石
武
雄
神
社

　宮
司 

河
合

　正
登 

殿

金
屋
神
明
宮

　宮
司 

綿
貫

　
　哲 

殿

山
見
八
幡
宮

　宮
司 

山
森

　伸
正 

殿

白
山
神
社

　禰
宜 

髙
尾

　佳
成 

殿

太
刀

　岩
倉

　保
男 

殿

　

 

野
守

　秀
一 

殿

 
弓

　
 

岩
倉

　久
範 

殿

　

 

酒
泉

　義
則 

殿

 

鉾

　
 

冨
賀
見
憲
一 

殿

　

 

大
和
彌
壽
夫 

殿

 

盾

　

 

山
田

　靜
夫 

殿

　

 

岩
倉

　恒
夫 

殿

 

翳

　

 

寺
西

　雅
典 

殿

　

 

藤
井

　崇
教 

殿

ー
お
知
ら
せ
ー

　髙
瀬
神
社
で
の
遷
座
祭
は
、
昭
和
四
十
八
年
に
今
回
同

様
、
屋
根
の
葺
替
え
工
事
を
行
な
っ
た
時
以
来
、
お
よ
そ
五

十
年
ぶ
り
で
あ
り
、
当
神
社
神
職
・
巫
女
に
加
え
、
ゆ
か
り

の
深
い
神
職
、
氏
子
の
皆
様
に
ご
奉
仕
い
た
だ
き
、
無
事

「
遷
御
の
儀
」
を
始
め
と
す
る
す
べ
て
の
祭
儀
の
厳
修
が
叶

い
ま
し
た
。

　今
般
、
仮

殿
を
整
え
た

の
は
参
集
殿

二
階
の
大
広

間
。
既
に
恒

例
祭
典
は
こ

ち
ら
に
て
斎

行
し
て
お

り
、
本
年
九

月
二
十
日
斎

行
の
正
遷

座
祭
を
以

て
、
大
神
様

は
元
の
本
殿
に

お
還
り
に
な
ら

れ
ま
す
。

　本
殿
で
の
工

事
が
本
格
化
し

た
折
に
は
、
仮

殿
で
の
ご
祈
祷

奉
仕
も
予
定
し

て
い
ま
す
。

ご
助
勢
い
た
だ
い
た
神
職
各
位

威
儀
物
所
役
（
神
様
の
調
度
を
お
運
び
す
る
役
）

髙
瀬
鳳
鳴
ク
ラ
ブ（
大
和

　秀
夫 

会
長 

）

奏

　楽

き 

ね
ん 

さ
い

う
ら
や
す

つ
る
ぎ
だ
け

し
ょ
う
ふ
う
か
い

て
ん
ち
ょ
う
せ
つ
さ
い

か
り
で
ん
せ
ん  

ざ  

さ
い

か
が
り
び

ち
ん  

か   

さ
い

ひ
さ
ご

浄
闇
の
静
寂
︑厳
か
に
遷
御
︒

じ
ょ
う
あ
ん

　
　

  

し
じ
ま

　

                           

せ
ん  

ぎ
ょ

う
つ

　
宵
闇
の
風
を
待
つ
ば
か
り
と

な
っ
た
、
去
る
二
月
二
十
日
午
後

六
時
、
御
社
殿
屋
根
の
改
修
工
事

に
と
も
な
う
「
仮
殿
遷
座
祭
」
を

斎
行
し
ま
し
た
。 か

り
で
ん
せ
ん  

ざ 

さ
い

よ
い
や
み

か
り
で
ん

　二十四節気「啓蟄」の３月９日、ご本殿
屋根の葺替え工事開始にあたり、関係各
位のご参列のもと、その起工式を執り行い
ました。式では本殿及び拝殿の四方を祓
い清め、斎主、施工業者のご代表が、工
事の安全と順調な進捗を祈って玉串を捧
げました。
　現在、工事は本年９月の完了を目指して
計画通り進行しています。

御社殿屋根葺替え工事起工式御社殿屋根葺替え工事起工式
けいちつ



67

越中一宮77vol.
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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
。

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
。

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

令
和
四
年
十
一
月
一
日
〜
令
和
五
年
二
月
二
十
八
日

令
和
四
年
十
一
月
一
日
〜
令
和
五
年
二
月
二
十
八
日

【
五
十
万
円
】

　西
田

　𠮷
輝

【
三
十
万
二
千
円
】

　南
砺
市
遺
族
会

　
　井
波
支
部

【
三
十
万
円
】

　山
森

　伸
正

　山
田

　哲
生

【
十
万
円
】

　高
田

　
　登

　農
工
房
長
者
㈱

　
　林

　美
佐
雄

　林

　
　絹
江

【
八
万
円
】

　冨
賀
見
将
一
郎

【
五
万
円
】

　伏
木
神
社

　
　宮
司

　尾
崎
定
秀

　牧
印
刷
㈱

　
　牧

　
　秀
輔

　小
西

　健
雄

　㈱
若
松

　片
山

　和
夫

　酒
泉

　義
秀

　大
矢

　外
男

　吉
田

　勇
一

　砺
波
市
若
林
遺
族
会

　末
永

　篤
司

【
三
万
円
】

　佐
々
木

　学

　中
嶋

　洋
子

【
二
万
七
千
円
】

　南
砺
市
遺
族
会

　
　福
光
支
部
北
山
田
地
区

【
二
万
円
】

　安
丸

　
　詳

　南
砺
市
遺
族
会

　
　福
光
支
部
石
黒
地
区

　野
原
外
茂
雄

　菅
原

　秀
明

　有
川

　成
正

【
一
万
五
千
円
】

　小
泉

　由
和

【
一
万
円
】

　廣
島

　
　隆

　布
原

　郁
男

　秋
元

　和
行

　広
島

　茂
晴

　七
里

　龍
太

　得
永

　真
裕

　川
合

　富
夫

　井
上

　惠
資

　森
井

　孫
俊

　浦
嶋

　
　稔

　西
部

　英
子

　中
畠

　好
夫

　島
田

　重
夫

　末
永

　亨
誠

【
七
千
円
】

　南
砺
市
遺
族
会

　
　福
光
支
部
広
瀬
地
区

【
五
千
円
】

　小
出

　映
子

　若
松

　秀
樹

　石
野

　一
男

　高
橋

　利
彰

　前
田

　
　一

　中
川

　
　勲

　中
盛
美
智
子

　増
田

　侑
加

　㈱
Leon
t̀
7

　
　野
田

　初
江

　澤
村

　博
之

　宮
森

　久
三

　中
村

　昴
嗣

　伊
澤
七
々
恵

　伊
澤
八
愛
乃

　池
田

　翔
平

　松
原

　
　稔

　久
保

　伸
一

　小
千
田
健
一

　佐
藤
ゆ
か
り

　吉
江
サ
チ
子

　佐
藤

　純
一

　佐
藤

　志
帆

　廣
田

　彰
良

　古
川

　達
男

　徳
川

　
　仁

　籏

　
　直
樹

　齊
藤

　
　茂

　中
崎

　
　晶

　中
嶋

　正
雄

　中
嶋

　昭
治

　中
嶋

　和
美

　中
嶋

　功
治

　中
嶋
幸
之
丞

　髙
橋

　和
則

　橋
場

　
　剛

　北
川
斫
工
業

　斉
藤
真
由
美

　石
附

　雅
美

　片
山

　明
浩

　坂
本
暖
弥
子

【
三
千
円
】

　松
岩

　昭
夫

　安
原

　信
義

　山
田

　昭
枝

　森
井

　和
美

　村
松

　勲
夫

・
銅
板
奉
納
者

　福
島

　市
子

　米
田

　宗
尚

　金
瀬

　昭
子

　金
瀬

　貴
子

　田
邉

　将
伯

　浦
嶋

　
　勲

　米
田
美
代
子

　山
田

　省
子

　籏

　
　直
樹

　川
邉

　忠
光

　田
邉
那
智
子

　田
邉

　昭
代

　田
邉

　康
宏

　田
邉

　由
紀

　田
邉

　斗
和

　田
邉

　緒
十

　田
邉

　一
音

　田
邉

　将
孝

　草
山

　翔
平

　小
泉

　祐
子

　鏡
山

　英
進

　東
田

　賢
三

　東
田
つ
る
子

　今
川

　智
之

　松
本

　大
佑

　向
田

　幸
正

　野
田

　政
宏

　高
瀬

　静
二

　澤
田

　
　孝

　杉
森

　正
法

　⻆
地

　伸
幸

　山
城

　昌
次

　中
盛
美
智
子

　寺
田

　晶
子

　竹
田

　智
治

　柴
田

　朋
子

　長
岡

　正
浩

　長
谷
川
和
子

　米
田

　亜
依

　五
反

　日
乃

　

安産祈願
戌の日カレンダー
4月  10日・22日
5月　4日・16日・28日
6月　9日・21日
7月　3日・15日・27日
8月　8日・20日
9月　1日・13日・25日
腹帯のお祓いも行いますので、
どうぞご持参下さい。

桜 

詣
の
お
知
ら
せ

夏
越
大
祓
の
ご
案
内

杜のにぎわい

　夏の風鈴、秋のもみじなど、
髙瀬神社では、季節ごとにその
風物詩とも言える飾り細工で社
殿や境内を彩り、ご参拝の皆様
にお楽しみいただいています。

　春三月はうさぎ飾りと吊るし
雛。そして来たる五月に向けて
「端午の節句」の吊るし飾りを
準備しています。風薫るやわら
かな初夏の陽射しと共に、季節
の飾り細工をお楽しみ下さい。

茅の輪くぐり神事茅の輪くぐり神事
6月30日（金）午後3時6月30日（金）午後3時

開
催

な
つ
も
う
で

な
つ
も
う
で

な
つ
も
う
で

な
つ
も
う
で

期
間
　
七
月
一
日（
土
）〜
七
日（
金
）

期
間
　
開
花
の
頃
〜
十
六
日（
日
）

桜詣期間限定のご朱印
特別な和紙に墨書しています

　髙
瀬
神
社
の
境
内
や
大
門
川
の
ほ
と

り
は
、
こ
の
時
季
や
わ
ら
か
な
桜
の
香

り
に
包
ま
れ
ま
す
。

　社
務
所
で
は
「
桜
詣
」
の
ご
朱
印
を

ご
用
意
し
て
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

　毎
年
六
月
と
十
二
月
に
行
わ
れ
る

「
大
祓
」
は
、
私
達
が
日
々
を
送
る

中
で
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
犯
し

た
罪
穢
れ
を
祓
い
、
続
く
半
年
を
無

病
息
災
に
過
ご
す
為
の
、
我
が
国
に

古
く
よ
り
伝
わ
る
大
切
な
年
中
行
事

で
す
。

　当
日
は
、「
人
形
」
に
罪
穢
れ
を

移
し
、「
茅
の
輪
」
を
く
ぐ
る
こ
と
に

よ
り
祓
い
清
め
を
し
ま
す
。

　越
中
一
宮
髙
瀬
神
社
の
夏
越
の
大

祓
に
参
加
し

て
、
暑
い
夏

を
健
康
に
乗

り
切
り
ま

し
ょ
う
。

　「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
。

　当
神
社
で
は
、
こ
の
「
夏
詣
」
期
間
、
境
内

に
風
鈴
を

飾
り
、
涼

や
か
な
音

色
を
お
楽

し
み
い
た

だ
い
て
い

ま
す
。

鎮
守
の
杜

　の
す
た
る
じ
ぃ

新
連
載

第１回

緋袴姿で神輿を担ぐ岩倉さん（左）

　私
が
子
供
の
頃
の
村
祭
り
と
い
え
ば
、

食
べ
物
の
屋
台
に
は
し
ゃ
い
だ
り
、
昼
は

大
衆
芝
居
、
夜
に
は
屋
外
で
上
映
さ
れ

る
映
画
に
見
と
れ
た
こ
と
な
ど
が
ぼ
ん

や
り
と
思
い
出
さ
れ
ま
す
。

　昭
和
四
十
七
年
の
秋
、
森
田
正
治
さ

ん
、
北
村
文
雄
さ
ん
に
よ
っ
て
髙
瀬
神
社

の
境
内
に
狛
犬
が
奉
納
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
奉
祝
行
事
と
し
て
、
村
の
長
老
、
役

員
、
青
年
団
を
中
心
と
し
た
お
祝
い
行

列
が
村
内
を
練
り
歩
い
た
の
で
す
が
、
ど

う
い
う
訳
か
当
時
二
十
一
歳
の
私
も
、
大

勢
の
道
化
の
ひ
と
り
と
し
て
、
巫
女
さ
ん

姿
で
そ
の
行
列
の
後
ろ
の
方
を
ち
ょ
ろ

ち
ょ
ろ
と
付
い
て
歩
い
て
お
り
ま
し
た
。

「
こ
れ
で
は
ま
る
で
俺
が
芝
居
役
者
み
た

い
だ
な
…
」
な
ど
と
思
っ
た
こ
と
が
、
今

で
は
懐
か
し
く
思
い
出
さ
れ
ま
す
。

　程
な
く
し
て
私
は
高
瀬
を
離
れ
、
名

古
屋
、
東
京
、
長
野
と
い
わ
ゆ
る
「
転
勤

族
」
の
仲
間
入
り
を
す
る
わ
け
で
す
が
、

何
気
な
い
日
々
の
中
で
、
ふ
と
そ
ん
な
愉

昭
和
四
十
七
年

　
降
魔
犬
（
狛
犬
）

　
　
奉
納
奉
祝
行
事
の
思
い
出

高
瀬
区
長
　
岩
倉
　
保
男

快
な
思
い
出
が
頭
に
浮
か
ぶ
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
。

　時
は
流
れ
、
こ
の
高
瀬
に
戻
っ
た
私

は
、
こ
れ
ま
た
ど
う
い
う
訳
か
、
皆
さ
ん

の
ご
協
力
を
得
て
区
長
と
し
て
働
か
せ

て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
去
る
二
月
二

十
日
に
は
、
あ
り
が
た
く
も
ご
社
殿
の
屋

根
修
復
に
と
も
な
う
仮
殿
遷
座
祭
を
、

他
の
氏
子
の
皆
さ
ん
と
共
に
ご
奉
仕
さ

せ
て
い
た
だ
き
、
日
常
と
か
け
離
れ
た
闇

夜
の
神
事
に
大
い
に
感
動
致
し
ま
し
た
。

　　昭
和
四
十
七
年
の
遠
い
あ
の
日
、
若
い

道
化
の
ひ
と
り
と
し
て
お
祭
り
ご
と
に

参
加
し
て
い
た
私
が
、
今
で
は
村
の
大
人

と
し
て
髙
瀬
神
社
の
神
事
に
関
わ
ら
せ

て
い
た
だ
い
て
い
る
こ
の
ご
縁
に
、
な
ん

と
も
不
思
議
な
め
ぐ
り
合
わ
せ
を
感
じ

て
い
る
今
日
こ
の
頃
で
す
。

桜
の
香
り
、
心
に
元
気
。

お 

な 

ま 

え

生

年

月

日

「
人
形
」
を
ご
希
望
の
方
は
社
務
所

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

日
本
の
新
し
い
習
慣
と
し
て
「
夏
詣
」

夏詣期間限定のご朱印

550個を超える色とりどりの風鈴の共演

こ    

ま  

い
ぬ

ど
う  

け

　本
号
よ
り
連
載
を
ス
タ
ー
ト
し
た
こ
の
コ
ラ
ム

で
は
、
氏
子
崇
敬
者
の
皆
様
よ
り
お
寄
せ
い
た
だ

い
た
、
髙
瀬
神
社
に
ま
つ
わ
る
と
っ
て
お
き
の
思

い
出
ば
な
し
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

さ
く
ら
も
う
で

お
お
は
ら
え

ひ
と 

が
た

ち

お
お
は
ら
え

し
わ
す

な
ご
し

人生
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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
。

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
。

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

令
和
四
年
十
一
月
一
日
〜
令
和
五
年
二
月
二
十
八
日

令
和
四
年
十
一
月
一
日
〜
令
和
五
年
二
月
二
十
八
日

【
五
十
万
円
】

　西
田

　𠮷
輝

【
三
十
万
二
千
円
】

　南
砺
市
遺
族
会
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波
支
部

【
三
十
万
円
】

　山
森

　伸
正

　山
田

　哲
生

【
十
万
円
】

　高
田

　
　登

　農
工
房
長
者
㈱

　
　林

　美
佐
雄

　林

　
　絹
江

【
八
万
円
】

　冨
賀
見
将
一
郎

【
五
万
円
】
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木
神
社
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司

　尾
崎
定
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㈱

　
　牧
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輔

　小
西
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　㈱
若
松

　片
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夫
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矢
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　末
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【
三
万
円
】
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木
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　中
嶋
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子

【
二
万
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千
円
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【
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円
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原
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茂
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明

　有
川
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正

【
一
万
五
千
円
】

　小
泉

　由
和

【
一
万
円
】

　廣
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原

　郁
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里
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太
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永
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裕

　川
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円
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Leon
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7
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暖
弥
子

【
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千
円
】
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岩
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夫

・
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板
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者
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島
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子

　米
田
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　米
田
美
代
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　山
田

　省
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光

　田
邉
那
智
子

　田
邉

　昭
代

　田
邉

　康
宏
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邉

　由
紀
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邉
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和
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邉

　緒
十
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邉

　一
音
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邉

　将
孝
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泉
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　鏡
山
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進
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田
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三

　東
田
つ
る
子

　今
川

　智
之

　松
本

　大
佑

　向
田

　幸
正

　野
田

　政
宏

　高
瀬

　静
二

　澤
田

　
　孝

　杉
森

　正
法

　⻆
地

　伸
幸

　山
城

　昌
次

　中
盛
美
智
子

　寺
田

　晶
子

　竹
田

　智
治

　柴
田

　朋
子

　長
岡

　正
浩

　長
谷
川
和
子

　米
田

　亜
依

　五
反

　日
乃

　

安産祈願
戌の日カレンダー
4月  10日・22日
5月　4日・16日・28日
6月　9日・21日
7月　3日・15日・27日
8月　8日・20日
9月　1日・13日・25日
腹帯のお祓いも行いますので、
どうぞご持参下さい。

桜 
詣
の
お
知
ら
せ

夏
越
大
祓
の
ご
案
内

杜のにぎわい

　夏の風鈴、秋のもみじなど、
髙瀬神社では、季節ごとにその
風物詩とも言える飾り細工で社
殿や境内を彩り、ご参拝の皆様
にお楽しみいただいています。

　春三月はうさぎ飾りと吊るし
雛。そして来たる五月に向けて
「端午の節句」の吊るし飾りを
準備しています。風薫るやわら
かな初夏の陽射しと共に、季節
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催
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つ
も
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で
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も
う
で
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も
う
で
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も
う
で

期
間
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七
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金
）

期
間
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頃
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日（
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）
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瀬
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桜
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す
。

　社
務
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で
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「
桜
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」
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ま
す
。
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大
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」
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。
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日
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。
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。
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。
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と
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、
新
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習
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と
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提
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し
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ま
す
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で
は
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こ
の
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を
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、
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な
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い
だ
り
、
昼
は

大
衆
芝
居
、
夜
に
は
屋
外
で
上
映
さ
れ

る
映
画
に
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と
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い
ぬ

ど
う  

け

　本
号
よ
り
連
載
を
ス
タ
ー
ト
し
た
こ
の
コ
ラ
ム

で
は
、
氏
子
崇
敬
者
の
皆
様
よ
り
お
寄
せ
い
た
だ

い
た
、
髙
瀬
神
社
に
ま
つ
わ
る
と
っ
て
お
き
の
思

い
出
ば
な
し
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

さ
く
ら
も
う
で

お
お
は
ら
え

ひ
と 

が
た

ち

お
お
は
ら
え

し
わ
す

な
ご
し

人生
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　時
折
見
か
け
る
平
た
い
み
た
ら
し
団

子
に
は
、
タ
レ
の
付
き
を
良
く
す
る
と

い
う
れ
っ
き
と
し
た
理
由
が
あ
る
そ
う
。

今
の
世
の
中
真
実
を
選
び
取
る
為
に

は
、
私
達
も
心
を
平
ら
に
し
て
よ
り
多

く
の
公
平
な
情
報
に
触
れ
る
必
要
が
あ

り
そ
う
だ
。
そ
し
て
今
の
と
こ
ろ
、
花

見
に
団
子
が
付
き
物
な
の
は
、
事
実
。     

（
智
）

谷
口
智
則
展
開
催

〜
絵
本
の
世
界
〜

【
辞  

令
】

採
用

　山
本

　美
生

  

　巫
女
見
習
を
命
ず
る

　
　
　
　令
和
五
年
四
月
一
日

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
。

　新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
（
C
O
V
I
D
‐
19
…

以
下
、
コ
ロ
ナ
と
略
。）
が

世
界
で
流
行
し
は
じ
め
た
二

〇
一
九
年
末
か
ら
三
年
す
ぎ

ま
し
た
。
流
行
初
期
に
は
重

症
肺
炎
に
な
る
怖
い
病
気

と
し
て
認
識
さ
れ
る
も
、
国

内
で
の
流
行
は
一
部
に
限
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、

次
第
に
全
国
に
広
が
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
が
、
重
症
化

す
る
割
合
は
減
少
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
高
齢
者
や
持
病

あ
る
方
に
は
今
後
も
注
意

が
必
要
な
病
気
で
す
。

　感
染
対
策
の
基
本
は
、
マ

ス
ク
の
着
用
を
含
む
咳
エ
チ

ケ
ッ
ト
と
手
洗
い
で
す
。
コ

ロ
ナ
流
行
前
か
ら
も
、
風
邪

や
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
な
ど
が

拡
大
し
な
い
よ
う
に
、「
咳

エ
チ
ケ
ッ
ト
」
を
お
願
い
し

て
い
ま
し
た
。
咳
や
く
し
ゃ

み
を
す
る
時
は
、
マ
ス
ク
や

ハ
ン
カ
チ
、
あ
る
い
は
服
の

袖
な
ど
で
口
鼻
を
覆
い
、
周

囲
に
し
ぶ
き
な
ど
が
飛
び
に

く
く
す
る
、
混
雑
し
た
場
所

に
い
る
と
き
は
、
人
が
少
な

い
場
所
へ
移
動
す
る
な
ど
の

配
慮
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
し

た
（
エ
チ
ケ
ッ
ト
）。

　政
府
よ
り
、
二
〇
二
三
年

（
令
和
五
年
）
三
月
十
三
日

よ
り
、
マ
ス
ク
着
用
は
、
個

人
の
判
断
を
基
本
と
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
た
だ

し
、
医
療
機
関
や
高
齢
者

施
設
の
中
で
は
、
マ
ス
ク
着

用
が
推
奨
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
、
マ
ス
ク
の
持
参
を
お
願

い
し
ま
す
。
屋
内
で
混
雑
し

て
い
る
場
所
で
は
、「
咳
エ
チ

ケ
ッ
ト
」
で
周
り
の
方
に
配

慮
が
必
要
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、

屋
外
で
誰
も
い
な
い
と
こ
ろ

で
は
、
マ
ス
ク
な
し
で
構
わ

な
い
の
で
、
状
況
に
応
じ
た

対
応
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
感

染
対
策
の
ほ
か
、
花
粉
症
な

ど
、
他
の
理
由
で
マ
ス
ク
を

普
段
か
ら
使
用
し
て
い
る
方

も
お
ら
れ
ま
す
。
今
後
も
、

場
面
に
応
じ
て
、
適
切
に
マ

ス
ク
を
着
脱
さ
れ
つ
つ
、
お

互
い
が
健
康
に
過
ご
さ
れ
る

こ
と
を
祈
念
い
た
し
ま
す
。

大
国
さ
ま
の
処
方
せ
ん 

⑧
　
　

「
場
面
に
応
じ
た
適
切
な
、

　
マ
ス
ク
着
用
・
咳
エ
チ
ケ
ッ
ト
を

　
お
願
い
し
ま
す
」

  

南
砺
市
民
病
院

　
　
副
院
長
・
救
急
セ
ン
タ
ー
長
　
栗
山
　
政
人

祝
祭
日
に
は
国
旗
を
掲
げ
ま
し
ょ
う

ご
奉
納
御
礼

ご
奉
納
御
礼

七
夕
祭
並
び
に
技
芸
上
達
祈
願
祭
の
ご
案
内

七
夕
祭
並
び
に
技
芸
上
達
祈
願
祭
の
ご
案
内

七
夕
祭
並
び
に
技
芸
上
達
祈
願
祭
の
ご
案
内

七
夕
祭
並
び
に
技
芸
上
達
祈
願
祭
の
ご
案
内

人形感謝祭のご案内

日　時　7月16日（日）10:00より
場　所　髙瀬神社 参集殿
受　付　7月15日（土）9:00～15:00
　　　　7月16日（日）9:00～  9:45
祈願料　3,000円より
　　　　（手提げ袋1袋程度につき）

　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。

　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

し
て
く
れ
る
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
あ
で
や
か

な
共
演

ー
。

心
ゆ
く
ま
で
お
楽
し
み
下
さ
い
。

第
二
十
三
回 

人
形
展 

〜 

一
期
一
会 

〜

二
月
二
十
日
、
仮
殿
遷
座
祭
。

神
職
、
氏
子
の
供
奉
に
よ
る
「
遷

御
の
儀
」。
幻
想
的
な
光
景
。

　古
来
、「
星
ま
つ
り
」
と
も
い
わ
れ
る
七
夕
は
、
天
の
川
を
挟
ん
で
離

れ
ば
な
れ
の
織
女
星
と
牽
牛
星
が
、
七
月
七
日
の
夜
に
だ
け
再
会
す

る
こ
と
を
許
さ
れ
た
と
い
う
、
古
く
よ
り
の
伝
承
を
起
源
と
す
る
風

習
で
す
。

　こ
の
日
、
当
神
社
で
は
七
夕
の
神
事
に
併
せ
て
、
織
姫
（
織
女
星
）
の

優
れ
た
手
わ
ざ
に
あ
や
か
り
、
手
習
い
事
の
上
達
を
祈
願
す
る
「
技
芸

上
達
祈
願
祭
」
を
斎
行
し
ま
す
。

ど
う
ぞ
ご
家
族
お
友
達
、
お
揃
い

で
お
参
り
下
さ
い
。

日時  7月7日（金） 午前10時
場所  髙瀬神社 参集殿
日時  7月7日（金） 午前10時
場所  髙瀬神社 参集殿

髙瀬神社『上達守』
習い事やスポーツ、芸術などの
上達を願うお守りです。
　　　　　　　　  頒価 800円

【
掛
け
時
計
】
　
塚
本

　七
布 

殿

　
上
記
の
方
よ
り
ご
奉
納
を

賜
り
ま
し
た
。

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

社
報
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
の
ご
案
内

　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://w
w
w
.takase.or.jp

　副
院
長
・
救
急
セ
ン
タ
ー
長

　石
川
県
野
々
市
市
出
身
。

　金
沢
大
学
医
学
部
卒
業

　総
合
内
科
専
門
医
。
病
院
内

で
は
、
内
科
・
総
合
診
療
科
診
療

の
ほ
か
、
救
急
室
、
ド
ク
タ
ー

カ
ー
、
訪
問
診
療
、
感
染
対
策
な

ど
に
従
事
さ
れ
て
い
ま
す
。

栗
山
　
政
人 

先
生

　初宮参りにてご昇殿の赤
ちゃんに、お食い初めの
「歯固め石」をお頒かちし
ています。「丈夫な歯が生え
ますように」との願いを込
めて行う儀式に、この「歯
固め石」をご希望の方は、
どうぞご祈祷後にお申しつ
け下さい。

は    がた

歯固め石
のご案内

会場　髙瀬神社 参集殿会場　髙瀬神社 参集殿

令和５年７月１日（土）
　　　   ～９日（日）
令和５年７月１日（土）
　　　   ～９日（日）

99：： ～～0 00 0 1717：：0 00 0

し
ょ
く
じ
ょ
せ
い

け
ん
ぎ
ゅ
う
せ
い

ぎ  

け
い

じ
ょ
う
た
つ
き
が
ん
さ
い

期
間
　
七
月
十
五
日（
土
）〜
十
七
日（
月
）

　
　
　
午
前
十
時
〜
午
後
四
時

会
場
　
髙
瀬
神
社 

参
集
殿

ぐ  

ぶ
ぐ  

ぶ

せ
ん
せ
ん

ぎ
ょ
ぎ
ょ

©「富士に龍虎図」／谷口智則©「富士に龍虎図」／谷口智則

見事に蘇った功霊殿拝殿の屋根

ご
奉
賛
の
お
願
い

御
社
殿
屋
根

修
復
事
業

　髙
瀬
神
社
で
は
、
経
年
等
に
よ
り
傷
み

の
進
行
し
た
御
社
殿
屋
根
の
葺
き
替
え
工

事
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。
引
き
続
き
、

あ
た
た
か
い
ご
奉
賛
を
賜
り
ま
す
よ
う
謹

ん
で
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

《
事
業
概
要
》

一
、
御
社
殿
屋
根
銅
板
葺
き
替
え
他
改
修
工
事

一
、
工
期 

令
和
四
年
夏
よ
り
令
和
五
年
秋

一
、
募
金
目
標
額
　
五
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

一
、
募
金
実
施
期
間
　
令
和
五
年
十
二
月
末
ま
で

人生
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見
か
け
る
平
た
い
み
た
ら
し
団

子
に
は
、
タ
レ
の
付
き
を
良
く
す
る
と

い
う
れ
っ
き
と
し
た
理
由
が
あ
る
そ
う
。

今
の
世
の
中
真
実
を
選
び
取
る
為
に

は
、
私
達
も
心
を
平
ら
に
し
て
よ
り
多

く
の
公
平
な
情
報
に
触
れ
る
必
要
が
あ

り
そ
う
だ
。
そ
し
て
今
の
と
こ
ろ
、
花

見
に
団
子
が
付
き
物
な
の
は
、
事
実
。     

（
智
）

谷
口
智
則
展
開
催

〜
絵
本
の
世
界
〜

【
辞  

令
】

採
用

　山
本

　美
生

  

　巫
女
見
習
を
命
ず
る

　
　
　
　令
和
五
年
四
月
一
日

連 載

　医
薬
医
療
の
神
と
し
て
知
ら
れ

る
大
国
主
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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
。

　新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
（
C
O
V
I
D
‐
19
…

以
下
、
コ
ロ
ナ
と
略
。）
が

世
界
で
流
行
し
は
じ
め
た
二

〇
一
九
年
末
か
ら
三
年
す
ぎ

ま
し
た
。
流
行
初
期
に
は
重

症
肺
炎
に
な
る
怖
い
病
気

と
し
て
認
識
さ
れ
る
も
、
国

内
で
の
流
行
は
一
部
に
限
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、

次
第
に
全
国
に
広
が
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
が
、
重
症
化

す
る
割
合
は
減
少
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
高
齢
者
や
持
病

あ
る
方
に
は
今
後
も
注
意

が
必
要
な
病
気
で
す
。

　感
染
対
策
の
基
本
は
、
マ

ス
ク
の
着
用
を
含
む
咳
エ
チ

ケ
ッ
ト
と
手
洗
い
で
す
。
コ

ロ
ナ
流
行
前
か
ら
も
、
風
邪

や
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
な
ど
が

拡
大
し
な
い
よ
う
に
、「
咳

エ
チ
ケ
ッ
ト
」
を
お
願
い
し

て
い
ま
し
た
。
咳
や
く
し
ゃ

み
を
す
る
時
は
、
マ
ス
ク
や

ハ
ン
カ
チ
、
あ
る
い
は
服
の

袖
な
ど
で
口
鼻
を
覆
い
、
周

囲
に
し
ぶ
き
な
ど
が
飛
び
に

く
く
す
る
、
混
雑
し
た
場
所

に
い
る
と
き
は
、
人
が
少
な

い
場
所
へ
移
動
す
る
な
ど
の

配
慮
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
し

た
（
エ
チ
ケ
ッ
ト
）。

　政
府
よ
り
、
二
〇
二
三
年

（
令
和
五
年
）
三
月
十
三
日

よ
り
、
マ
ス
ク
着
用
は
、
個

人
の
判
断
を
基
本
と
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
た
だ

し
、
医
療
機
関
や
高
齢
者

施
設
の
中
で
は
、
マ
ス
ク
着

用
が
推
奨
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
、
マ
ス
ク
の
持
参
を
お
願

い
し
ま
す
。
屋
内
で
混
雑
し

て
い
る
場
所
で
は
、「
咳
エ
チ

ケ
ッ
ト
」
で
周
り
の
方
に
配

慮
が
必
要
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、

屋
外
で
誰
も
い
な
い
と
こ
ろ

で
は
、
マ
ス
ク
な
し
で
構
わ

な
い
の
で
、
状
況
に
応
じ
た

対
応
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
感

染
対
策
の
ほ
か
、
花
粉
症
な

ど
、
他
の
理
由
で
マ
ス
ク
を

普
段
か
ら
使
用
し
て
い
る
方

も
お
ら
れ
ま
す
。
今
後
も
、

場
面
に
応
じ
て
、
適
切
に
マ

ス
ク
を
着
脱
さ
れ
つ
つ
、
お

互
い
が
健
康
に
過
ご
さ
れ
る

こ
と
を
祈
念
い
た
し
ま
す
。

大
国
さ
ま
の
処
方
せ
ん 

⑧
　
　

「
場
面
に
応
じ
た
適
切
な
、

　
マ
ス
ク
着
用
・
咳
エ
チ
ケ
ッ
ト
を

　
お
願
い
し
ま
す
」

  

南
砺
市
民
病
院

　
　
副
院
長
・
救
急
セ
ン
タ
ー
長
　
栗
山
　
政
人

祝
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日
に
は
国
旗
を
掲
げ
ま
し
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う
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奉
納
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礼
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奉
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礼
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祭
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に
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達
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に
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内
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祭
並
び
に
技
芸
上
達
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願
祭
の
ご
案
内

七
夕
祭
並
び
に
技
芸
上
達
祈
願
祭
の
ご
案
内

人形感謝祭のご案内

日　時　7月16日（日）10:00より
場　所　髙瀬神社 参集殿
受　付　7月15日（土）9:00～15:00
　　　　7月16日（日）9:00～  9:45
祈願料　3,000円より
　　　　（手提げ袋1袋程度につき）

　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。

　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

し
て
く
れ
る
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
あ
で
や
か

な
共
演

ー
。

心
ゆ
く
ま
で
お
楽
し
み
下
さ
い
。

第
二
十
三
回 

人
形
展 

〜 

一
期
一
会 

〜

二
月
二
十
日
、
仮
殿
遷
座
祭
。

神
職
、
氏
子
の
供
奉
に
よ
る
「
遷

御
の
儀
」。
幻
想
的
な
光
景
。

　古
来
、「
星
ま
つ
り
」
と
も
い
わ
れ
る
七
夕
は
、
天
の
川
を
挟
ん
で
離

れ
ば
な
れ
の
織
女
星
と
牽
牛
星
が
、
七
月
七
日
の
夜
に
だ
け
再
会
す

る
こ
と
を
許
さ
れ
た
と
い
う
、
古
く
よ
り
の
伝
承
を
起
源
と
す
る
風

習
で
す
。

　こ
の
日
、
当
神
社
で
は
七
夕
の
神
事
に
併
せ
て
、
織
姫
（
織
女
星
）
の

優
れ
た
手
わ
ざ
に
あ
や
か
り
、
手
習
い
事
の
上
達
を
祈
願
す
る
「
技
芸

上
達
祈
願
祭
」
を
斎
行
し
ま
す
。

ど
う
ぞ
ご
家
族
お
友
達
、
お
揃
い

で
お
参
り
下
さ
い
。

日時  7月7日（金） 午前10時
場所  髙瀬神社 参集殿
日時  7月7日（金） 午前10時
場所  髙瀬神社 参集殿

髙瀬神社『上達守』
習い事やスポーツ、芸術などの
上達を願うお守りです。
　　　　　　　　  頒価 800円

【
掛
け
時
計
】
　
塚
本

　七
布 

殿

　
上
記
の
方
よ
り
ご
奉
納
を

賜
り
ま
し
た
。

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

社
報
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
の
ご
案
内

　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://w
w
w
.takase.or.jp

　副
院
長
・
救
急
セ
ン
タ
ー
長

　石
川
県
野
々
市
市
出
身
。

　金
沢
大
学
医
学
部
卒
業

　総
合
内
科
専
門
医
。
病
院
内

で
は
、
内
科
・
総
合
診
療
科
診
療

の
ほ
か
、
救
急
室
、
ド
ク
タ
ー

カ
ー
、
訪
問
診
療
、
感
染
対
策
な

ど
に
従
事
さ
れ
て
い
ま
す
。

栗
山
　
政
人 

先
生

　初宮参りにてご昇殿の赤
ちゃんに、お食い初めの
「歯固め石」をお頒かちし
ています。「丈夫な歯が生え
ますように」との願いを込
めて行う儀式に、この「歯
固め石」をご希望の方は、
どうぞご祈祷後にお申しつ
け下さい。

は    がた

歯固め石
のご案内

会場　髙瀬神社 参集殿会場　髙瀬神社 参集殿

令和５年７月１日（土）
　　　   ～９日（日）
令和５年７月１日（土）
　　　   ～９日（日）

99：： ～～0 00 0 1717：：0 00 0

し
ょ
く
じ
ょ
せ
い

け
ん
ぎ
ゅ
う
せ
い

ぎ  

け
い

じ
ょ
う
た
つ
き
が
ん
さ
い

期
間
　
七
月
十
五
日（
土
）〜
十
七
日（
月
）

　
　
　
午
前
十
時
〜
午
後
四
時

会
場
　
髙
瀬
神
社 

参
集
殿

ぐ  

ぶ
ぐ  

ぶ

せ
ん
せ
ん

ぎ
ょ
ぎ
ょ

©「富士に龍虎図」／谷口智則©「富士に龍虎図」／谷口智則

見事に蘇った功霊殿拝殿の屋根

ご
奉
賛
の
お
願
い

御
社
殿
屋
根

修
復
事
業

　髙
瀬
神
社
で
は
、
経
年
等
に
よ
り
傷
み

の
進
行
し
た
御
社
殿
屋
根
の
葺
き
替
え
工

事
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。
引
き
続
き
、

あ
た
た
か
い
ご
奉
賛
を
賜
り
ま
す
よ
う
謹

ん
で
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

《
事
業
概
要
》

一
、
御
社
殿
屋
根
銅
板
葺
き
替
え
他
改
修
工
事

一
、
工
期 

令
和
四
年
夏
よ
り
令
和
五
年
秋

一
、
募
金
目
標
額
　
五
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

一
、
募
金
実
施
期
間
　
令
和
五
年
十
二
月
末
ま
で

人生



〒
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
五
年
四
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

77vol.
令和５年４月１日
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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

二
人
の
夢
が
叶
い
ま
す
よ
う
に

髙
瀬
神
社
は
結
婚
さ
れ
る

す
べ
て
の
方
を
歓
迎
し
て
い
ま
す
。

　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

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

撮
影

　本
保
栄
司

　月
次
祭
（
毎
月
一
日
・
十
三
日
）

　神
武
天
皇
祭
（
四
月
三
日
）

　春
季
祭
（
四
月
十
日
）

　昭
和
祭
（
四
月
二
十
九
日
）

　御
田
植
祭
（
五
月
下
旬
）

　月
次
祭
（
毎
月
一
日
・
十
三
日
）

　神
武
天
皇
祭
（
四
月
三
日
）

　春
季
祭
（
四
月
十
日
）

　昭
和
祭
（
四
月
二
十
九
日
）

　御
田
植
祭
（
五
月
下
旬
）

四
月
・
五
月
の
祭
事

四
月
・
五
月
の
祭
事

浄
闇
の
静
寂
に
響
く
警
蹕
に
守
ら
れ
、

大
神
様
は
仮
殿
に
お
遷
り
に
な
ら
れ

ま
し
た
。

浄
闇
の
静
寂
に
響
く
警
蹕
に
守
ら
れ
、

大
神
様
は
仮
殿
に
お
遷
り
に
な
ら
れ

ま
し
た
。 し

じ
ま

し
じ
ま

じ
ょ
う
あ
ん

じ
ょ
う
あ
ん

け
い
ひ
つ

け
い
ひ
つ

無
事
、
遷
御
。

無
事
、
遷
御
。

10
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