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2013年10月1日
新バンケットホール OPEN！！

只今 
御予約
受付中

10月1日にオープンする新バンケットホールでのご結婚披露宴のご予約を承って
います。お気軽にお問い合わせ、ご相談いただきますよう、お待ち申し上げます。
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六
月
三
十
日
午
後
三
時
、
知
ら
ず

知
ら
ず
の
う
ち
に
犯
し
た
罪
穢
を
半

年
に
一
度
祓
い
落
と
し
て
、
元
の
清

ら
か
な
心
身
に
戻
り
、
続
く
半
年
も

健
全
に
過
ご
せ
る
よ
う
願
う
「
夏
越

の
大
祓
」
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

百
八
十
名
の
参
列
者
と
拝
殿
に
て

「
大
祓
詞
」
を
奉
唱
し
、
各
人
が
「
ひ

と
か
た
」
に
罪
穢
を
移
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、向
拝
に
設
け
ら
れ
た
「
茅

の
輪
」
を
く
ぐ
り
、
心
身
を
清
浄
に

も
ど
し
、
暑
い
夏
を
健
康
に
乗
り
切

れ
る
よ
う
祈
り
ま
し
た
。

　

六
月
三
十
日
午
前
十
時
よ
り
、
末

社
「
髙
瀨
稲
荷
社
」
の
例
祭
が
斎
行

さ
れ
ま
し
た
。

　

毎
年
、
梅
雨
の
時
期
に
行
わ
れ
る

お
祭
り
で
す
が
、
当
日
は
好
天
に
恵

ま
れ
、
講
員
四
十
名
参
列
の
も
と
、

厳
粛
に
祭
典
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

続
い
て
御
本
社
に
て
「
商
売
繁
盛

祈
願
祭
」
が
行
わ
れ
、
髙
瀨
稲
荷
講
・

講
員
一
同
の
商
売
繁
盛
と
職
場
の
安

全
を
祈
願
し
ま
し
た
。

　

土
曜
の
三
番
に
当
た
る
七
月
二
十

一
日
午
前
十
時
よ
り
「
除
熱
祭
」
が

斎
行
さ
れ
、
日
照
り
な
ど
に
よ
る
被

害
無
く
、
農
作
物
が
順
調
に
育
つ
よ

う
祈
り
ま
し
た
。

　

続
い
て
南
砺
市
野
能
原
の
「
献
穀

田
（
奉
耕
者
・
簗
田
敏
裕
氏
）」
に

御
幣
を
立
て
、
順
調
に
成
育
す
る
稲

を
祓
い
清
め
ま
し
た
。

　

夕
刻
、
氏
子
有

志
に
よ
る
「
熱
お

く
り
太
皷
」
が
、

町
内
を
練
り
歩
き

ま
し
た
。

夏
越
の
大
祓

髙
瀨
稲
荷
社
例
祭

除
熱
祭

　

八
月
七
日
午
後
三
時
、
七
夕
に
あ

わ
せ
織
姫
さ
ま
の
は
た
織
り
・
裁
縫

上
手
に
あ
や
か
っ
て
、
習
い
事
が
上

達
す
る
よ
う
祈
願
す
る
「
七
夕
祭 

並 

技
芸
上
達
祈
願
祭
」
が
行
わ
れ
ま
し

た
。

　

祭
典
で
は
七
夕
飾
り
が
祓
い
清
め

ら
れ
、
参
列
者
は
書
き
記
し
た
願
い

事
が
叶
う
よ
う
、
心
を
込
め
て
お
参

り
し
て
い
ま
し
た
。

七
夕
祭 
並

　

技
芸
上
達
祈
願
祭
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「
伝
承
と
伝
誦
」

　

八
月
も
下
旬
に
な
る
と
朝
晩
涼
し

く
な
り
、
私
の
部
屋
の
窓
を
開
け
る

と
涼
し
い
風
が
入
っ
て
く
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
読
書
の
秋
に
な
っ
た

と
机
に
向
か
い
、
た
ま
た
ま
そ
こ
に

あ
っ
た
国
語
辞
典
を
開
い
た
り
閉
じ

た
り
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
不
意
に

「
伝
承
」
と
「
伝
誦
」
と
い
う
語
句

が
目
に
つ
い
て
、
我
田
引
水
、
自
分

勝
手
な
思
い
が
湧
い
て
き
た
の
で
少

し
紹
介
し
ま
す
。

　

こ
の
辞
典
に
よ
れ
ば
「
伝
承
」
と

は
「
あ
る
社
会
や
集
団
の
し
き
た
り

や
信
仰
、
伝
説
等
を
受
け
継
い
で
後

世
へ
伝
え
て
ゆ
く
こ
と
」
な
の
だ
そ

う
で
す
。
ま
た
、「
伝
誦
」
と
は
「
口

か
ら
口
へ
唱
え
伝
え
る
こ
と
。
伝
誦

歌
謡
」
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
の

こ
と
か
ら
連
想
し
た
の
が
、
私
の
住

む
町
か
ら
国
道
一
五
六
号
線
を
岐
阜

方
面
に
向
か
っ
て
約
一
時
間
行
く
と

到
着
す
る
世
界
遺
産
と
な
っ
た
合
掌

集
落
の
越
中
五
箇
山
と
飛
騨
白
川
郷

の
こ
と
で
す
。
こ
の
村
々
の
集
落
に

は
多
く
民
謡
が
伝
誦
さ
れ
て
お
り
、

秋
に
な
る
と
子
供
か
ら
大
人
ま
で
誦

さ
れ
た
民
謡
を
歌
い
、
踊
る
発
表
会

が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
伝
誦
」
と
し
て
、
民
謡
が
口
か

ら
口
へ
と
伝
え
ら
れ
、
そ
れ
と
共
に

踊
り
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

踊
り
は
、
た
だ
楽
し
い
だ
け
の
踊
り

で
は
な
く
、「
伝
承
」
と
し
て
深
い

祈
り
と
感
謝
の
心
が
形
に
な
っ
て
い

ま
す
。
そ
れ
は
豊
作
へ
の
祈
り
で
あ

り
、
家
族
の
繁
栄
で
あ
り
、
社
会
の

安
全
・
平
和
へ
の
願
い
で
あ
り
、
祈

り
な
の
で
す
。
ま
た
、
祖
先
と
神
々

へ
の
感
謝
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

伝
承
と
伝
誦
は
祖
先
が
歩
い
た
記
録

で
あ
り
、
生
活
の
智
恵
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
長
い
時
間
を
か
け
て

現
代
ま
で
受
け
継
い
で
き
た
こ
れ
ら

の
こ
と
を
大
切
に
し
て
、
更
に
後
世

ま
で
伝
え
る
た
め
の
努
力
を
す
る
こ

と
は
今
を
生
き
る
者
の
責
任
で
あ
り

ま
し
ょ
う
。
古
い
も
の
を
価
値
の
な

い
も
の
と
し
て
切
り
捨
て
て
し
ま
う

こ
と
は
全
く
愚
か
な
こ
と
だ
と
考
え

ま
す
。

　

今
年
の
秋
に
行
わ
れ
る
伊
勢
神
宮

の
「
式
年
遷
宮
」
は
二
十
年
毎
に
斎

行
さ
れ
、
千
年
を
越
え
る
歳
月
を
経

て
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
。
ロ
ー
マ
や

ギ
リ
シ
ャ
の
神
殿
は
遺
跡
と
な
っ
て

し
ま
い
、
過
去
の
遺
物
に
な
っ
て
い

ま
す
。
日
本
人
に
は
次
世
代
へ
上
手

に
伝
え
る
知
恵
が
あ
り
、
も
っ
と
い

え
ば
、
伝
え
る
血
が
体
内
を
流
れ
て

い
る
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
ま
で
伝
承

し
て
き
た
こ
と
、
守
っ
て
き
た
こ
と

を
軽
ん
じ
て
、
時
の
流
行
や
合
理
的
、

経
済
的
と
い
っ
た
観
点
か
ら
判
断
し

た
り
、
外
国
の
真
似
ご
と
を
し
た
り

し
て
は
い
け
な
い
と
思
う
の
で
す
。

　

九
月
一
日
か
ら
三
日
に
か
け
て
八

尾
町
で
踊
り
歌
わ
れ
る
「
風
の
盆
・

お
わ
ら
」
は
、
豊
作
を
祈
る
こ
と
か

ら
始
ま
り
ま
す
。
秋
田
県
の
西
馬
音

内
の
盆
踊
り
は
祖
先
と
共
に
踊
り
、

霊
を
慰
め
る
目
的
が
あ
り
ま
す
。
岐

阜
県
白
鳥
町
の
盆
踊
り
は
産
土
神
の

社
殿
で
、
郡
上
八
幡
の
盆
踊
は
町
の

中
で
朝
に
な
る
ま
で
踊
り
明
か
し
ま

す
。
こ
れ
ら
に
は
全
国
か
ら
多
く
の

宮　
司  

藤
井
秀
弘

人
々
が
集
ま
り
、
人
で
溢
れ
か
え
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
風
景
を
テ

レ
ビ
で
見
て
い
て
、
私
な
り
に
感
じ

る
こ
と
は
、
観
光
的
な
要
素
に
重
き

を
置
き
す
ぎ
て
本
来
の
姿
や
意
味
が

薄
ら
い
で
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
心

配
に
な
る
の
で
す
。
そ
う
な
っ
て
は

伝
承
さ
れ
て
き
た
意
味
が
な
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

　

民
謡
や
民
踊
と
い
う
も
の
は
、
そ

の
土
地
の
汗
と
生
活
の
匂
い
の
す
る

も
の
で
あ
り
、
そ
の
匂
い
を
嗅
ぐ
と

日
本
人
で
あ
る
な
ら
ば
誰
も
が
郷
愁

を
感
じ
る
は
ず
で
す
。
そ
の
心
が
あ

る
と
信
じ
て
い
ま
す
。

　

伝
承
・
伝
誦
さ
れ
て
き
た
事
柄
は
、

そ
の
形
の
み
が
伝
え
ら
れ
て
き
た
の

で
は
な
く
、
そ
こ
に
心
も
合
わ
せ
て

伝
え
ら
れ
て
き
て
い
ま
す
。
心
が
形

に
な
り
、
形
が
心
を
育
く
む
も
の
と

考
え
ま
す
。
こ
の
二
つ
が
揃
っ
て
は

じ
め
て
正
し
く
伝
わ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

い
に
し
え
の
遠
い
時
代
か
ら
伝

承
、
伝
誦
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
文
化
を

大
切
に
受
け
継
い
で
、
い
つ
ま
で
も

日
本
人
ら
し
さ
を
忘
れ
ず
に
生
活
し

て
参
り
た
い
も
の
で
す
。
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伝
承
と
伝
誦
は
祖
先
が
歩
い
た
記
録

で
あ
り
、
生
活
の
智
恵
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
長
い
時
間
を
か
け
て

現
代
ま
で
受
け
継
い
で
き
た
こ
れ
ら

の
こ
と
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大
切
に
し
て
、
更
に
後
世

ま
で
伝
え
る
た
め
の
努
力
を
す
る
こ

と
は
今
を
生
き
る
者
の
責
任
で
あ
り

ま
し
ょ
う
。
古
い
も
の
を
価
値
の
な

い
も
の
と
し
て
切
り
捨
て
て
し
ま
う

こ
と
は
全
く
愚
か
な
こ
と
だ
と
考
え

ま
す
。

　

今
年
の
秋
に
行
わ
れ
る
伊
勢
神
宮

の
「
式
年
遷
宮
」
は
二
十
年
毎
に
斎

行
さ
れ
、
千
年
を
越
え
る
歳
月
を
経

て
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
。
ロ
ー
マ
や

ギ
リ
シ
ャ
の
神
殿
は
遺
跡
と
な
っ
て

し
ま
い
、
過
去
の
遺
物
に
な
っ
て
い

ま
す
。
日
本
人
に
は
次
世
代
へ
上
手

に
伝
え
る
知
恵
が
あ
り
、
も
っ
と
い

え
ば
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血
が
体
内
を
流
れ
て

い
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で
す
か
ら
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れ
ま
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伝
承
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き
た
こ
と
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守
っ
て
き
た
こ
と

を
軽
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て
、
時
の
流
行
や
合
理
的
、

経
済
的
と
い
っ
た
観
点
か
ら
判
断
し

た
り
、
外
国
の
真
似
ご
と
を
し
た
り

し
て
は
い
け
な
い
と
思
う
の
で
す
。

　

九
月
一
日
か
ら
三
日
に
か
け
て
八

尾
町
で
踊
り
歌
わ
れ
る
「
風
の
盆
・

お
わ
ら
」
は
、
豊
作
を
祈
る
こ
と
か

ら
始
ま
り
ま
す
。
秋
田
県
の
西
馬
音

内
の
盆
踊
り
は
祖
先
と
共
に
踊
り
、

霊
を
慰
め
る
目
的
が
あ
り
ま
す
。
岐

阜
県
白
鳥
町
の
盆
踊
り
は
産
土
神
の

社
殿
で
、
郡
上
八
幡
の
盆
踊
は
町
の

中
で
朝
に
な
る
ま
で
踊
り
明
か
し
ま

す
。
こ
れ
ら
に
は
全
国
か
ら
多
く
の

宮　
司  

藤
井
秀
弘

人
々
が
集
ま
り
、
人
で
溢
れ
か
え
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
風
景
を
テ

レ
ビ
で
見
て
い
て
、
私
な
り
に
感
じ

る
こ
と
は
、
観
光
的
な
要
素
に
重
き

を
置
き
す
ぎ
て
本
来
の
姿
や
意
味
が

薄
ら
い
で
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
心

配
に
な
る
の
で
す
。
そ
う
な
っ
て
は

伝
承
さ
れ
て
き
た
意
味
が
な
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。

　

民
謡
や
民
踊
と
い
う
も
の
は
、
そ

の
土
地
の
汗
と
生
活
の
匂
い
の
す
る

も
の
で
あ
り
、
そ
の
匂
い
を
嗅
ぐ
と

日
本
人
で
あ
る
な
ら
ば
誰
も
が
郷
愁

を
感
じ
る
は
ず
で
す
。
そ
の
心
が
あ

る
と
信
じ
て
い
ま
す
。

　

伝
承
・
伝
誦
さ
れ
て
き
た
事
柄
は
、

そ
の
形
の
み
が
伝
え
ら
れ
て
き
た
の

で
は
な
く
、
そ
こ
に
心
も
合
わ
せ
て

伝
え
ら
れ
て
き
て
い
ま
す
。
心
が
形

に
な
り
、
形
が
心
を
育
く
む
も
の
と

考
え
ま
す
。
こ
の
二
つ
が
揃
っ
て
は

じ
め
て
正
し
く
伝
わ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

い
に
し
え
の
遠
い
時
代
か
ら
伝

承
、
伝
誦
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
文
化
を

大
切
に
受
け
継
い
で
、
い
つ
ま
で
も

日
本
人
ら
し
さ
を
忘
れ
ず
に
生
活
し

て
参
り
た
い
も
の
で
す
。
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本
年
も
「
人
形
展
」
が
開
催
さ

れ
、
木
彫
や
和
紙
・
ガ
ラ
ス
作
家

十
四
名
の
創
作
人
形
が
展
示
さ
れ

た
ほ
か
、草
月
流
富
山
県
支
部「
秀

抱
会
」
に
よ
る
「
い
け
ば
な
」
で

会
場
が
彩
ら
れ
、
期
間
中
は
大
勢

の
人
で
賑
わ
い
ま
し
た
。

第
十
三
回 

人
形
展

　
　
　
〜
一
期
一
会
〜

　

七
月
十
四
日
午
前
十
時
よ
り
、

古
く
な
っ
た
人
形
に
感
謝
し
、
神

社
へ
納
め
る
お
祭
り
「
人
形
感
謝

祭
」
が
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

本
年
で
十
四
回
目
を
迎
え
た
感

謝
祭
に
は
約
五
十
名
が
参
列
し
、

子
供
の
成
長
と
と
も
に
使
わ
な
く

な
っ
た
り
壊
れ
た
り
し
た
「
人

形
」
や
「
ぬ
い
ぐ
る
み
」
に
、
思

い
思
い
の
感

謝
と
真
心
の

言
葉
を
捧

げ
、
お
別
れ

し
ま
し
た
。

　

八
月
十
六
日
午
後
四
時
、
高
瀬
忠

魂
碑
に
て
、「
慰
霊
祭
」
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

　

神
式
と
仏
式
、
隔
年
で
行
わ
れ
、

今
年
は
約
八
十
名
が
参
列
し
ま
し
た
。

　

祭
壇
に
は
通
常
の
神
供
品
に
加
え
、

郷
土
産
の
野
菜
や
果
物
、
菓
子
等
が

供
え
ら
れ
、
祝
詞
の
奏
上
に
続
き
、

お
国
の
為
に
尊
い
命
を
捧
げ
ら
れ
た

当
地
出
征
の
ご
英
霊
七
十
八
柱
に
、

感
謝
の
玉
串
を
捧
げ
ま
し
た
。

　

七
月
十
一
日
、
昨
年
十
一
月
七
日

に
発
足
し
た
「
く
に
た
ま
の
会
」
の

第
一
回
総
会
が
、
出
雲
大
社
社
務
所

に
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
平
成
の
大
遷
宮
」
が
行
わ
れ
、
本

格
的
に
始
動
す
る
平
成
二
十
五
年
度

の
活
動
計
画
や
予
算
が
協
議
さ
れ
ま

し
た
。

〜 
く
に
た
ま
の
会 

〜

　
「
大
国
主
大
神
様
」
を
お
祀
り
す
る
全

国
の
神
社
が
共
に
手
を
携
え
、
御
神
徳
の

宣
揚
と
斯
道
の
発
展
、
そ
し
て
地
域
の
活

性
化
に
貢
献
す
る
と
共
に
、
御
神
徳
に
結

ば
れ
た
氏
子
の
交
流
や
親
睦
を
深
め
る
べ

く
発
足
さ
れ
た
会
。

　

八
月
二
十
八
日
、
越
後
の
地
（
新

潟
県
）
に
て
「
全
国
一
の
宮
会
総
会
」

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

本
年
は
越
後
国
一
の
宮
・
彌
彦
神

社
で
正
式
参
拝
の
後
、
社
務
所
広
間

に
て
、
新
木
直
人
会
長
（
賀
茂
御
祖

神
社
宮
司
）
を
議
長
に
議
事
が
進
め

ら
れ
ま
し
た
。

　

続
い
て
「
彌
彦
神
社
と
弥
彦
競
輪

場
の
関
わ
り
」
と
題
し
て
、
弥
彦
村

村
長
・
大
谷
良
孝
様
、
弥
彦
村
公
営

競
技
事
務
所
所

長
・
熊
木
克
也
様

よ
り
記
念
講
演
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

全
国
一
の
宮
会
総
会

く
に
た
ま
の
会
総
会

高
瀬
忠
魂
碑
慰
霊
祭

七
月
十
三
日（
土
）〜

　
　
　

十
五
日（
月・祝
）

▽
監　
　

修

　
　

梅
崎　

親
美

　
　
　
　

（
秀
抱
）

▽
写
真
提
供

　
　

荒
井　

恒
雄

人
形
感
謝
祭
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七
月
二
十
八
日
、
伊
勢
の
神
宮
で

「
お
白
石
持
行
事
」
が
行
わ
れ
、南
砺
・

砺
波
・
小
矢
部
地
域
よ
り
三
百
五
十

名
が
参
加
し
ま
し
た
。

　

お
白
石
を
積
ん
だ
「
奉
曳
車
」
を

約
二
千
名
の
「
特
別
神
領
民
」
が
曳

き
、
神
域
に
運
び
入
れ
ま
し
た
。
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「
六
月
」

六
日

　

㈱
越
路
ガ
ー
デ
ン

 

（
境
内
剪
定
作
業
奉
仕
）

八
日

　

氏
子
清
掃
奉
仕
（
村
総
出
）

十
六
日

　

戸
出
中
学
校
野
球
部
（
必
勝
祈
願
）

二
十
三
日

　

高
瀬
遺
跡
菖
蒲
ま
つ
り

 

実
行
委
員
会
（
献
花
祭
）

三
十
日

　

髙
瀨
稲
荷
講
（
商
売
繁
盛
祈
願
祭
）

「
七
月
」

一
日　

〜
安
全
祈
願
〜

　

・
建
設
業
労
働
災
害
防
止
協
会

 

富
山
県
支
部

　

・
富
山
県
労
働
基
準
協
会
砺
波
支
部

　

・
砺
波
労
働
基
準
監
督
署

　

・
林
業
木
材
製
造
業
労
働
災
害

 

防
止
協
会
砺
波
分
会

　

・
タ
カ
ハ
タ
工
業
㈱

　
　

タ
カ
ハ
タ
工
業
㈱
高
和
会

　
　

タ
カ
ハ
タ
工
業
㈱
造
作
部
会

　
　

タ
カ
ハ
タ
工
業
㈱
新
潟
高
和
会

　

・
川
田
工
業
㈱

　

・
中
越
パ
ッ
ケ
ー
ジ
㈱
富
山
工
場

　
　

中
越
パ
ッ
ケ
ー
ジ
㈱
砺
波
工
場

　
　

中
越
パ
ッ
ケ
ー
ジ
㈱
福
光
工
場

　
　

中
越
パ
ッ
ケ
ー
ジ
㈱
伏
木
事
業
所

四
日

　

砺
波
高
等
学
校
野
球
部

 

（
必
勝
祈
願
）

　

㈱
デ
ィ
エ
ス
ケ
イ
（
安
全
祈
願
）

六
日

　

松
本
建
設
㈱
（
安
全
祈
願
）

　

石
岡 

敬
夫（
責
任
役
員
就
任
奉
告
）

七
日

　

砺
波
工
業
高
等
学
校
野
球
部

 

（
必
勝
祈
願
）

九
日

　

石
川
県
神
社
総
代
会
（
正
式
参
拝
）

十
日

　

南
砺
福
野
高
等
学
校
野
球
部

 

（
必
勝
祈
願
）

「
八
月
」

四
日

富
山
県
神
社
総
代
会
砺
波
支
部

 

（
国
家
隆
昌
祈
願
祭
）

　

安
全
祈
願
・
必
勝
祈
願
・
同
窓
会

記
念
参
拝
等
の
各
種
祈
願
を
随
時

受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。

　

不
明
な
点
は
社
務
所
ま
で
お
訪
ね

下
さ
い
。

電
話 

〇
七
六
三
（
八
二
）
〇
九
三
二

　

初
穂
料　

一
〇
、〇
〇
〇
円
よ
り

承
り
ま
す
。

（
六
月
〜
八
月
・
敬
称
略
）

参
拝
日
誌
抄

参
拝
日
誌
抄

　
「
式
年
」
と
は
定
ま
っ
た
年
と
い

う
意
味
で
、
神
宮
で
は
二
十
年
ご
と

に
さ
ま
ざ
ま
な
祭
を
お
こ
な
い
な
が

ら
、
大
御
神
さ
ま
が
、
今
ま
で
お
鎮

ま
り
に
な
っ
て
お
ら
れ
た
お
社
を
新

た
に
建
て
替
え
る
の
を
は
じ
め
、
お

着
物
や
日
用
調
度
品
な
ど
も
全
て
新

し
く
し
て
、
大
御
神
さ
ま
に
新
殿
へ

の
お
遷
り
を
仰
ぐ
祭
典
「
遷
御
」
が

お
こ
な
わ
れ
ま
す
。

「
遷
御
の
儀
」

　

皇
大
神
宮 

〜
内
宮
〜

　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
月
二
日

　

豊
受
大
神
宮 

〜
外
宮
〜

　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
月
五
日

　

二
十
年
に
一
度
の
大
祭
、
神
宮
式

年
遷
宮
は
、
正
殿
を
始
め
御
垣
内
の

お
建
物
全
て
を
新
造
し
、
さ
ら
に
殿

内
の
御
装
束
や
神
宝
を
新
調
し
て
、

神
儀
（
御
神
体
）
を
新
宮
へ
お
遷
し

申
し
上
げ
る
、
我
が
国
で
最
も
重
要

な
お
祭
り
の
ひ
と
つ
で
す
。

　

神
宮
の
古
伝
で
は
神
宮
式
年
遷
宮

が
制
度
化
さ
れ
ま
し
た
の
は
、
天
武

天
皇
の
御
代
の
こ
と
と
さ
れ
、
第
一

回
の
式
年
遷
宮
が
内
宮
で
行
わ
れ
ま

し
た
の
は
、
持
統
天
皇
四
年
（
六
九

〇
）
の
こ
と
で
す
。
以
来
、
戦
国
時

代
に
中
絶
す
る
と
い
う
事
態
に
見
ま

わ
れ
な
が
ら
も
、
千
三
百
年
に
わ

た
っ
て
続
け
ら
れ
、
平
成
五
年
秋
に

は
第
六
十
一
回
の
神
宮
式
年
遷
宮
が

古
式
の
ま
ま
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

掘
立
柱
に
萱
の
屋
根
が
特
徴
の
神

宮
の
建
築
様
式
は
、
唯
一
神
明
造
と

呼
ば
れ
、
弥
生
時
代
に
ま
で
遡
る
高

床
式
穀
倉
の
姿
を
今
に
伝
え
て
い
ま

す
。
檜
の
香
も
高
い
お
建
物
が
完
成

す
る
ま
で
に
は
、
ほ
ぼ
十
年
の
歳
月

を
要
し
ま
す
が
、
そ
の
間
、
御
料
木

を
伐
り
始
め
る
に
際
し
て
の
お
祭
り

を
始
め
御
造
営
の
安
全
を
お
祈
り
す

る
お
祭
り
や
旧
神
領
民
が
こ
ぞ
っ
て

参
加
す
る
行
事
な
ど
が
数
多
く
行
わ

れ
ま
す
。

　

御
造
営
と
平
行
し
て
、
御
装
束
神

宝
も
ま
た
古
例
に
従
っ
て
調
製
さ
れ

ま
す
。
御
装
束
と
は
、
正
殿
の
内
外

を
奉
飾
す
る
御
料
の
総
称
で
、
五
百

二
十
五
種
、
千
八
十
五
点
を
数
え
ま

す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
神
宝
と
は
調

度
の
品
々
で
、
百
八
十
九
種
、
四
百

九
十
一
点
あ
り
ま
す
。
伝
統
工
芸
の

優
れ
た
技
術
を
守
り
伝
え
る
と
い
う

重
要
な
意
味
も
あ
り
ま
す
が
、
御
造

営
と
と
も
に
式
年
遷
宮
に
欠
く
こ
と

の
で
き
な
い
大
事
業
で
す
。

　

内
宮
、
外
宮
の
両
正
宮
と
十
四
の

別
宮
で
遷
宮
の
大
祭
は
行
わ
れ
ま
す

が
、
か
つ
て
「
皇
家
第
一
の
重
事
、

神
宮
無
双
の
大
営
」
と
そ
の
意
義
が

説
か
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
皇
室
の
大

祭
で
あ
り
ま
す
と
同
時
に
、
神
宮
に

と
り
ま
し
て
は
、
そ
の
永
遠
性
を
実

現
す
る
大
い
な
る
営
み
で
も
あ
る
の

で
す
。

神
宮
式
年
遷
宮

神
宮
神
宮
式
年
遷
宮

神
宮

第
六
十
二
回　

神
宮
式
年
遷
宮

　
「
お
白
石
持
行
事
」
は
、
一
連
の

遷
宮
諸
行
事
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
新

し
い
御
正
殿
の
敷
地
に
敷
き
詰
め
る

「
お
白
石
」
を
奉
献
す
る
民
俗
行
事
。

宮
川
よ
り
拾
い
集
め
た
「
お
白
石
」

を
奉
曳
車
・
木
そ
り
に
乗
せ
、
沿
道

や
川
を
練
り
進
み
ま
す
。

　

神
域
に
入
っ
て
か
ら
は
、
一
人
ひ

と
り
が
白
布
に
「
お
白
石
」
を
包
み
、

遷
宮
後
は
立
ち
入
る
こ
と
の
出
来
な

い
新
宮
の
御
垣
内
、
真
新
し
い
御
正

殿
の
近
く
ま
で
進
み
、持
参
し
た
「
お

白
石
」
を
奉
献
す
る
行
事
で
す
。

　

お
白
石
持
行
事
は
、
国
の
「
記
録

作
成
等
の
措
置
を
講
ず
べ
き
無
形
の

民
俗
文
化
財
」
と
し
て
選
択
さ
れ
、

ま
た
伊
勢
市
の
「
無
形
民
俗
文
化
財
」

と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

式
年
と
は
？

お
白
石
持
行
事
と
は

第
六
十
二
回 

神
宮
式
年
遷
宮

〜
お
白
石
持
行
事
〜

　

各
自
白
布
に
お
白
石
を
包
み
、
真

新
し
い
御
正
殿
の
御
敷
地
に
「
自
ら

の
祈
り
を
永

遠
に
託
し
」、

お
白
石
を
お

納
め
し
ま
し

た
。



　

七
月
二
十
八
日
、
伊
勢
の
神
宮
で

「
お
白
石
持
行
事
」
が
行
わ
れ
、南
砺
・

砺
波
・
小
矢
部
地
域
よ
り
三
百
五
十

名
が
参
加
し
ま
し
た
。

　

お
白
石
を
積
ん
だ
「
奉
曳
車
」
を

約
二
千
名
の
「
特
別
神
領
民
」
が
曳

き
、
神
域
に
運
び
入
れ
ま
し
た
。
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「
六
月
」

六
日

　

㈱
越
路
ガ
ー
デ
ン

 

（
境
内
剪
定
作
業
奉
仕
）

八
日

　

氏
子
清
掃
奉
仕
（
村
総
出
）

十
六
日

　

戸
出
中
学
校
野
球
部
（
必
勝
祈
願
）

二
十
三
日

　

高
瀬
遺
跡
菖
蒲
ま
つ
り

 

実
行
委
員
会
（
献
花
祭
）

三
十
日

　

髙
瀨
稲
荷
講
（
商
売
繁
盛
祈
願
祭
）

「
七
月
」

一
日　

〜
安
全
祈
願
〜

　

・
建
設
業
労
働
災
害
防
止
協
会

 

富
山
県
支
部

　

・
富
山
県
労
働
基
準
協
会
砺
波
支
部

　

・
砺
波
労
働
基
準
監
督
署

　

・
林
業
木
材
製
造
業
労
働
災
害

 

防
止
協
会
砺
波
分
会

　

・
タ
カ
ハ
タ
工
業
㈱

　
　

タ
カ
ハ
タ
工
業
㈱
高
和
会

　
　

タ
カ
ハ
タ
工
業
㈱
造
作
部
会

　
　

タ
カ
ハ
タ
工
業
㈱
新
潟
高
和
会

　

・
川
田
工
業
㈱

　

・
中
越
パ
ッ
ケ
ー
ジ
㈱
富
山
工
場

　
　

中
越
パ
ッ
ケ
ー
ジ
㈱
砺
波
工
場

　
　

中
越
パ
ッ
ケ
ー
ジ
㈱
福
光
工
場

　
　

中
越
パ
ッ
ケ
ー
ジ
㈱
伏
木
事
業
所

四
日

　

砺
波
高
等
学
校
野
球
部

 

（
必
勝
祈
願
）

　

㈱
デ
ィ
エ
ス
ケ
イ
（
安
全
祈
願
）

六
日

　

松
本
建
設
㈱
（
安
全
祈
願
）

　

石
岡 

敬
夫（
責
任
役
員
就
任
奉
告
）

七
日

　

砺
波
工
業
高
等
学
校
野
球
部

 

（
必
勝
祈
願
）

九
日

　

石
川
県
神
社
総
代
会
（
正
式
参
拝
）

十
日

　

南
砺
福
野
高
等
学
校
野
球
部

 

（
必
勝
祈
願
）

「
八
月
」

四
日

富
山
県
神
社
総
代
会
砺
波
支
部

 

（
国
家
隆
昌
祈
願
祭
）

　

安
全
祈
願
・
必
勝
祈
願
・
同
窓
会

記
念
参
拝
等
の
各
種
祈
願
を
随
時

受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。

　

不
明
な
点
は
社
務
所
ま
で
お
訪
ね

下
さ
い
。

電
話 

〇
七
六
三
（
八
二
）
〇
九
三
二

　

初
穂
料　

一
〇
、〇
〇
〇
円
よ
り

承
り
ま
す
。

（
六
月
〜
八
月
・
敬
称
略
）

参
拝
日
誌
抄

参
拝
日
誌
抄

　
「
式
年
」
と
は
定
ま
っ
た
年
と
い

う
意
味
で
、
神
宮
で
は
二
十
年
ご
と

に
さ
ま
ざ
ま
な
祭
を
お
こ
な
い
な
が

ら
、
大
御
神
さ
ま
が
、
今
ま
で
お
鎮

ま
り
に
な
っ
て
お
ら
れ
た
お
社
を
新

た
に
建
て
替
え
る
の
を
は
じ
め
、
お

着
物
や
日
用
調
度
品
な
ど
も
全
て
新

し
く
し
て
、
大
御
神
さ
ま
に
新
殿
へ

の
お
遷
り
を
仰
ぐ
祭
典
「
遷
御
」
が

お
こ
な
わ
れ
ま
す
。

「
遷
御
の
儀
」

　

皇
大
神
宮 

〜
内
宮
〜

　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
月
二
日

　

豊
受
大
神
宮 

〜
外
宮
〜

　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
月
五
日

　

二
十
年
に
一
度
の
大
祭
、
神
宮
式

年
遷
宮
は
、
正
殿
を
始
め
御
垣
内
の

お
建
物
全
て
を
新
造
し
、
さ
ら
に
殿

内
の
御
装
束
や
神
宝
を
新
調
し
て
、

神
儀
（
御
神
体
）
を
新
宮
へ
お
遷
し

申
し
上
げ
る
、
我
が
国
で
最
も
重
要

な
お
祭
り
の
ひ
と
つ
で
す
。

　

神
宮
の
古
伝
で
は
神
宮
式
年
遷
宮

が
制
度
化
さ
れ
ま
し
た
の
は
、
天
武

天
皇
の
御
代
の
こ
と
と
さ
れ
、
第
一

回
の
式
年
遷
宮
が
内
宮
で
行
わ
れ
ま

し
た
の
は
、
持
統
天
皇
四
年
（
六
九

〇
）
の
こ
と
で
す
。
以
来
、
戦
国
時

代
に
中
絶
す
る
と
い
う
事
態
に
見
ま

わ
れ
な
が
ら
も
、
千
三
百
年
に
わ

た
っ
て
続
け
ら
れ
、
平
成
五
年
秋
に

は
第
六
十
一
回
の
神
宮
式
年
遷
宮
が

古
式
の
ま
ま
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

掘
立
柱
に
萱
の
屋
根
が
特
徴
の
神

宮
の
建
築
様
式
は
、
唯
一
神
明
造
と

呼
ば
れ
、
弥
生
時
代
に
ま
で
遡
る
高

床
式
穀
倉
の
姿
を
今
に
伝
え
て
い
ま

す
。
檜
の
香
も
高
い
お
建
物
が
完
成

す
る
ま
で
に
は
、
ほ
ぼ
十
年
の
歳
月

を
要
し
ま
す
が
、
そ
の
間
、
御
料
木

を
伐
り
始
め
る
に
際
し
て
の
お
祭
り

を
始
め
御
造
営
の
安
全
を
お
祈
り
す

る
お
祭
り
や
旧
神
領
民
が
こ
ぞ
っ
て

参
加
す
る
行
事
な
ど
が
数
多
く
行
わ

れ
ま
す
。

　

御
造
営
と
平
行
し
て
、
御
装
束
神

宝
も
ま
た
古
例
に
従
っ
て
調
製
さ
れ

ま
す
。
御
装
束
と
は
、
正
殿
の
内
外

を
奉
飾
す
る
御
料
の
総
称
で
、
五
百

二
十
五
種
、
千
八
十
五
点
を
数
え
ま

す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
神
宝
と
は
調

度
の
品
々
で
、
百
八
十
九
種
、
四
百

九
十
一
点
あ
り
ま
す
。
伝
統
工
芸
の

優
れ
た
技
術
を
守
り
伝
え
る
と
い
う

重
要
な
意
味
も
あ
り
ま
す
が
、
御
造

営
と
と
も
に
式
年
遷
宮
に
欠
く
こ
と

の
で
き
な
い
大
事
業
で
す
。

　

内
宮
、
外
宮
の
両
正
宮
と
十
四
の

別
宮
で
遷
宮
の
大
祭
は
行
わ
れ
ま
す

が
、
か
つ
て
「
皇
家
第
一
の
重
事
、

神
宮
無
双
の
大
営
」
と
そ
の
意
義
が

説
か
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
皇
室
の
大

祭
で
あ
り
ま
す
と
同
時
に
、
神
宮
に

と
り
ま
し
て
は
、
そ
の
永
遠
性
を
実

現
す
る
大
い
な
る
営
み
で
も
あ
る
の

で
す
。

神
宮
式
年
遷
宮

神
宮
神
宮
式
年
遷
宮

神
宮

第
六
十
二
回　

神
宮
式
年
遷
宮

　
「
お
白
石
持
行
事
」
は
、
一
連
の

遷
宮
諸
行
事
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
新

し
い
御
正
殿
の
敷
地
に
敷
き
詰
め
る

「
お
白
石
」
を
奉
献
す
る
民
俗
行
事
。

宮
川
よ
り
拾
い
集
め
た
「
お
白
石
」

を
奉
曳
車
・
木
そ
り
に
乗
せ
、
沿
道

や
川
を
練
り
進
み
ま
す
。

　

神
域
に
入
っ
て
か
ら
は
、
一
人
ひ

と
り
が
白
布
に
「
お
白
石
」
を
包
み
、

遷
宮
後
は
立
ち
入
る
こ
と
の
出
来
な

い
新
宮
の
御
垣
内
、
真
新
し
い
御
正

殿
の
近
く
ま
で
進
み
、持
参
し
た
「
お

白
石
」
を
奉
献
す
る
行
事
で
す
。

　

お
白
石
持
行
事
は
、
国
の
「
記
録

作
成
等
の
措
置
を
講
ず
べ
き
無
形
の

民
俗
文
化
財
」
と
し
て
選
択
さ
れ
、

ま
た
伊
勢
市
の
「
無
形
民
俗
文
化
財
」

と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

式
年
と
は
？

お
白
石
持
行
事
と
は

第
六
十
二
回 

神
宮
式
年
遷
宮

〜
お
白
石
持
行
事
〜

　

各
自
白
布
に
お
白
石
を
包
み
、
真

新
し
い
御
正
殿
の
御
敷
地
に
「
自
ら

の
祈
り
を
永

遠
に
託
し
」、

お
白
石
を
お

納
め
し
ま
し

た
。
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編
集
後
記

　

私
も
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
「
お

白
石
持
行
事
」
で
は
、
ま
だ
神
様
が
お

ら
れ
な
い
真
新
し
い
御
正
殿
に
深
々

と
頭
を
下
げ
る
参
加
者
の
姿
が
多
く

見
受
け
ら
れ
ま
し
た
。「
日
本
人
の
心
」

に
ふ
れ
る
事
が
出
来
る
、
二
十
年
に
一

度
の
素
晴
ら
し
い
行
事
で
し
た
。

　

福
の
神
・
結
び
の
神
様
で
あ
り
ま
す
「
大
国
主
命
（
大
国

様
）」を
お
ま
つ
り
す
る
髙
瀨
神
社
で
は
、新
し
い
年
が
事
故
・

災
難
や
病
気
・
怪
我
無
く
、
家
族
の
「
絆
」
が
結
ば
れ
、
幸

せ
で
あ
る
よ
う
祈
願
す
る
「
新
年
初
祈
祷
」
を
行
っ
て
お
り

ま
す
。
年
頭
に
あ
た
り
ご
家
族
お
揃
い
で
ご
祈
祷
を
お
受
け

下
さ
い
。

・
期　

間　

節
分
の
頃
ま
で
に
ご
参
拝
下
さ
い

　
　
　
　
　

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

　
　
　
　
　
　
（
元
旦
は
午
前
零
時
か
ら
午
後
六
時
頃
ま
で
）

・
受　

付　

ご
祈
祷
入
口
か
ら
お
入
り
下
さ
い

・
祈
祷
料　

一
件
五
千
円
よ
り
（
ご
志
納
願
い
ま
す
）

　

ご
祈
祷
を
お
受
け
に
な
り
、
一
年
間
清
々
し
く
お
過
ご
し

下
さ
い
。

ま
ず
大
国
様
に
初
詣

新
年
初
祈
祷
の
ご
案
内

新
年
初
祈
祷
の
ご
案
内

〜
一
年
の
計
は
元
旦
に
あ
り
〜

　

当
神
社
で
は
「
初
詣
献
灯
」
を
実
施
致
し
て
お
り
ま
す
。

本
行
事
は
、初
詣
期
間
中
に
正
参
道
両
側
に
「
提
灯
」
を
掲
げ
、

来
る
新
年
が
更
な
る
輝
か
し
い
一
年
と
な
る
よ
う
、
尚
一
層

の
御
神
徳
を
授
け
て
戴
く
こ
と
を
願
い
奉
納
す
る
も
の
で
す
。

一
、「
初
詣
献
灯
」
は
正
月
七
日
ま
で
、
境
内
等
参
拝
者
道
筋

に
献
灯
い
た
し
ま
す
。

一
、「
初
詣
献
灯
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
正
面
に
希
望
の
芳
名
（
会

社
・
氏
名
等
）
を
記
入
い
た
し
ま
す
。

一
、
献
灯
者
の
家
内
安
全
・
商
売
繁
盛
の
祈
願
祭
を
奉
仕
い

た
し
ま
す
。

一
、
献
灯
初
穂
料
は
、
一
基
に
つ
き　

金
壱
萬
円
御
志
納
願

い
ま
す
。

一
、
申
込
締
切　

十
一
月
三
十
日
ま
で
に
お
申
込
下
さ
い
。

　

※
記
載
芳
名　

例
（
約
八
文
字
）

　
　

一
、
会
社　
　
　
　

南
砺
市　

㈱
高
瀬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
瀬
産
業
株
式
会
社

　
　

　
　

二
、
個
人　
　
　
　

高
瀬　

高
瀬
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
瀬　

太
郎

平
成
二
十
六
年
「
初
詣
献
灯
」
の
御
案
内

戌の日（安産祈願）

平成26年 厄年・身祝一覧
〈厄年〉 〈身祝〉

※数え年とは、満年齢に誕生日前には２歳、誕生日後には１歳を加えた年齢です。 ※男女ともに祝います。

24 3 25 2 26
64

41 49 42 48 43 47

61 29

18 9 19 8 20 7

32 58 33 57 34 56

37 53

61 29

70 20

77 13

80 10

88 2

90 14

99 5

9月17・29日
10月11・23日
11月 4・16・28日
12月10・22日

1月3・15・27日
2月8・20日
3月4・16・28日

腹帯のお祓いも行いますのでご持参下さい。

平成25年 平成26年

奉　

納

奉　

納

奉　

納

○
「
植
樹
」
椿
二
株

　
　

朝
倉　

一
男 

殿

　

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
九
日

・
七
福
神

・
玉
の
浦

○
「
御
楯
・
御
弓
台
」
一
対

　

元
禰
宜

　
　

齋
藤　

直
己 

殿

　

平
成
二
十
五
年
六
月
三
十
日

　

浦　
　

泰
宏

　
　

願
い
に
よ
り
権
禰
宜
を
免
ず
る

（
平
成
二
十
五
年
七
月
三
十
一
日
付
）

　

中
島　

璃
子

　

山
本　

美
紅

　
　

事
務
員
を
命
ず
る

（
平
成
二
十
五
年
八
月
一
日
付
）

辞　

令

辞　

令

辞　

令

【
表
紙
写
真
】

　
　

初　

稲　

穂

○
「
金
一
封
」

　

氏
子

　
　

寺
西　

孝
志 

殿

　

平
成
二
十
五
年
八
月
九
日

　本年は次の通りです。

※10月1日より11月末日まで、毎日午前
9時より午後4時30分まで随時受け付
けております。

○７歳（女子）　平成19年生
○５歳（男子）　平成21年生
○３歳（男女）　平成23年生

七五三詣（数え年）



http://www.takase.or.jp/

第39号平成25年9月13日第39号平成25年9月13日

89

編
集
後
記

　

私
も
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
「
お

白
石
持
行
事
」
で
は
、
ま
だ
神
様
が
お

ら
れ
な
い
真
新
し
い
御
正
殿
に
深
々

と
頭
を
下
げ
る
参
加
者
の
姿
が
多
く

見
受
け
ら
れ
ま
し
た
。「
日
本
人
の
心
」

に
ふ
れ
る
事
が
出
来
る
、
二
十
年
に
一

度
の
素
晴
ら
し
い
行
事
で
し
た
。

　

福
の
神
・
結
び
の
神
様
で
あ
り
ま
す
「
大
国
主
命
（
大
国

様
）」を
お
ま
つ
り
す
る
髙
瀨
神
社
で
は
、新
し
い
年
が
事
故
・

災
難
や
病
気
・
怪
我
無
く
、
家
族
の
「
絆
」
が
結
ば
れ
、
幸

せ
で
あ
る
よ
う
祈
願
す
る
「
新
年
初
祈
祷
」
を
行
っ
て
お
り

ま
す
。
年
頭
に
あ
た
り
ご
家
族
お
揃
い
で
ご
祈
祷
を
お
受
け

下
さ
い
。

・
期　

間　

節
分
の
頃
ま
で
に
ご
参
拝
下
さ
い

　
　
　
　
　

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

　
　
　
　
　
　
（
元
旦
は
午
前
零
時
か
ら
午
後
六
時
頃
ま
で
）

・
受　

付　

ご
祈
祷
入
口
か
ら
お
入
り
下
さ
い

・
祈
祷
料　

一
件
五
千
円
よ
り
（
ご
志
納
願
い
ま
す
）

　

ご
祈
祷
を
お
受
け
に
な
り
、
一
年
間
清
々
し
く
お
過
ご
し

下
さ
い
。

ま
ず
大
国
様
に
初
詣

新
年
初
祈
祷
の
ご
案
内

新
年
初
祈
祷
の
ご
案
内

〜
一
年
の
計
は
元
旦
に
あ
り
〜

　

当
神
社
で
は
「
初
詣
献
灯
」
を
実
施
致
し
て
お
り
ま
す
。

本
行
事
は
、初
詣
期
間
中
に
正
参
道
両
側
に
「
提
灯
」
を
掲
げ
、

来
る
新
年
が
更
な
る
輝
か
し
い
一
年
と
な
る
よ
う
、
尚
一
層

の
御
神
徳
を
授
け
て
戴
く
こ
と
を
願
い
奉
納
す
る
も
の
で
す
。

一
、「
初
詣
献
灯
」
は
正
月
七
日
ま
で
、
境
内
等
参
拝
者
道
筋

に
献
灯
い
た
し
ま
す
。

一
、「
初
詣
献
灯
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
正
面
に
希
望
の
芳
名
（
会

社
・
氏
名
等
）
を
記
入
い
た
し
ま
す
。

一
、
献
灯
者
の
家
内
安
全
・
商
売
繁
盛
の
祈
願
祭
を
奉
仕
い

た
し
ま
す
。

一
、
献
灯
初
穂
料
は
、
一
基
に
つ
き　

金
壱
萬
円
御
志
納
願

い
ま
す
。

一
、
申
込
締
切　

十
一
月
三
十
日
ま
で
に
お
申
込
下
さ
い
。

　

※
記
載
芳
名　

例
（
約
八
文
字
）

　
　

一
、
会
社　
　
　
　

南
砺
市　

㈱
高
瀬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
瀬
産
業
株
式
会
社

　
　

　
　

二
、
個
人　
　
　
　

高
瀬　

高
瀬
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
瀬　

太
郎

平
成
二
十
六
年
「
初
詣
献
灯
」
の
御
案
内

戌の日（安産祈願）

平成26年 厄年・身祝一覧
〈厄年〉 〈身祝〉

※数え年とは、満年齢に誕生日前には２歳、誕生日後には１歳を加えた年齢です。 ※男女ともに祝います。

24 3 25 2 26
64

41 49 42 48 43 47

61 29

18 9 19 8 20 7

32 58 33 57 34 56

37 53

61 29

70 20

77 13

80 10

88 2

90 14

99 5

9月17・29日
10月11・23日
11月 4・16・28日
12月10・22日

1月3・15・27日
2月8・20日
3月4・16・28日

腹帯のお祓いも行いますのでご持参下さい。

平成25年 平成26年

奉　

納

奉　

納

奉　

納

○
「
植
樹
」
椿
二
株

　
　

朝
倉　

一
男 

殿

　

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
九
日

・
七
福
神

・
玉
の
浦

○
「
御
楯
・
御
弓
台
」
一
対

　

元
禰
宜

　
　

齋
藤　

直
己 

殿

　

平
成
二
十
五
年
六
月
三
十
日

　

浦　
　

泰
宏

　
　

願
い
に
よ
り
権
禰
宜
を
免
ず
る

（
平
成
二
十
五
年
七
月
三
十
一
日
付
）

　

中
島　

璃
子

　

山
本　

美
紅

　
　

事
務
員
を
命
ず
る

（
平
成
二
十
五
年
八
月
一
日
付
）

辞　

令

辞　

令

辞　

令

【
表
紙
写
真
】

　
　

初　

稲　

穂

○
「
金
一
封
」

　

氏
子

　
　

寺
西　

孝
志 

殿

　

平
成
二
十
五
年
八
月
九
日

　本年は次の通りです。

※10月1日より11月末日まで、毎日午前
9時より午後4時30分まで随時受け付
けております。

○７歳（女子）　平成19年生
○５歳（男子）　平成21年生
○３歳（男女）　平成23年生

七五三詣（数え年）



39
25 9 13

39
25 9 13

39
25 9 13

撮影：南部スタジオ撮影：南部スタジオ撮影：南部スタジオ 10

第39号平成25年9月13日

2013年10月1日
新バンケットホール OPEN！！

只今 
御予約
受付中

10月1日にオープンする新バンケットホールでのご結婚披露宴のご予約を承って
います。お気軽にお問い合わせ、ご相談いただきますよう、お待ち申し上げます。

高瀬神社 検索

〒
九
三
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〇
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二

富
山
県
南
砺
市
高
瀬
二
九
一

Ｔ
Ｅ
Ｌ（
〇
七
六
三
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四

発
行
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成
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月
十
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日　
　

発
行
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務
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編
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川
宏
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刷
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牧
印
刷
株
式
会
社


