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高瀬神社 検索

仕事内容　結婚式・披露宴でのサービス業をご担当いただきます
勤務時間　土・日・祝日／9:00～18:00の間（披露宴時間による）
勤 務 地　南砺市高瀬291　髙瀬神社内
給　　与　時給1,000円以上　研修30ｈは時給900円
待　　遇　制服貸与　食事手当500円

土・日・祝日の空いた曜日だけ! 事前にシフトを決めて働きましょう!!
未経験者歓迎! 丁寧に教えます!

髙瀬神社  ブライダル事業部
℡（0763）82-1131  中井　面接随意・先ずはお電話を

月単位のシフト制なのであなたの都合に合わせて働けます

縁結びの神様のもとで幸せのお手伝いをしてみませんか
やさしいあなたの力を必要としています

只 今
春・夏の婚礼
ご予約
受付中

越中一宮 髙瀬神社の神前結婚式は、ご親族だけではなく、
ご友人にもご参列いただく、「伝統」と「新しいかたち」の
神前結婚式です。縁結び神様のおはからい（御神縁）によって、
新郎新婦とご参列の皆様がひとつに結ばれます。

特別な方 と々特別な場所で特別な神前結婚式
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い
よ
い
よ
収
穫
の
秋
が
や
っ
て
き

ま
し
た
。

　
車
を
走
ら
せ
て
い
る
と
稲
刈
り
し

た
田
ん
ぼ
が
目
立
つ
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
先
般
、
富
山
市
呉
羽
の
梨
畑

を
通
り
か
か
っ
た
と
き
に
は
直
売
所

が
賑
わ
い
を
見
せ
て
い
ま
し
た
。
私

の
好
き
な
葡
萄
も
出
始
め
て
い
ま

す
。
た
く
さ
ん
の
美
味
し
い
物
の
中

で
私
の
一
番
は
、
や
は
り
新
米
の
炊

き
た
て
「
ご
は
ん
」
で
し
ょ
う
か
。

お
か
ず
が
無
く
て
も
満
足
で
す
。
食

い
道
楽
の
方
々
に
は
楽
し
み
な
季
節

と
な
り
ま
し
た
。

　
私
が
子
供
の
頃
、
転
作
が
始
ま
り

ま
し
た
が
、
近
所
の
田
ん
ぼ
は
、
殆

ど
稲
作
で
し
た
。
今
頃
の
時
季
で
す

と
秋
祭
祝
詞
に
あ
る
と
お
り
、「
黄

金
の
穂
波
打
ち
寄
す
…
」
黄
金
色
の

絨
毯
の
よ
う
に
き
れ
い
な
田
ん
ぼ
の

風
景
が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。
最
近

は
転
作
が
あ
た
り
前
と
な
り
、
大
豆

や
小
麦
、
玉
ね
ぎ
な
ど
、
か
な
り
大

き
な
面
積
で
栽
培
さ
れ
て
い
ま
す
。

富
山
県
は
兼
業
農
家
が
多
い
県
で

す
。
普
段
は
会
社
勤
め
で
土
日
に
農

作
業
と
い
う
家
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た

が
、
最
近
は
会
社
勤
め
に
専
念
し

て
、
田
ん
ぼ
は
農
業
法
人
な
ど
、
人

に
任
せ
て
し
ま
う
農
家
が
多
い
よ
う

で
す
。
耕
作
を
請
け
負
っ
た
法
人
は

耕
作
面
積
が
増
え
て
忙
し
く
な
り
ま

し
た
。
丹
精
込
め
て
耕
作
し
て
も
一

軒
一
軒
の
農
家
が
細
や
か
に
管
理
し

て
い
た
時
と
同
じ
よ
う
に
は
な
か
な

か
で
き
ま
せ
ん
。

　
そ
れ
を
感
じ
る
の
は
黄
金
色
に

稔
っ
た
稲
の
中
に
大
き
な
雑
草
が
生

え
て
い
る
田
ん
ぼ
を
見
た
時
で
す
。

も
し
か
し
た
ら
無
農
薬
農
法
な
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
以
前
は
草
取
り

が
行
わ
れ
、
こ
の
様
な
様
子
を
あ
ま

り
見
か
け
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
は
頻

繁
に
目
に
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
私
と
し
て
は
、
雑
草
が
一
緒
に

刈
り
取
ら
れ
、
お
米
に
混
じ
る
の
で

は
な
い
か
、
そ
う
な
っ
た
ら
「
と
な

み
野
米
」
の
品
質
に
影
響
す
る
の
で

は
な
い
か
と
心
配
し
て
い
ま
す
。

　
田
ん
ぼ
に
つ
い
て
語
る
時
、
祖
父

が
お
祭
り
後
の
社
頭
講
話
で
氏
子
の

皆
さ
ん
に
話
し
て
い
た
漢
字
『
思
』

の
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。

　
―
『
思
』
と
い
う
字
は
、「
田
」

に
「
心
」
と
書
く
。
田
ん
ぼ
の
水
は

行
き
届
い
て
い
る
か
。
虫
が
発
生
し

て
い
な
い
か
。
熱
病
に
か
か
っ
て
な

い
か
な
ど
、
常
に
田
ん
ぼ
の
こ
と
を

心
配
す
る
か
ら
『
思
』
と
い
う
字
な

の
だ
― 

と
い
う
話
。

　
雑
草
の
生
え
た
田
ん
ぼ
を
見
か
け

る
た
び
に
こ
の
話
を
思
い
出
し
て
、

米
作
り
へ
の
『
思
い
』
が
薄
ら
い
で

し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
心
配
に

な
り
ま
す
。
多
分
、
今
も
田
ん
ぼ
に

心
を
寄
せ
て
耕
作
さ
れ
て
い
て
、
手

を
入
れ
た
い
気
持
ち
は
あ
る
け
れ
ど

も
、
先
の
よ
う
な
事
情
ゆ
え
、
手
が

回
ら
な
い
と
い
う
状
況
な
の
だ
と
拝

察
い
た
し
ま
す
。

　
近
頃
、
テ
レ
ビ
や
新
聞
で
報
道
さ

れ
る
例
え
ば
、
児
童
虐
待
や
煽
り
運

転
な
ど
、
信
じ
が
た
い
、
心
無
い
事

態
が
次
々
と
起
こ
る
世
の
中
と
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、

様
々
な
原
因
が
あ
っ
て
、
一
言
で
言

い
表
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
私

た
ち
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
が
大

き
く
影
響
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

そ
の
一
端
と
し
て
、
田
ん
ぼ
へ
の

「
思
い
」
が
薄
ら
い
で
き
て
い
る
よ

う
に
、
人
に
対
す
る
「
思
い
」
も
薄

ら
い
で
き
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

　
日
本
人
は
農
耕
民
族
で
あ
り
、
昔

か
ら
心
の
奥
底
に
田
畑
や
山
林
な

ど
、
自
分
た
ち
に
恵
み
を
与
え
て
く

れ
る
自
然
に
対
す
る
労
り
と
い
う

か
、
感
謝
の
気
持
ち
が
無
意
識
の
う

ち
に
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
す
が
、

段
々
と
都
会
化
が
進
み
、
田
舎
で
も

農
業
が
身
近
で
な
く
な
り
、
消
費
者

が
大
半
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
結

祭  

事  

暦

「
心
を
寄
せ
る
」
宮

　司  

藤
井
秀
嗣

果
、
モ
ノ
や
人
に
対
す
る
「
思
い
や

り
」
が
薄
ら
い
で
き
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
現
在
起
き
て
い
る
事

件
や
事
故
は
少
な
か
ら
ず
そ
の
あ
た

り
に
起
因
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
思
え
る
の
で
す
。

　「
田
」
に
「
心
」
を
寄
せ
る
よ
う

に
、
他
人
の
「
他
」
に
も
「
心
」
を

寄
せ
る
世
の
中
で
あ
っ
て
ほ
し
い
も

の
で
す
。

　
先
日
、
稲
刈
り
後
の
田
ん
ぼ
に

入
っ
て
作
業
し
て
い
る
農
家
の
人
を

見
か
け
ま
し
た
。
刈
っ
た
後
の
田
ん

ぼ
に
も
心
を
残
す
。
私
に
は
田
ん
ぼ

に
「
ご
苦
労
さ
ま
」
と
語
り
か
け
て

い
る
よ
う
に
見
え
ま
し
た
。
田
の
神

様
は
き
っ
と
次
の
年
の
豊
作
を
約
束

し
て
く
だ
さ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
今
月
は
奉
納
剣
道
大
会
が
開
催
さ

れ
ま
す
。
剣
道
で
は
打
突
の
後
の

「
残
心
」
が
大
切
で
あ
る
と
言
わ
れ

ま
す
。
打
ち
終
わ
っ
た
後
も
心
を
切

ら
さ
ず
、
常
に
相
手
に
心
を
残
す
。

気
持
ち
を
向
け
続
け
る
こ
と
。
そ
れ

は
、
心
が
切
れ
る
と
あ
ら
ゆ
る
こ
と

が
不
安
定
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で

す
。「
心
」
は
全
て
の
基
本
と
な
り

ま
す
。
安
定
し
た
世
の
中
に
す
る
た

め
に
こ
れ
か
ら
も
「
心
」
を
寄
せ

て
、
つ
な
い
で
行
く
努
力
を
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
秋
の
夜
長
、
相
応
し
い
「
心
」
の

在
り
方
を
考
え
な
が
ら
時
を
過
ご
し

た
い
も
の
で
す
。

　
六
月
三
十
日
午
後
三
時
、
「
夏
越
の

大
祓
」
を
斎
行
し
ま
し
た
。
大
祓
は
、

伊
弉
諾
尊
が
禊
祓
さ
れ
た
こ
と
を
起
源

と
し
て
お
り
、
現
在
で
は
、
自
ら
の
心

身
の
穢
、
諸
々
の
罪
・
過
ち
を
祓
い
清

め
る
神
事
と
し
て
全
国
の
神
社
で
行
わ

れ
て
い
ま
す
。
当
日
、
拝
殿
に
て
神

職
・
巫
女
・
参
列
者
一
同
「
大
祓
詞
」

を
奏
上
、
各
人
が
罪
穢
を
移
し
た「
人

形
」
を
「
茅
舟
」
に
収
め
茅
の
輪
を
く
ぐ

り
、
神
社
前
を
流
れ
る
大
門
川
に
祓
い

流
し
ま
し
た
。

　
六
月
三
十
日
午
前
十
時
、
末
社
「
髙
瀬
稲

荷
社
」
の
例
祭
を
斎
行
し
ま
し
た
。
髙
瀬
稲

荷
社
は
、
京
都
伏
見
稲
荷
大
社
よ
り
勧
請

さ
れ
、
商
売
繁
盛
の
神
様
と
し
て
崇
敬
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
当
日
の
祭
典
は
、
雨
天
の
た
め
参
集
殿

テ
ラ
ス
に
て
斎
行
し
ま
し
た
。

　
講
員
約
三
十
名
が
参
列
し
、
稲
荷
社
に
続

き
御
本
社
に
て
「
商
売
繁
昌
祈
願
祭
」
を
執

り
行
い
、
日
頃
の
ご
加
護
に
感
謝
し
、
商

売
繁
昌
・
社
運
隆
昌
・
職
場
の
安
全
を
祈

り
ま
し
た
。

髙
瀬
稲
荷
社
例
祭

夏
越
の
大
祓

※
本
年
も
氏
子
の
皆
様
に
、
茅

の
輪
、
茅
舟
を
奉
製
頂
き
ま

し
た
。

い
ざ
な
ぎ
の
み
こ
と

み
そ
ぎ
は
ら
い

ひ
と

が
た

か
や
ぶ
ね

茅の輪ができるまで

い
た
わ

じ
ゅ
う
た
ん
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こ
と
は
、

様
々
な
原
因
が
あ
っ
て
、
一
言
で
言

い
表
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
私

た
ち
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
が
大

き
く
影
響
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

そ
の
一
端
と
し
て
、
田
ん
ぼ
へ
の

「
思
い
」
が
薄
ら
い
で
き
て
い
る
よ

う
に
、
人
に
対
す
る
「
思
い
」
も
薄

ら
い
で
き
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

　
日
本
人
は
農
耕
民
族
で
あ
り
、
昔

か
ら
心
の
奥
底
に
田
畑
や
山
林
な

ど
、
自
分
た
ち
に
恵
み
を
与
え
て
く

れ
る
自
然
に
対
す
る
労
り
と
い
う

か
、
感
謝
の
気
持
ち
が
無
意
識
の
う

ち
に
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
す
が
、

段
々
と
都
会
化
が
進
み
、
田
舎
で
も

農
業
が
身
近
で
な
く
な
り
、
消
費
者

が
大
半
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
結

祭  

事  

暦

「
心
を
寄
せ
る
」
宮

　司  

藤
井
秀
嗣

果
、
モ
ノ
や
人
に
対
す
る
「
思
い
や

り
」
が
薄
ら
い
で
き
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
現
在
起
き
て
い
る
事

件
や
事
故
は
少
な
か
ら
ず
そ
の
あ
た

り
に
起
因
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
思
え
る
の
で
す
。

　「
田
」
に
「
心
」
を
寄
せ
る
よ
う

に
、
他
人
の
「
他
」
に
も
「
心
」
を

寄
せ
る
世
の
中
で
あ
っ
て
ほ
し
い
も

の
で
す
。

　
先
日
、
稲
刈
り
後
の
田
ん
ぼ
に

入
っ
て
作
業
し
て
い
る
農
家
の
人
を

見
か
け
ま
し
た
。
刈
っ
た
後
の
田
ん

ぼ
に
も
心
を
残
す
。
私
に
は
田
ん
ぼ

に
「
ご
苦
労
さ
ま
」
と
語
り
か
け
て

い
る
よ
う
に
見
え
ま
し
た
。
田
の
神

様
は
き
っ
と
次
の
年
の
豊
作
を
約
束

し
て
く
だ
さ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
今
月
は
奉
納
剣
道
大
会
が
開
催
さ

れ
ま
す
。
剣
道
で
は
打
突
の
後
の

「
残
心
」
が
大
切
で
あ
る
と
言
わ
れ

ま
す
。
打
ち
終
わ
っ
た
後
も
心
を
切

ら
さ
ず
、
常
に
相
手
に
心
を
残
す
。

気
持
ち
を
向
け
続
け
る
こ
と
。
そ
れ

は
、
心
が
切
れ
る
と
あ
ら
ゆ
る
こ
と

が
不
安
定
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で

す
。「
心
」
は
全
て
の
基
本
と
な
り

ま
す
。
安
定
し
た
世
の
中
に
す
る
た

め
に
こ
れ
か
ら
も
「
心
」
を
寄
せ

て
、
つ
な
い
で
行
く
努
力
を
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
秋
の
夜
長
、
相
応
し
い
「
心
」
の

在
り
方
を
考
え
な
が
ら
時
を
過
ご
し

た
い
も
の
で
す
。

　
六
月
三
十
日
午
後
三
時
、
「
夏
越
の

大
祓
」
を
斎
行
し
ま
し
た
。
大
祓
は
、

伊
弉
諾
尊
が
禊
祓
さ
れ
た
こ
と
を
起
源

と
し
て
お
り
、
現
在
で
は
、
自
ら
の
心

身
の
穢
、
諸
々
の
罪
・
過
ち
を
祓
い
清

め
る
神
事
と
し
て
全
国
の
神
社
で
行
わ

れ
て
い
ま
す
。
当
日
、
拝
殿
に
て
神

職
・
巫
女
・
参
列
者
一
同
「
大
祓
詞
」

を
奏
上
、
各
人
が
罪
穢
を
移
し
た「
人

形
」
を
「
茅
舟
」
に
収
め
茅
の
輪
を
く
ぐ

り
、
神
社
前
を
流
れ
る
大
門
川
に
祓
い

流
し
ま
し
た
。

　
六
月
三
十
日
午
前
十
時
、
末
社
「
髙
瀬
稲

荷
社
」
の
例
祭
を
斎
行
し
ま
し
た
。
髙
瀬
稲

荷
社
は
、
京
都
伏
見
稲
荷
大
社
よ
り
勧
請

さ
れ
、
商
売
繁
盛
の
神
様
と
し
て
崇
敬
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
当
日
の
祭
典
は
、
雨
天
の
た
め
参
集
殿

テ
ラ
ス
に
て
斎
行
し
ま
し
た
。

　
講
員
約
三
十
名
が
参
列
し
、
稲
荷
社
に
続

き
御
本
社
に
て
「
商
売
繁
昌
祈
願
祭
」
を
執

り
行
い
、
日
頃
の
ご
加
護
に
感
謝
し
、
商

売
繁
昌
・
社
運
隆
昌
・
職
場
の
安
全
を
祈

り
ま
し
た
。

髙
瀬
稲
荷
社
例
祭

夏
越
の
大
祓

※
本
年
も
氏
子
の
皆
様
に
、
茅

の
輪
、
茅
舟
を
奉
製
頂
き
ま

し
た
。

い
ざ
な
ぎ
の
み
こ
と

み
そ
ぎ
は
ら
い

ひ
と

が
た

か
や
ぶ
ね

茅の輪ができるまで

い
た
わ

じ
ゅ
う
た
ん
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古
く
な
っ
た
人
形
に
感
謝
し
、
お

別
れ
を
す
る
第
二
十
回
「
人
形
感
謝

祭
」
を
七
月
十
四
日
午
前
十
時
よ
り

斎
行
し
ま
し
た
。

　
祭
典
前
に
は
、
各
人
が
持
ち
寄
っ

た
人
形
を
奉
安
場
に
綺
麗
に
飾
り
、

最
後
の
別
れ
を
惜
し
ん
で
い
ま
し

た
。
祭
典
に
は
、
約
八
十
名
が
参
列

し
、
神
職
が
人
形
を
大
麻
・
切
麻
に

て
お
祓
い
し
ま
し
た
。

人
形
感
謝
祭

　
七
月
二
十
二
日
午
前
十
時
、
農
作

物
が
無
事
に
夏
を
乗
り
切
っ
て
生
育

す
る
よ
う
祈
念
す
る
「
除
熱
祭
」
を

斎
行
し
ま
し
た
。

　
祭
典
後
、
お
祓
い
し
た
御
幣
を
献

穀
田
（
南
砺
市
高
瀬
）
に
立
て
、
成

育
中
の
稲
を
祓
い
清
め
ま
し
た
。
ま

た
夕
刻
に
は
、
氏
子
太
鼓
連
に
よ
る

「
熱
送
り
太
鼓
」
が
高
瀬
の
地
を
練

り
歩
き
ま
し
た
。

除
熱
祭

　
本
年
よ
り
七
月
一
日
よ
り
七
日
に
か
け
て
新
し
い

企
画
と
し
て
「
夏
詣
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

　
こ
の
催
事
は
、「
夏
越
の
大
祓
」
に
お
い
て
罪
穢

を
祓
い
清
め
た
翌
日
か
ら
参
拝
し
、
半
年
が
無
事
過

ぎ
た
こ
と
に
感
謝
し
、
残
り
の
半
年
の
平
穏
を
祈
る

新
し
い
風
習
と
な
る
よ
う
実
施
し
た
も
の
で
、
境
内

に
は
、
七
月
七
日
の
七
夕
祭
に
あ
わ
せ
て
、
向
拝
に

設
置
し
た
七
夕
飾
り
に
加
え
、
夏
の
風
物
詩
で
あ
る

風
鈴
の
音
が
静
か
に
響
き
わ
た
り
ま
し
た
。

　
七
月
七
日
午
後
三
時
、
七
夕
に
あ
わ
せ

て
織
姫
様
の
は
た
織
り
・
裁
縫
上
手
に
あ

や
か
り
、
習
い
事
が
上
達
す
る
よ
う
祈
願

す
る
「
七
夕
祭
並
技
芸
所
上
達
祈
願
祭
」

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
参
拝
さ
れ
た
方
は
、

願
い
事
が
叶
う
よ
う
に
祈
念
し
な
が
ら
、

七
夕
飾
り
に
短
冊
を
結
ん
で
お
ら
れ
ま
し

た
。

　
ま
た
、
夏
詣
終
了
奉
告
祭
を
執
り
行

い
、
無
事
に
「
夏
詣
」
を
終
え
た
こ
と
に

感
謝
し
ま
し
た
。

　
八
月
十
六
日

午
後
四
時
、
高

瀬
忠
魂
碑
慰
霊

祭
を
三
清
東
ふ

れ
あ
い
セ
ン

タ
ー
に
て
斎
行

し
ま
し
た
。

　
慰
霊
祭
は
、

神
道
式
と
仏
教

式
に
よ
り
隔
年
で
行
わ
れ
て
お
り
、

本
年
は
、
神
道
式
で
斎
行
。
ご
遺
族

を
は
じ
め
多
数
の
関
係
者
が
参
列

し
、
御
国
の
為
に
尊
い
命
を
捧
げ
ら

れ
た
当
地
出
征
の
英
霊
七
十
八
柱
に

感
謝
の
玉
串
を
捧
げ
ま
し
た
。

高
瀬
忠
魂
碑
慰
霊
祭

国
家
隆
昌
祈
願
祭

　
八
月
四
日
午
前
九
時
、「
国
家
隆

昌
祈
願
祭
」
を
斎
行
。
総
代
・
役
員

参
列
の
も
と
、
わ
が
国
の
益
々
の
繁

栄
を
祈
願
し
ま
し
た
。
祭
典
後
、
多

年
に
わ
た
り
社
務
運
営
に
寄
与
さ
れ

た
方
々
を
称
え
る
神
社
世
話
役
表
彰

が
行
わ
れ
、
根
尾
紘
一
神
社
総
代
会

砺
波
支
部
長
よ
り
感
謝
状
と
記
念
品

が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

七
夕
祭
並

技
芸
上
達
祈
願
祭

　
　夏
詣
終
了
奉
告
祭

七
夕
祭
並

技
芸
上
達
祈
願
祭

　
　夏
詣
終
了
奉
告
祭

　
（
神
明
宮 

世
話
役
）

　
　
高
﨑
　
　
博 

氏

　
（
八
咫
壺
神
社 

世
話
役
）

　
　
川
原
　
　
清 

氏

　
（
戸
隠
神
社
　
世
話
役
）

　
　
中
川
　
　
勲 

氏

　
（
日
吉
神
社
　
世
話
役
）

　
　
辻
　
　
繁
雄 

氏

　
（
神
明
社
　
世
話
役
）

　
　
尾
川
　
和
信 

氏

　
（
大
鋸
屋
神
社
　
世
話
役
）

　
　
松
本
　
文
一 

氏

○
神
社
世
話
役

　
　
　
　表
彰
者
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『
大
輪
あ
さ
が
お
展
』 

開
催

　
毎
年
、
好
評
を
博
し
て
お
り
ま
す

『
大
輪
あ
さ
が
お
展
』
が
八
月
十
日
か

ら
十
二
日
の
三
日
間
に
わ
た
り
開
催
さ

れ
、
多
く
の
来
場
者
で
賑
い
ま
し
た
。

　
本
年
も
南
砺
あ
さ
が
お
会
（
森
田
光

正
会
長
）
主
催
の
も
と
、
会
員
が
丹
精

を
込
め
て
育
て
た「
大
輪
朝
顔
」が
境

内
を
彩
り
ま
し
た
。

　『
大
輪
あ
さ
が
お
展
』
開
催
と
同

日
の
八
月
十
日
よ
り
十
八
日
ま
で
、

参
集
殿
に
て
『
小
島
功
展
〜
現
代
の

浮
世
絵
師
と
呼
ば
れ
た
男
〜
』
を
開

催
し
ま
し
た
。

　「
黄
桜
酒
造
」
の
カ
ッ
パ
の
イ
ラ

ス
ト
で
知
ら
れ
る
小
島
功
氏
の
生
誕

九
十
年
記
念
事
業
と
し
て
開
催
さ
れ

た
同
展
に
は
、
県
内
外
よ
り
多
く
の

方
が
訪
れ
ま
し
た
。

　
木
彫
や
和
紙
・
陶
製
の
人
形
を
手

が
け
る
、
県
内
外
の
作
家
十
八
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
（
梅
崎

秀
鈴
会
長
）」
に
よ
る
「
い
け
ば
な
」

が
会
場
を
彩
り
ま
し
た
。

　
人
々
を
魅
了
す
る
作
品
を
見
る
た

め
、
三
日
間
で
四
百
人
以
上
の
方
々

が
来
殿
さ
れ
ま
し
た
。

草月流富山県支部「秀抱会」会長 梅崎秀鈴

松本　昌子
（魚津市）

安達　陽子
（砺波市）

飛騨山静恵
（富山市）

川原　るみ
（南砺市）

宮長　由紀
（射水市）

笹波　美恵
（高岡市）

中林　雅代
（富山市）

木村　正和
（南砺市）

熊野　幸子
（砺波市）

南部　祥雲
（高岡市）

横堀貴美子
（射水市）

中嶋外志男
（南砺市）

上野　勝廣
（富山市）

千代狛
（小矢部市）

笹川むもん
（南砺市）

辻　和志
（砺波市）

床　サユリ
（高岡市）

林　加代子
（福井市）

※
大
輪
朝
顔
…
起
源
は
、
江
戸
時
代
に

遡
る
と
い
わ
れ
る
歴
史
あ
る
朝
顔
で

す
。
二
百
年
近
く
に
亙
り
、
多
く
の

人
々
に
愛
さ
れ
、
育
て
ら
れ
て
き
ま

し
た
。
花
径
が
と
て
も
大
き
く
、
明

治
時
代
の
後
期
に
な
る
と
栽
培
が
盛

ん
に
な
り
、
現
在
で
も
広
く
愛
さ
れ

る
園
芸
植
物
で
す
。

『
小
島
功
展
』 

開
催

▽
監

　修

　
　梅
崎

　親
美

　
　
　
　

 

（
秀
抱
）

▽
銘
木
材
提
供

　
　嶋
田
工
芸

▽
工
芸
家
具
提
供

　
　南
部

　進

▽
写
真
提
供

　
　荒
井

　恒
雄

▽
監

　修

　
　梅
崎

　親
美

　
　
　
　

 

（
秀
抱
）

▽
銘
木
材
提
供

　
　嶋
田
工
芸

▽
工
芸
家
具
提
供

　
　南
部

　進

▽
写
真
提
供

　
　荒
井

　恒
雄

第
十
九
回 

人
形
展 

　
 

〜
一
期
一
会
〜

七
月
十
三
日（
土
）〜

　
　
　
　十
五
日（
月・祝
）

「せせらぎの酒」
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『
大
輪
あ
さ
が
お
展
』 
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催

　
毎
年
、
好
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博
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お
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ま
す
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催
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。
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催
の
も
と
、
会
員
が
丹
精

を
込
め
て
育
て
た「
大
輪
朝
顔
」が
境

内
を
彩
り
ま
し
た
。
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催
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催
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。
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に
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た
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、
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の
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時
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朝
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に
亙
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、
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の

人
々
に
愛
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ま
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径
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大
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く
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明

治
時
代
の
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な
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七
月
三
十
日
よ
り
八
月
二
日
に
か
け
て
「
ジ
ョ
ブ
キ
ッ
ズ

と
や
ま
２
０
１
９
」
（
企
画
・
運
営
「
ふ
る
さ
と
を
学
び
楽

し
む
子
育
て
と
や
ま
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
」
）
を
開
催
し
ま
し

た
。
同
事
業
は
、
ジ
ョ
ブ
キ
ッ
ズ
会
員
と
な
っ
た
小
学
生
が

県
内
の
気
に
な
っ
た
職
業
を
体
験
す
る
行
事
で
、
当
神
社

で
は
「
神
社
の
お
し
ご
と
」
と
題
し
て
、
四
日
間
で
三
十
名

の
子
供
た
ち
が
神
社
で
の
ご
奉
仕
を
体
験
し
ま
し
た
。

　
七
月
三
十
日
よ
り
八
月
二
日
に
か
け
て
「
ジ
ョ
ブ
キ
ッ
ズ

と
や
ま
２
０
１
９
」
（
企
画
・
運
営
「
ふ
る
さ
と
を
学
び
楽

し
む
子
育
て
と
や
ま
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
」
）
を
開
催
し
ま
し

た
。
同
事
業
は
、
ジ
ョ
ブ
キ
ッ
ズ
会
員
と
な
っ
た
小
学
生
が

県
内
の
気
に
な
っ
た
職
業
を
体
験
す
る
行
事
で
、
当
神
社

で
は
「
神
社
の
お
し
ご
と
」
と
題
し
て
、
四
日
間
で
三
十
名

の
子
供
た
ち
が
神
社
で
の
ご
奉
仕
を
体
験
し
ま
し
た
。

　
「
お
し
ご
と
」
の
内
容
は
、
男
の
子

は
、
自
身
の
願
い
事
を
記
し
た
「
祝
詞
」

を
ご
神
前
で
奏
上
し
、
女
の
子
は
、
神
楽

舞
の
稽
古
。
そ
の
後
、
男
女
揃
っ
て
自
宅

の
神
棚
に
掛
け
る
注
連
縄
の
奉
製
を
行
い

ま
し
た
。
参
加
し
た
子
供
た
ち
は
、
一
生

懸
命
に
そ
れ
ぞ
れ
の
お
勤
め
を
果
し
て
い

ま
し
た
。

　
「
お
し
ご
と
」
の
内
容
は
、
男
の
子

は
、
自
身
の
願
い
事
を
記
し
た
「
祝
詞
」

を
ご
神
前
で
奏
上
し
、
女
の
子
は
、
神
楽

舞
の
稽
古
。
そ
の
後
、
男
女
揃
っ
て
自
宅

の
神
棚
に
掛
け
る
注
連
縄
の
奉
製
を
行
い

ま
し
た
。
参
加
し
た
子
供
た
ち
は
、
一
生

懸
命
に
そ
れ
ぞ
れ
の
お
勤
め
を
果
し
て
い

ま
し
た
。

ジ
ョ
ブ
キ
ッ
ズ
と
や
ま

　
　
　
　  

２
０
１
９
開
催

　
令
和
元
年
八
月
十
五
日
か
ら
、
当

神
社
末
社
の
功
霊
殿
の
御
朱
印
を
授

与
し
て
い
ま
す
。
ご
希
望
の
際
は
、

社
務
所

へ
お
声

が
け
下

さ
い
。

※
功
霊
殿
に
は
、
日
清
・
日
露
戦
争
か
ら

大
東
亜
戦
争
ま
で
砺
波
地
区
か
ら
出
征

さ
れ
た
護
国
の
英
霊
と
、
地
方
開
拓
の

功
労
者
、
六
千
四
百
余
柱
を
お
祀
り
し

て
い
ま
す
。

ご
案
内

　
歯
固
め
石

　
当
神
社
で
は
、
お
食
い
初
め
の
石

「
歯
固
め
石
」を
授
与
し
て
お
り
ま
す
。

　
ご
希
望
の
方
は
社
務
所
へ
お
声
が

け
下
さ
い
。

※「
歯
固
め
の
石
」と
は

　
生
後
百
日
頃
は
、
赤
ち
ゃ
ん
の
歯
が
生
え
は
じ

め
る
時
期
で
す
。
お
食
い
初
め
の
行
事
で
は
、
赤

ち
ゃ
ん
に
石
の
よ

う
に
丈
夫
な
歯
が

生
え
る
事
を
願
う

「
歯
固
め
の
儀
」

を
行
い
ま
す
。
こ

の
「
歯
固
め
の

儀
」
で
使
わ
れ
る

石
の
事
を
、
「
歯

固
め
石
」
と
言
い

ま
す
。

は
　が
た
　
　
い
し

注連縄奉製

祝詞の奏上

神楽舞  温習神楽舞  温習

寺西政雄命（左より2番目）寺西政雄命（左より2番目）

　
寺
西
政
雄
命
は
、
南
砺
市
高
瀬

村
出
身
で
、
大
正
三
年（
一
九
一

四
）十
月
二
十
一
日
、
父 

寺
西
太

八
郎
と 

母 

み
よ
と
の
間
に
長
男

と
し
て
生
れ
ま
し
た
。
地
元
高
瀬

村
で
は
、
青
年
団
に
所
属
し
、
精

力
的
に
活
動
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
昭
和
九
年（
一
九
三
四
）の
徴
兵

検
査
の
結
果
、
甲
種
合
格
と
な

り
、
翌
年（
一
九
三
五
）一
月
二
十

日
歩
兵
第
三
十
五
連
隊
に
入
隊
。

同
月
十
五
日
に
は
、
高
瀬
小
学
校

に
て
村
の
方
々
等
が
主
催
し
た
退

営
・
入
営
者
の
歓
送
迎
会
が
行
わ

れ
、
十
九
日
に
故
郷
を
出
発
。
六

月
下
旬
に
は
富
山
を
発
ち
、
配
属

さ
れ
る
満
洲
へ
と
渡
ら
れ
ま
し
た
。

　
第
九
師
団
満
洲
守
備
隊
と
し

て
、
満
洲
国
吉
林
省
で
、
匪
賊

（
集
団
的
に
略
奪
な
ど
を
行
う
賊
）

の
討
伐
と
い
っ
た
治
安
維
持
の
任

務
に
従
事
。
満
洲
の
環
境
は
厳
し

く
、
手
紙
の
中
で
は
、「
非
常
に

交
通
不
便
」、「
冷
下
二
三
十
度
迄

低
下
」
し
、「
猪
野
犬
等
に
毎
日

の
様
に
出
合
困
つ
た
」
と
い
っ
た

こ
と
が
綴
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

後
、
遼
陽
で
、
初
等
兵
を
教
育
さ

れ
、
間
島
省
、
安
東
省
で
は
再

び
治
安
維
持
に
従
事
、
北
満
洲

の
哈
爾
濱
で
は
、
厳
し
い
訓
練
を

う
け
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
一

通
り
の
任
務
を
終
え
ら
れ
た
昭
和

十
二
年
二
月
、
帰
郷
さ
れ
て
い
ま

す
。
陣
中
か
ら
の
手
紙
に
は
「
帰

郷
の
暁
は
愛
村
の
為
め
に
ま
た
郷

土
の
繁
栄
の
為
に
微
力
乍
努
力
致

す
決
意
で
あ
り
ま
す
」
と
、
凱
旋

の
喜
び
と
郷
土
愛
溢
れ
た
内
容
が

記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
同
年
七
月
、
盧
溝
橋
事
件
を
発

端
に
日
中
間
で
戦
端
が
開
か
れ
、

戦
火
は
、
上
海
へ
と
飛
び
火
し
ま

す
。
九
月
に
は
、
所
属
す
る
連
隊

も
同
地
へ
動
員
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　
そ
し
て
、
十
月
二
十
三
日
、
上

海
の
毛
宅
攻
撃
中
、
銃
弾
に
よ
り

負
傷
、
銃
弾
が
飛
び
交
う
中
、
同

部
隊
の
大
窪
直
吉
氏
に
よ
り
直
ぐ

止
血
が
試
み
ら
れ
ま
し
た
が
、
戦

況
も
硬
直
し
た
た
め
、
十
分
な
治

療
も
ま
ま
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
よ
う
な
状
況
を
見
て
、「
大

窪
君
、
大
丈
夫
だ
。
俺
の
事
を
心

配
せ
ず
、
味
方
を
指
揮
し
て
進
ん

で
呉
れ
」
と
仰
ら
れ
た
の
が
、
寺

西
政
雄
命
の
最
後
の
言
葉
と
な
り

ま
し
た
。

　
明
朝
、
毛
宅
を
占
領
後
、
大
窪

氏
は
、
最
後
に
別
れ
た
場
所
へ
行

き
、
遺
留
品
を
兵
に
託
し
、
近
隣

の
部
落
の
蔭
で
「
故
寺
西
伍
長
戦

死
之
地
」
と
墓
標
を
立
て
、
葬
ら

れ
ま
し
た
。
こ
の
最
後
の
様
子

は
、
友
人
で
も
あ
っ
た
大
窪
氏
に

よ
り
御
遺
族
の
寺
西
家
へ
と
伝
え

ら
れ
ま
し
た
。

（
世
帯
主 

寺
西
孝
志
氏
）

ハ
ル
ビ
ン

な
が
ら

で
あ
い

英
霊
の
ご
事
績（
寺
西
政
雄
命
）
権
禰
宜

　魚
岸
一
弥 

記
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八
月
二
日
に
か
け
て
「
ジ
ョ
ブ
キ
ッ
ズ

と
や
ま
２
０
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９
」
（
企
画
・
運
営
「
ふ
る
さ
と
を
学
び
楽

し
む
子
育
て
と
や
ま
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
」
）
を
開
催
し
ま
し

た
。
同
事
業
は
、
ジ
ョ
ブ
キ
ッ
ズ
会
員
と
な
っ
た
小
学
生
が

県
内
の
気
に
な
っ
た
職
業
を
体
験
す
る
行
事
で
、
当
神
社

で
は
「
神
社
の
お
し
ご
と
」
と
題
し
て
、
四
日
間
で
三
十
名

の
子
供
た
ち
が
神
社
で
の
ご
奉
仕
を
体
験
し
ま
し
た
。

　
七
月
三
十
日
よ
り
八
月
二
日
に
か
け
て
「
ジ
ョ
ブ
キ
ッ
ズ

と
や
ま
２
０
１
９
」
（
企
画
・
運
営
「
ふ
る
さ
と
を
学
び
楽

し
む
子
育
て
と
や
ま
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
」
）
を
開
催
し
ま
し

た
。
同
事
業
は
、
ジ
ョ
ブ
キ
ッ
ズ
会
員
と
な
っ
た
小
学
生
が

県
内
の
気
に
な
っ
た
職
業
を
体
験
す
る
行
事
で
、
当
神
社

で
は
「
神
社
の
お
し
ご
と
」
と
題
し
て
、
四
日
間
で
三
十
名

の
子
供
た
ち
が
神
社
で
の
ご
奉
仕
を
体
験
し
ま
し
た
。

　
「
お
し
ご
と
」
の
内
容
は
、
男
の
子

は
、
自
身
の
願
い
事
を
記
し
た
「
祝
詞
」

を
ご
神
前
で
奏
上
し
、
女
の
子
は
、
神
楽

舞
の
稽
古
。
そ
の
後
、
男
女
揃
っ
て
自
宅

の
神
棚
に
掛
け
る
注
連
縄
の
奉
製
を
行
い

ま
し
た
。
参
加
し
た
子
供
た
ち
は
、
一
生

懸
命
に
そ
れ
ぞ
れ
の
お
勤
め
を
果
し
て
い

ま
し
た
。

　
「
お
し
ご
と
」
の
内
容
は
、
男
の
子

は
、
自
身
の
願
い
事
を
記
し
た
「
祝
詞
」

を
ご
神
前
で
奏
上
し
、
女
の
子
は
、
神
楽

舞
の
稽
古
。
そ
の
後
、
男
女
揃
っ
て
自
宅

の
神
棚
に
掛
け
る
注
連
縄
の
奉
製
を
行
い

ま
し
た
。
参
加
し
た
子
供
た
ち
は
、
一
生

懸
命
に
そ
れ
ぞ
れ
の
お
勤
め
を
果
し
て
い

ま
し
た
。

ジ
ョ
ブ
キ
ッ
ズ
と
や
ま

　
　
　
　  

２
０
１
９
開
催

　
令
和
元
年
八
月
十
五
日
か
ら
、
当

神
社
末
社
の
功
霊
殿
の
御
朱
印
を
授

与
し
て
い
ま
す
。
ご
希
望
の
際
は
、

社
務
所

へ
お
声

が
け
下

さ
い
。

※
功
霊
殿
に
は
、
日
清
・
日
露
戦
争
か
ら

大
東
亜
戦
争
ま
で
砺
波
地
区
か
ら
出
征

さ
れ
た
護
国
の
英
霊
と
、
地
方
開
拓
の

功
労
者
、
六
千
四
百
余
柱
を
お
祀
り
し

て
い
ま
す
。

ご
案
内

　
歯
固
め
石

　
当
神
社
で
は
、
お
食
い
初
め
の
石

「
歯
固
め
石
」を
授
与
し
て
お
り
ま
す
。

　
ご
希
望
の
方
は
社
務
所
へ
お
声
が

け
下
さ
い
。

※「
歯
固
め
の
石
」と
は

　
生
後
百
日
頃
は
、
赤
ち
ゃ
ん
の
歯
が
生
え
は
じ

め
る
時
期
で
す
。
お
食
い
初
め
の
行
事
で
は
、
赤

ち
ゃ
ん
に
石
の
よ

う
に
丈
夫
な
歯
が

生
え
る
事
を
願
う

「
歯
固
め
の
儀
」

を
行
い
ま
す
。
こ

の
「
歯
固
め
の

儀
」
で
使
わ
れ
る

石
の
事
を
、
「
歯

固
め
石
」
と
言
い

ま
す
。

は
　が
た
　
　
い
し

注連縄奉製

祝詞の奏上

神楽舞  温習神楽舞  温習

寺西政雄命（左より2番目）寺西政雄命（左より2番目）

　
寺
西
政
雄
命
は
、
南
砺
市
高
瀬

村
出
身
で
、
大
正
三
年（
一
九
一

四
）十
月
二
十
一
日
、
父 

寺
西
太

八
郎
と 

母 
み
よ
と
の
間
に
長
男

と
し
て
生
れ
ま
し
た
。
地
元
高
瀬

村
で
は
、
青
年
団
に
所
属
し
、
精

力
的
に
活
動
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
昭
和
九
年（
一
九
三
四
）の
徴
兵

検
査
の
結
果
、
甲
種
合
格
と
な

り
、
翌
年（
一
九
三
五
）一
月
二
十

日
歩
兵
第
三
十
五
連
隊
に
入
隊
。

同
月
十
五
日
に
は
、
高
瀬
小
学
校

に
て
村
の
方
々
等
が
主
催
し
た
退

営
・
入
営
者
の
歓
送
迎
会
が
行
わ

れ
、
十
九
日
に
故
郷
を
出
発
。
六

月
下
旬
に
は
富
山
を
発
ち
、
配
属

さ
れ
る
満
洲
へ
と
渡
ら
れ
ま
し
た
。

　
第
九
師
団
満
洲
守
備
隊
と
し

て
、
満
洲
国
吉
林
省
で
、
匪
賊

（
集
団
的
に
略
奪
な
ど
を
行
う
賊
）

の
討
伐
と
い
っ
た
治
安
維
持
の
任

務
に
従
事
。
満
洲
の
環
境
は
厳
し

く
、
手
紙
の
中
で
は
、「
非
常
に

交
通
不
便
」、「
冷
下
二
三
十
度
迄

低
下
」
し
、「
猪
野
犬
等
に
毎
日

の
様
に
出
合
困
つ
た
」
と
い
っ
た

こ
と
が
綴
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

後
、
遼
陽
で
、
初
等
兵
を
教
育
さ

れ
、
間
島
省
、
安
東
省
で
は
再

び
治
安
維
持
に
従
事
、
北
満
洲

の
哈
爾
濱
で
は
、
厳
し
い
訓
練
を

う
け
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
一

通
り
の
任
務
を
終
え
ら
れ
た
昭
和

十
二
年
二
月
、
帰
郷
さ
れ
て
い
ま

す
。
陣
中
か
ら
の
手
紙
に
は
「
帰

郷
の
暁
は
愛
村
の
為
め
に
ま
た
郷

土
の
繁
栄
の
為
に
微
力
乍
努
力
致

す
決
意
で
あ
り
ま
す
」
と
、
凱
旋

の
喜
び
と
郷
土
愛
溢
れ
た
内
容
が

記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
同
年
七
月
、
盧
溝
橋
事
件
を
発

端
に
日
中
間
で
戦
端
が
開
か
れ
、

戦
火
は
、
上
海
へ
と
飛
び
火
し
ま

す
。
九
月
に
は
、
所
属
す
る
連
隊

も
同
地
へ
動
員
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　
そ
し
て
、
十
月
二
十
三
日
、
上

海
の
毛
宅
攻
撃
中
、
銃
弾
に
よ
り

負
傷
、
銃
弾
が
飛
び
交
う
中
、
同

部
隊
の
大
窪
直
吉
氏
に
よ
り
直
ぐ

止
血
が
試
み
ら
れ
ま
し
た
が
、
戦

況
も
硬
直
し
た
た
め
、
十
分
な
治

療
も
ま
ま
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
よ
う
な
状
況
を
見
て
、「
大

窪
君
、
大
丈
夫
だ
。
俺
の
事
を
心

配
せ
ず
、
味
方
を
指
揮
し
て
進
ん

で
呉
れ
」
と
仰
ら
れ
た
の
が
、
寺

西
政
雄
命
の
最
後
の
言
葉
と
な
り

ま
し
た
。

　
明
朝
、
毛
宅
を
占
領
後
、
大
窪

氏
は
、
最
後
に
別
れ
た
場
所
へ
行

き
、
遺
留
品
を
兵
に
託
し
、
近
隣

の
部
落
の
蔭
で
「
故
寺
西
伍
長
戦

死
之
地
」
と
墓
標
を
立
て
、
葬
ら

れ
ま
し
た
。
こ
の
最
後
の
様
子

は
、
友
人
で
も
あ
っ
た
大
窪
氏
に

よ
り
御
遺
族
の
寺
西
家
へ
と
伝
え

ら
れ
ま
し
た
。

（
世
帯
主 
寺
西
孝
志
氏
）

ハ
ル
ビ
ン

な
が
ら

で
あ
い

英
霊
の
ご
事
績（
寺
西
政
雄
命
）
権
禰
宜

　魚
岸
一
弥 

記



第63号 越 中 一 宮

1011 　　　　　　　 Facebook

第63号越 中 一 宮

―
 

ま
ず
大
国
様
に
初
詣 ―

新
年
初
祈
祷
の
ご
案
内

〜
一
年
の
計
は
元
旦
に
あ
り
〜

　
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
瀬
神
社
で
は
、
全
て
の
災
厄
を
祓
い
退
け
、

心
に
平
安
を
も
た
ら
す
ご
神
徳
に
よ
り
、
ご
家
族
皆
様
の
安
泰
と

繁
栄
、
ま
た
諸
々
の
願
い
が
成
就
す
る
よ
う
祈
る
「
新
年
初
祈
祷
」

を
斎
行
し
て
お
り
ま
す
。

　
新
し
い
年
が
事
故
・
災
難
や
病
気
・
怪
我
無
く
、
家
族
の
「
絆
」

が
よ
り
強
く
結
ば
れ
、
幸
せ
に
過
せ
る
よ
う
、
年
頭
に
あ
た
り 

ご
家
族
お
揃
い
で
ご
祈
祷
を
お
受
け
下
さ
い
。

・
内

　容

　家
内
安
全
（
開
運
招
福
）
諸
縁
結
び

　
　
　
　
　商
売
繁
昌
（
事
業
繁
栄
）
な
ど

　
　
　
　
　願
意
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

・
期

　間

　節
分
の
頃
ま
で
に
ご
参
拝
く
だ
さ
い

　
　
　
　
　午
前
九
時
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
祈
願
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
。

9月10・22日
10月４・16・28日
11月９・21日
12月３・15・27日

１月８・20日
２月１・13・25日
３月８・20日

令和元年 令和２年 　本年は次の通りです。

○７歳（女子）　平成25年生
○５歳（男子）　平成27年生
○３歳（男女）　平成29年生

七五三詣（数え年）戌の日 （安産祈願）

腹帯のお祓いも行いますのでご持参下さい。

※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。
※祭典・結婚式等の行事と重なる場合がございま
すので、社務所までお問い合わせ下さい。

令和２年 厄年・身祝一覧
〈厄年〉数え年 〈身祝〉数え年

※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。
※＊…この年を厄とする地域もあります。

  前　厄 本　厄 後　厄 

 

男

 24歳 平成9年（丑） 25歳 平成 8年（子） 26歳 平成 7年（亥）

  41歳 昭和55年（申） 42歳 昭和54年（未） 43歳 昭和53年（午）

  60歳 昭和36年（丑） 61歳 昭和35年（子） 62歳 昭和34年（亥）

 

女

 18歳 平成15年（未） 19歳 平成14年（午） 20歳 平成13年（巳）

  32歳 　　　　（巳） 33歳 昭和63年（辰） 34歳 昭和62年（卯）

  36歳 昭和60年（丑） 37歳 昭和59年（子） 38歳 昭和58年（亥）

  年齢 生まれ年

 還暦 61歳 昭和35年（子）

 古希 70歳 昭和26年（卯）

 喜寿 77歳 昭和19年（申）

 傘寿 80歳 昭和16年（巳）

 米寿 88歳 昭和 8年（酉）

 卒寿 90歳 昭和6年（未）

 白寿 99歳 大正11年（戌）

＊ ＊ ＊

＊ ＊ ＊

令
和
元
年
「
初
詣
献
灯
」の
御
案
内

　当
神
社
で
は
「
初
詣
献
灯
」
を
実
施
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

【
表
紙
写
真
】

社
報
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー

当
神
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
頂
け
ま
す
。

各
種
お
問
い
合
わ
せ
に
つ
き
ま
し
て
は
、

社
務
所
へ
ご
連
絡
下
さ
い
。

　
　
（
〇
七
六
三
）
八
二

－

〇
九
三
二

秋
の
色

○
「
揮

　毫
」

　
　
小
林
　
芙
蓉 
殿

○
「
椿
」

　
　
朝
倉
　
一
男 

殿

　
　
安
原
　
信
義 

殿

○
「
醸
造
酒
」

　
　
村
木
　
謙
一 

殿

○
「
参
道
玉
砂
利
」

　
富
山
市
八
人
町

　
株
式
会
社
　
岡
部

　
代
表
取
締
役
会
長
　
稲
積 

欣
治 

殿

　
代
表
取
締
役
社
長
　
岡
部 

竜
一 

殿

○
「
参
道
玉
砂
利
舗
設
」

　
南
砺
市
坪
野

　
株
式
会
社
　
藤
井
組

　
代
表
取
締
役
社
長
　
藤
井 

秀
之 

殿

○
「
楽
太
鼓
修
繕
」

　
　
大
和 

秀
夫 

殿

奉 

納

平成元年
昭和64年
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ま
ず
大
国
様
に
初
詣 ―

新
年
初
祈
祷
の
ご
案
内

〜
一
年
の
計
は
元
旦
に
あ
り
〜

　
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
瀬
神
社
で
は
、
全
て
の
災
厄
を
祓
い
退
け
、

心
に
平
安
を
も
た
ら
す
ご
神
徳
に
よ
り
、
ご
家
族
皆
様
の
安
泰
と

繁
栄
、
ま
た
諸
々
の
願
い
が
成
就
す
る
よ
う
祈
る
「
新
年
初
祈
祷
」

を
斎
行
し
て
お
り
ま
す
。

　
新
し
い
年
が
事
故
・
災
難
や
病
気
・
怪
我
無
く
、
家
族
の
「
絆
」

が
よ
り
強
く
結
ば
れ
、
幸
せ
に
過
せ
る
よ
う
、
年
頭
に
あ
た
り 

ご
家
族
お
揃
い
で
ご
祈
祷
を
お
受
け
下
さ
い
。

・
内

　容

　家
内
安
全
（
開
運
招
福
）
諸
縁
結
び

　
　
　
　
　商
売
繁
昌
（
事
業
繁
栄
）
な
ど

　
　
　
　
　願
意
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

・
期

　間

　節
分
の
頃
ま
で
に
ご
参
拝
く
だ
さ
い

　
　
　
　
　午
前
九
時
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
祈
願
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
。

9月10・22日
10月４・16・28日
11月９・21日
12月３・15・27日

１月８・20日
２月１・13・25日
３月８・20日

令和元年 令和２年 　本年は次の通りです。

○７歳（女子）　平成25年生
○５歳（男子）　平成27年生
○３歳（男女）　平成29年生

七五三詣（数え年）戌の日 （安産祈願）

腹帯のお祓いも行いますのでご持参下さい。

※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。
※祭典・結婚式等の行事と重なる場合がございま
すので、社務所までお問い合わせ下さい。

令和２年 厄年・身祝一覧
〈厄年〉数え年 〈身祝〉数え年

※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。
※＊…この年を厄とする地域もあります。

  前　厄 本　厄 後　厄 

 

男

 24歳 平成9年（丑） 25歳 平成 8年（子） 26歳 平成 7年（亥）

  41歳 昭和55年（申） 42歳 昭和54年（未） 43歳 昭和53年（午）

  60歳 昭和36年（丑） 61歳 昭和35年（子） 62歳 昭和34年（亥）

 

女

 18歳 平成15年（未） 19歳 平成14年（午） 20歳 平成13年（巳）

  32歳 　　　　（巳） 33歳 昭和63年（辰） 34歳 昭和62年（卯）

  36歳 昭和60年（丑） 37歳 昭和59年（子） 38歳 昭和58年（亥）

  年齢 生まれ年

 還暦 61歳 昭和35年（子）

 古希 70歳 昭和26年（卯）

 喜寿 77歳 昭和19年（申）

 傘寿 80歳 昭和16年（巳）

 米寿 88歳 昭和 8年（酉）

 卒寿 90歳 昭和6年（未）

 白寿 99歳 大正11年（戌）

＊ ＊ ＊

＊ ＊ ＊

令
和
元
年
「
初
詣
献
灯
」の
御
案
内

　当
神
社
で
は
「
初
詣
献
灯
」
を
実
施
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

【
表
紙
写
真
】

社
報
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー

当
神
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
頂
け
ま
す
。

各
種
お
問
い
合
わ
せ
に
つ
き
ま
し
て
は
、

社
務
所
へ
ご
連
絡
下
さ
い
。

　
　
（
〇
七
六
三
）
八
二

－

〇
九
三
二

秋
の
色

○
「
揮

　毫
」

　
　
小
林
　
芙
蓉 

殿

○
「
椿
」

　
　
朝
倉
　
一
男 

殿

　
　
安
原
　
信
義 

殿

○
「
醸
造
酒
」

　
　
村
木
　
謙
一 

殿

○
「
参
道
玉
砂
利
」

　
富
山
市
八
人
町

　
株
式
会
社
　
岡
部

　
代
表
取
締
役
会
長
　
稲
積 

欣
治 

殿

　
代
表
取
締
役
社
長
　
岡
部 

竜
一 

殿

○
「
参
道
玉
砂
利
舗
設
」

　
南
砺
市
坪
野

　
株
式
会
社
　
藤
井
組

　
代
表
取
締
役
社
長
　
藤
井 

秀
之 

殿

○
「
楽
太
鼓
修
繕
」

　
　
大
和 

秀
夫 

殿

奉 

納

平成元年
昭和64年
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発
行
日

　令
和
元
年
九
月
十
三
日

　
　発
行
所

　越
中
一
宮

　髙
瀬
神
社
社
務
所

編
集
人

　魚
岸 

一
弥

　
　印
刷
所

　牧
印
刷
株
式
会
社第63号

撮影：南部スタジオ
令和元年 9月13日
https://www.takase.or.jp/

高瀬神社 検索

仕事内容　結婚式・披露宴でのサービス業をご担当いただきます
勤務時間　土・日・祝日／9:00～18:00の間（披露宴時間による）
勤 務 地　南砺市高瀬291　髙瀬神社内
給　　与　時給1,000円以上　研修30ｈは時給900円
待　　遇　制服貸与　食事手当500円

土・日・祝日の空いた曜日だけ! 事前にシフトを決めて働きましょう!!
未経験者歓迎! 丁寧に教えます!

髙瀬神社  ブライダル事業部
℡（0763）82-1131  中井　面接随意・先ずはお電話を

月単位のシフト制なのであなたの都合に合わせて働けます

縁結びの神様のもとで幸せのお手伝いをしてみませんか
やさしいあなたの力を必要としています

只 今
春・夏の婚礼
ご予約
受付中

越中一宮 髙瀬神社の神前結婚式は、ご親族だけではなく、
ご友人にもご参列いただく、「伝統」と「新しいかたち」の
神前結婚式です。縁結び神様のおはからい（御神縁）によって、
新郎新婦とご参列の皆様がひとつに結ばれます。

特別な方 と々特別な場所で特別な神前結婚式


