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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
命
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
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桜
が
咲
き
、
本
格
的
な
春
が
や
っ

て
き
ま
し
た
。
県
内
の
あ
ち
ら
こ
ち

ら
で
氏
神
様
の
春
祭
り
が
斎
行
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
先
月
、
新
湊
の
放
生
津
八
幡
宮
の

曳
山
祭
り
が
国
の
重
要
無
形
文
化
財

に
指
定
さ
れ
、
こ
れ
を
お
祝
い
す
る

お
祭
り
の
様
子
が
新
聞
に
載
っ
て
い

ま
し
た
。
勇
壮
な
曳
山
は
平
成
二
十

七
年
十
月
に
開
催
さ
れ
た
「
第
三
十

五
回 

全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
」

に
御
臨
席
の
天
皇
皇
后
両
陛
下
を
お

迎
え
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
ま

す
。
伝
統
の
お
祭
り
を
継
承
し
、
支

え
て
お
ら
れ
る
氏
子
の
皆
さ
ん
の
誠

心
に
敬
意
を
表
し
ま
す
。

　
先
月
の
お
祭
り
で
は
、
十
数
基
あ

る
全
て
の
曳
山
を
出
し
た
か
っ
た
そ

う
で
す
が
、
コ
ロ
ナ
禍
で
あ
り
、
数

を
減
ら
し
て
斎
行
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
で
し
た
。

　
昨
年
春
か
ら
全
国
的
に
有
名
な
神

社
の
祭
礼
を
始
め
、
地
元
神
社
の
祭
礼

に
行
わ
れ
る
神
賑
行
事
（
神
輿
、
曳

山
、
獅
子
舞
な
ど
）
の
ほ
と
ん
ど
が
自

粛
や
中
止
と
な
り
ま
し
た
。
厳
粛
な
ご

祭
儀
と
賑
や
か
な
神
賑
行
事
は
、
神

社
の
お
祭
り
の
基
本
形
式
で
あ
り
、
こ

れ
ま
で
は
あ
た
り
前
の
風
景
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
現
在
で
は
様
子
が
変
わ
っ

て
し
ま
い
、
寂
し
い
お
祭
り
風
景
と

な
っ
て
い
ま
す
。
今
年
は
少
し
ず
つ
復

活
の
兆
し
は
あ
り
ま
す
が
、
コ
ロ
ナ
感

染
状
況
の
改
善
が
み
ら
れ
ず
、
賑
や
か

な
お
祭
り
を
安
心
し
て
斎
行
で
き
る

の
は
、
ま
だ
ま
だ
先
の
よ
う
で
す
。

　
昨
春
か
ら
の
お
祭
り
斎
行
に
あ
た

り
、
社
殿
で
の
参
列
者
数
を
制
限
し

て
、
密
集
を
避
け
る
、
直
会
を
省
略

し
て
密
接
を
避
け
る
、
暑
さ
寒
さ
に

関
わ
ら
ず
社
殿
を
開
放
、
換
気
し
て

密
閉
を
避
け
る
、
い
わ
ゆ
る
三
密
を

避
け
て
斎
行
す
る
神
社
が
増
え
ま
し

た
。
結
果
的
に
こ
れ
ま
で
に
比
べ
て

手
間
の
か
か
ら
な
い
縮
小
型
の
お
祭

り
が
普
通
に
な
り
ま
し
た
。
氏
子
や

参
列
者
の
気
持
ち
と
し
て
、
違
和
感

を
強
く
感
じ
な
が
ら
お
祭
り
に
関
わ

る
人
も
い
れ
ば
、
残
念
だ
け
ど
楽
で

良
い
と
感
じ
る
人
も
出
て
き
ま
し

た
。
神
輿
や
曳
山
の
巡
幸
が
あ
る
神

社
の
氏
子
の
中
に
は
、
そ
れ
を
楽
し

み
（
生
き
が
い
）
に
し
て
い
る
人
が

少
な
か
ら
ず
い
ま
す
。
し
か
し
、
昨

今
の
状
況
が
何
年
も
続
け
ば
、
そ
の

気
持
ち
が
少
し
ず
つ
萎
え
て
い
っ
て

し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
て

い
ま
す
。
コ
ロ
ナ
終
息
後
、
従
来
の

お
祭
り
が
で
き
な
か
っ
た
ス
ト
レ
ス

が
爆
発
し
て
、
よ
り
盛
大
な
お
祭
り

に
な
れ
ば
良
い
の
で
す
が
、
逆
に
自

粛
慣
れ
の
結
果
、
縮
小
傾
向
の
お
祭

り
が
恒
例
化
す
る
と
し
た
ら
、
こ
れ

ま
で
長
い
年
月
を
か
け
て
継
承
さ
れ

て
き
た
伝
統
の
儀
式
や
お
祭
り
に
対

す
る
心
（
伝
統
的
精
神
）
が
廃
れ
る

こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
お
祭

り
を
始
め
、
地
域
で
結
束
し
て
支
え

て
き
た
行
事
の
崩
壊
に
つ
な
が
り
、

ひ
い
て
は
日
本
文
化
の
伝
承
に
大
き

な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
の
で

は
な
い
か
と
心
配
し
て
い
ま
す
。

　
我
々
、
神
職
は
伝
統
を
守
る
と
い

う
役
目
を
背
負
っ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
神
職
だ
け
で
は
神
社
の
伝
統
を

守
っ
て
い
け
ま
せ
ん
。
ご
祭
儀
や
神

賑
行
事
な
ど
、
氏
子
の
皆
さ
ん
と
力

を
あ
わ
せ
て
取
り
組
む
こ
と
が
絶
対

に
必
要
で
す
。
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
蔓

延
二
年
目
と
な
り
、
自
粛
慣
れ
し
て

い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
が
、
無
理
を

し
て
蔓
延
前
の
お
祭
り
に
戻
し
て
感

染
拡
大
と
な
っ
て
は
ど
う
し
よ
う
も

あ
り
ま
せ
ん
。
感
染
防
止
対
策
を
き

心
の
距
離
を
縮
め
て

宮

　司  

藤
井
秀
嗣

祭  

事  

暦

　
本
年
の
初
詣
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
を
各
所
に

施
し
て
迎
え
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
が
、
ご
奉
仕
い
た
だ
き
ま
し
た

関
係
各
位
の
ご
協
力
に
よ
り
、
心

配
さ
れ
た
感
染
拡
大
や
事
故
な
ど

も
な
く
、
約
十
万
人
の
参
拝
者
を

お
迎
え
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
御
本
社
並
び
に
英
霊
を
お
祀
り

す
る
功
霊
殿
で
も
、
感
染
症
対
策

の
一
つ
と
し
て
玉
串
に
代
わ
り

「
御
幣
串
」
を
奉
り
お
参
り
い
た

令
和
三
年 

初 

詣

だ
き
ま
し
た
。
願
い
事
が
込
め
ら

れ
た
御
幣
串
を
ご
家
庭
に
て
お
祀

り
い
た
だ
く
こ
と
で
、
御
祭
神
の

ご
神
徳
を
い
た
だ
き
、
一
年
間
の
ご

加
護
を
授
か
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
六
十
名
の
奉
仕
巫
女
は
、
初
詣

の
皆
様
が
明
る
い
一
年
を
過
ご
せ

る
よ
う
に
笑
顔
で
対
応
し
、
御
祭

神
に
代
っ
て
福
を
お
頒
か
ち
し
ま

し
た
。

　
本
年
も
、
氏
子
の
皆
様
を
は
じ

め
、
関
係
各
位
の
ご
協
力
を
賜
り

ま
し
た
こ
と
に
厚
く
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
。

　
一
月
五
日
、
恒
例
の
福
野
糸
瓜
句
会
（
中
川
英
堂
会
長
）
の

「
初
詣
句
会
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
奉
納
句
は
次
の
通
り
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
く
の

へ
ち
ま

く
か
い

令
和
三
年
正
月 

初
詣
句
会

雪
降
り
て
妙
に
張
り
切
る
女
と
居
て
 

中
川
　
英
堂

彼
の
宮
司
様
と
熱
燗
お
伊
勢
宿
 

梅
島
く
に
を

神
官
の
寒
き
廊
来
る
音
固
し
 

名
村
　
五
月

明
け
の
春
牛
歩
と
決
め
し
余
生
か
な
 

宇
野
　
恭
子

嫁
ぐ
よ
り
葱
の
雑
煮
を
守
り
来
し
 

田
上
眞
知
子

初
祓
い
受
け
て
作
句
に
意
気
新
た
 

上
古
　
眞
澄

雪
ま
じ
る
玉
砂
利
踏
み
て
大
前
へ
 

有
川
　
　
寛

歳
時
記
へ
橙
ひ
と
つ
飾
り
け
り
 

髙
原
　
禮
子

一
歩
づ
つ
雪
を
踏
み
し
め
神
の
道
 

城
宝
寿
美
礼

年
玉
や
神
仏
に
手
を
合
わ
せ
し
子
 

五
十
嵐
千
恵
子

 

　
　
　
敬
称
略

ち
ん
と
実
行
し
て
、
氏
子
の
方
々
と

相
談
し
な
が
ら
伝
統
継
承
に
努
力
し

て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た

め
の
話
し
合
い
の
場
も
必
要
で
は
あ

り
ま
す
が
、
感
染
拡
大
の
第
四
波
と

い
わ
れ
る
今
日
、
何
事
に
も
距
離
を

と
り
、
空
間
を
確
保
す
る
こ
と
が
大

切
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
終
息
が
見
通
せ
な
い
、
感
染
二
年

目
に
入
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
中

で
は
あ
り
ま
す
が
、
神
職
、
氏
子
、

お
祭
り
に
関
わ
る
人
た
ち
が
お
祭
り

へ
の
想
い
を
大
切
に
し
て
、
過
去
か

ら
引
き
継
い
だ
伝
統
を
未
来
へ
伝
え

る
と
い
う
使
命
感
を
共
有
し
、
力
を

あ
わ
せ
て
神
社
を
守
る
と
い
う
決
意

を
新
た
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
い
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
も
三
密
を
避
け
る
た

め
、
お
互
い
の
距
離
は
広
く
と
る
こ
と

に
な
り
ま
す
が
、
神
社
に
寄
せ
て
い
た

だ
く
心
の
距
離
は
、
今
ま
で
以
上
に

縮
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
切
に
願
っ
て

お
り
ま
す
。

　
一
日
も
早
く
コ
ロ
ナ
終
息
と
な
り

ま
す
よ
う
に
、
そ
し
て
、
従
来
の
か

た
ち
で
の
お
祭
り
を
斎
行
で
き
る
日

が
早
く
や
っ
て
来
る
こ
と
を
祈
る
ば

か
り
で
す
。
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て
い
っ
て

し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
て

い
ま
す
。
コ
ロ
ナ
終
息
後
、
従
来
の

お
祭
り
が
で
き
な
か
っ
た
ス
ト
レ
ス

が
爆
発
し
て
、
よ
り
盛
大
な
お
祭
り

に
な
れ
ば
良
い
の
で
す
が
、
逆
に
自

粛
慣
れ
の
結
果
、
縮
小
傾
向
の
お
祭

り
が
恒
例
化
す
る
と
し
た
ら
、
こ
れ

ま
で
長
い
年
月
を
か
け
て
継
承
さ
れ

て
き
た
伝
統
の
儀
式
や
お
祭
り
に
対

す
る
心
（
伝
統
的
精
神
）
が
廃
れ
る

こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
お
祭

り
を
始
め
、
地
域
で
結
束
し
て
支
え

て
き
た
行
事
の
崩
壊
に
つ
な
が
り
、

ひ
い
て
は
日
本
文
化
の
伝
承
に
大
き

な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
の
で

は
な
い
か
と
心
配
し
て
い
ま
す
。

　
我
々
、
神
職
は
伝
統
を
守
る
と
い

う
役
目
を
背
負
っ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
神
職
だ
け
で
は
神
社
の
伝
統
を

守
っ
て
い
け
ま
せ
ん
。
ご
祭
儀
や
神

賑
行
事
な
ど
、
氏
子
の
皆
さ
ん
と
力

を
あ
わ
せ
て
取
り
組
む
こ
と
が
絶
対

に
必
要
で
す
。
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
蔓

延
二
年
目
と
な
り
、
自
粛
慣
れ
し
て

い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
が
、
無
理
を

し
て
蔓
延
前
の
お
祭
り
に
戻
し
て
感

染
拡
大
と
な
っ
て
は
ど
う
し
よ
う
も

あ
り
ま
せ
ん
。
感
染
防
止
対
策
を
き

心
の
距
離
を
縮
め
て

宮

　司  

藤
井
秀
嗣

祭  

事  

暦

　
本
年
の
初
詣
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
を
各
所
に

施
し
て
迎
え
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
が
、
ご
奉
仕
い
た
だ
き
ま
し
た

関
係
各
位
の
ご
協
力
に
よ
り
、
心

配
さ
れ
た
感
染
拡
大
や
事
故
な
ど

も
な
く
、
約
十
万
人
の
参
拝
者
を

お
迎
え
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
御
本
社
並
び
に
英
霊
を
お
祀
り

す
る
功
霊
殿
で
も
、
感
染
症
対
策

の
一
つ
と
し
て
玉
串
に
代
わ
り

「
御
幣
串
」
を
奉
り
お
参
り
い
た

令
和
三
年 

初 

詣

だ
き
ま
し
た
。
願
い
事
が
込
め
ら

れ
た
御
幣
串
を
ご
家
庭
に
て
お
祀

り
い
た
だ
く
こ
と
で
、
御
祭
神
の

ご
神
徳
を
い
た
だ
き
、
一
年
間
の
ご

加
護
を
授
か
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
六
十
名
の
奉
仕
巫
女
は
、
初
詣

の
皆
様
が
明
る
い
一
年
を
過
ご
せ

る
よ
う
に
笑
顔
で
対
応
し
、
御
祭

神
に
代
っ
て
福
を
お
頒
か
ち
し
ま

し
た
。

　
本
年
も
、
氏
子
の
皆
様
を
は
じ

め
、
関
係
各
位
の
ご
協
力
を
賜
り

ま
し
た
こ
と
に
厚
く
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
。

　
一
月
五
日
、
恒
例
の
福
野
糸
瓜
句
会
（
中
川
英
堂
会
長
）
の

「
初
詣
句
会
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
奉
納
句
は
次
の
通
り
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
く
の

へ
ち
ま

く
か
い

令
和
三
年
正
月 

初
詣
句
会

雪
降
り
て
妙
に
張
り
切
る
女
と
居
て
 

中
川
　
英
堂

彼
の
宮
司
様
と
熱
燗
お
伊
勢
宿
 

梅
島
く
に
を

神
官
の
寒
き
廊
来
る
音
固
し
 

名
村
　
五
月

明
け
の
春
牛
歩
と
決
め
し
余
生
か
な
 

宇
野
　
恭
子

嫁
ぐ
よ
り
葱
の
雑
煮
を
守
り
来
し
 

田
上
眞
知
子

初
祓
い
受
け
て
作
句
に
意
気
新
た
 

上
古
　
眞
澄

雪
ま
じ
る
玉
砂
利
踏
み
て
大
前
へ
 

有
川
　
　
寛

歳
時
記
へ
橙
ひ
と
つ
飾
り
け
り
 

髙
原
　
禮
子

一
歩
づ
つ
雪
を
踏
み
し
め
神
の
道
 

城
宝
寿
美
礼

年
玉
や
神
仏
に
手
を
合
わ
せ
し
子
 

五
十
嵐
千
恵
子

 

　
　
　
敬
称
略

ち
ん
と
実
行
し
て
、
氏
子
の
方
々
と

相
談
し
な
が
ら
伝
統
継
承
に
努
力
し

て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た

め
の
話
し
合
い
の
場
も
必
要
で
は
あ

り
ま
す
が
、
感
染
拡
大
の
第
四
波
と

い
わ
れ
る
今
日
、
何
事
に
も
距
離
を

と
り
、
空
間
を
確
保
す
る
こ
と
が
大

切
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
終
息
が
見
通
せ
な
い
、
感
染
二
年

目
に
入
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
中

で
は
あ
り
ま
す
が
、
神
職
、
氏
子
、

お
祭
り
に
関
わ
る
人
た
ち
が
お
祭
り

へ
の
想
い
を
大
切
に
し
て
、
過
去
か

ら
引
き
継
い
だ
伝
統
を
未
来
へ
伝
え

る
と
い
う
使
命
感
を
共
有
し
、
力
を

あ
わ
せ
て
神
社
を
守
る
と
い
う
決
意

を
新
た
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
い
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
も
三
密
を
避
け
る
た

め
、
お
互
い
の
距
離
は
広
く
と
る
こ
と

に
な
り
ま
す
が
、
神
社
に
寄
せ
て
い
た

だ
く
心
の
距
離
は
、
今
ま
で
以
上
に

縮
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
切
に
願
っ
て

お
り
ま
す
。

　
一
日
も
早
く
コ
ロ
ナ
終
息
と
な
り

ま
す
よ
う
に
、
そ
し
て
、
従
来
の
か

た
ち
で
の
お
祭
り
を
斎
行
で
き
る
日

が
早
く
や
っ
て
来
る
こ
と
を
祈
る
ば

か
り
で
す
。
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吟　詠　奉　納

節

分

祭

紀
元
節
祭

　
二
月
二
日
午

後
三
時
よ
り

「
節
分
祭
」
を

斎
行
し
ま
し

た
。
節
分
と
言

え
ば
二
月
三
日

と
の
認
識
が
一
般
的
で
す
が
、
本
年

は
三
十
七
年
振
り
に
三
日
以
外
の
日

と
な
り
、
二
日
が
当
日
と
な
る
の
は

明
治
三
十
年
以
来
、
百
二
十
四
年
振

り
と
い
う
珍
し
い
「
節
分
」
で
し
た
。

　
豆
撒
き
は
、
神
職
、
巫
女
、
石
岡

敬
夫
責
任
役
員
が
マ
ス
ク
・
手
袋
着

用
の
も
と
「
福
は
内
、
鬼
は
外
」
の

掛
け
声
に
合
わ
せ
て
行
い
、
ご
参
拝

の
方
々
に
福
を
お
頒
か
ち
し
ま
し
た
。

　
皇
紀
二
六
八
一
年
と

な
る
本
年
、
二
月
十
一

日
午
前
十
時
よ
り
「
紀

元
節
祭
」
を
斎
行
し
、

神
武
天
皇
に
よ
る
建
国

の
ご
偉
業
の
顕
彰
と
、

我
国
の
繁
栄
、
世
界
平

和
を
祈
念
し
ま
し
た
。

本
年
も
福
野
松
風
会

（
大
聖
寺
弘
会
長
）
の

建
国
を
奉
祝
す
る
吟
詠

奉
納
が
あ
り
ま
し
た
。

祈
年
祭
（
大
祭
）

　
二
月
十
七
日
午
前
十
時
よ

り
、
五
穀
豊
穣
、
産
業
発
展
、
国

家
安
泰
を
祈
願
す
る
「
祈
年

祭
」
を
斎
行
し
ま
し
た
。
感
染

症
の
蔓
延
以
後
、
祭
典
へ
の
ご
案

内
を
自
粛
し
て
い
ま
し
た
が
、

今
年
最
初
の
大
祭
で
も
あ
り
、

感
染
防
止
対
策
を
施
し
て
、
氏

子
崇
敬
者
・
農
業
関
係
者
の
皆

様
約
二
十
名
に
ご
参
列
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　
ま
た
神
賑
行
事
と
し
て
、
井

波
松
風
会
（
斎
藤
博
会
長
）
四

名
の
会
員
に
よ
り
吟
詠
奉
納
が

あ
り
ま
し
た
。

奉
納
曲

【
御
本
社
】

「
中
秋
の
月
」
蘇
軾

「
生
田
に
宿
す
」
管
　
茶
山

「
峨
眉
山
月
の
歌
」
李
白

「
春
夕
」
佐
藤
一
斎

【
功
霊
殿
】

「
月
夜
三
叉
江
に
舟
を
泛
ぶ
」

　
　
　
　
　
　
　 

武
田
信
玄

「
夜
水
墨
を
下
る
」

　
　
　
　
　
　
　 

服
部
南
郭

奉
納
曲

【
御
本
社
】

「
中
秋
の
月
」
蘇
軾

「
生
田
に
宿
す
」
管
　
茶
山

「
峨
眉
山
月
の
歌
」
李
白

「
春
夕
」
佐
藤
一
斎

【
功
霊
殿
】

「
月
夜
三
叉
江
に
舟
を
泛
ぶ
」

　
　
　
　
　
　
　 

武
田
信
玄

「
夜
水
墨
を
下
る
」

　
　
　
　
　
　
　 

服
部
南
郭

奉納曲「光」昭和天皇御製
　　　「富士山」石川丈山

鎮

火

祭

　
三
月
八
日
午
前
十
時
よ
り
「
鎮
火

祭
」
を
斎
行
し
、
火
の
恵
み
に
感
謝

し
、
一
年
の
無
火
災
を
祈
り
ま
し

た
。

　
祭
典
で
は
、
祝
詞
奏
上
、
神
楽

「
剣
の
舞
」
の
奉
奏
に
続
き
、「
鎮
火

神
事
」
を
行
い
ま
し
た
。
故
事
神
話

に
基
づ
き
、
宮
司
と
笠
田
武
司
南
砺

市
消
防
団
井
波
方
面
団
高
瀬
分
団
長

が
「
瓢
の
水
」
を
、
続
い
て
森
田
松

司
部
長
が
「
土
」
を
、
次
に
竹
田 

衛

班
長
が
「
川
菜
」
を
用
い
て
篝
火
台

の
火
を
鎮
め
、
滞
り
な
く
行
事
を
執

り
納
め
ま
し
た
。

東
日
本
大
震
災

　
　
　復
興
祈
願
祭

東
日
本
大
震
災

　
　
　復
興
祈
願
祭

　
三
月
十
一
日

午
前
九
時
、
東

日
本
大
震
災

復
興
祈
願
祭

を
斎
行
し
ま

し
た
。
大
震
災

よ
り
十
年
が

経
過
し
ま
し

た
が
、
未
だ
元
の
生
活
に
戻
っ
て
い

な
い
と
の
こ
と
。
こ
の
状
況
が
改
善

さ
れ
、
一
日
も
早
く
真
の
復
興
が
成

し
遂
げ
ら
れ
ま
す
よ
う
、
そ
し
て
、

犠
牲
に
な
ら
れ
た
方
々
の
御
霊
の
安

ら
か
な
ら
ん
こ
と
を
祈
念
し
ま
し
た
。

天

長

節

祭

　
二
月
二
十
三
日
午
前
十
時
よ
り

「
天
長
節
祭
」
を
斎
行
し
ま
し
た
。

現
在
で
は
「
天
皇
誕
生
日
」
と
し

て
、
広
く
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
が
、

本
来
は
「
天
長
節
」
と
呼
ば
れ
る
祭

日
で
、
昭
和
初
期
に
は
、
四
方
節

（
元
旦
）・
紀
元
節
（
現
　

建
国
記
念

の
日
）・
明
治
節
（
明
治
天
皇
の
お
誕

生
日 

現 

文
化
の
日
）
と
並
ん
で
四
大

節
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。

　
本
年
も
参
列
者
と
共
に
天
皇
陛
下

の
お
誕
生
日
を
奉
祝
し
ま
し
た
。

4月 ８・20日
5月 ２・14・26日
6月 ７・19日
7月 １・13・25日
8月 ６・18・30日
9月11・23日

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。

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
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殿
】

「
月
夜
三
叉
江
に
舟
を
泛
ぶ
」

　
　
　
　
　
　
　 

武
田
信
玄

「
夜
水
墨
を
下
る
」

　
　
　
　
　
　
　 

服
部
南
郭

奉
納
曲

【
御
本
社
】

「
中
秋
の
月
」
蘇
軾

「
生
田
に
宿
す
」
管
　
茶
山

「
峨
眉
山
月
の
歌
」
李
白

「
春
夕
」
佐
藤
一
斎

【
功
霊
殿
】

「
月
夜
三
叉
江
に
舟
を
泛
ぶ
」

　
　
　
　
　
　
　 

武
田
信
玄

「
夜
水
墨
を
下
る
」

　
　
　
　
　
　
　 

服
部
南
郭

奉納曲「光」昭和天皇御製
　　　「富士山」石川丈山

鎮

火

祭

　
三
月
八
日
午
前
十
時
よ
り
「
鎮
火

祭
」
を
斎
行
し
、
火
の
恵
み
に
感
謝

し
、
一
年
の
無
火
災
を
祈
り
ま
し

た
。

　
祭
典
で
は
、
祝
詞
奏
上
、
神
楽

「
剣
の
舞
」
の
奉
奏
に
続
き
、「
鎮
火

神
事
」
を
行
い
ま
し
た
。
故
事
神
話

に
基
づ
き
、
宮
司
と
笠
田
武
司
南
砺

市
消
防
団
井
波
方
面
団
高
瀬
分
団
長

が
「
瓢
の
水
」
を
、
続
い
て
森
田
松

司
部
長
が
「
土
」
を
、
次
に
竹
田 

衛

班
長
が
「
川
菜
」
を
用
い
て
篝
火
台

の
火
を
鎮
め
、
滞
り
な
く
行
事
を
執

り
納
め
ま
し
た
。

東
日
本
大
震
災

　
　
　復
興
祈
願
祭

東
日
本
大
震
災

　
　
　復
興
祈
願
祭

　
三
月
十
一
日

午
前
九
時
、
東

日
本
大
震
災

復
興
祈
願
祭

を
斎
行
し
ま

し
た
。
大
震
災

よ
り
十
年
が

経
過
し
ま
し

た
が
、
未
だ
元
の
生
活
に
戻
っ
て
い

な
い
と
の
こ
と
。
こ
の
状
況
が
改
善

さ
れ
、
一
日
も
早
く
真
の
復
興
が
成

し
遂
げ
ら
れ
ま
す
よ
う
、
そ
し
て
、

犠
牲
に
な
ら
れ
た
方
々
の
御
霊
の
安

ら
か
な
ら
ん
こ
と
を
祈
念
し
ま
し
た
。

天

長

節

祭

　
二
月
二
十
三
日
午
前
十
時
よ
り

「
天
長
節
祭
」
を
斎
行
し
ま
し
た
。

現
在
で
は
「
天
皇
誕
生
日
」
と
し

て
、
広
く
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
が
、

本
来
は
「
天
長
節
」
と
呼
ば
れ
る
祭

日
で
、
昭
和
初
期
に
は
、
四
方
節

（
元
旦
）・
紀
元
節
（
現
　

建
国
記
念

の
日
）・
明
治
節
（
明
治
天
皇
の
お
誕

生
日 

現 

文
化
の
日
）
と
並
ん
で
四
大

節
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。

　
本
年
も
参
列
者
と
共
に
天
皇
陛
下

の
お
誕
生
日
を
奉
祝
し
ま
し
た
。

4月 ８・20日
5月 ２・14・26日
6月 ７・19日
7月 １・13・25日
8月 ６・18・30日
9月11・23日

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。

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
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祭
典
・
行
事
の
ご
案
内

「
夏
詣
」と
は
…

　
「
大
祓
」
は
年
二
回
行
わ
れ
ま
す
。

　
十
二
月
三
十
一
日
の
「
師
走
の
大
祓
」
で
罪
穢

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
を
祓
い
ま
す
が
、
そ
の
後
改
め
て
、
参
拝
す

る
習
慣
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。　

そ
こ
で
、
半
年

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
ん

で
い
ま
す
。

　
新
し
い
習
慣
と

し
て
提
唱
し
て
い

ま
す
。

　
ど
う
ぞ
お
参
り

く
だ
さ
い
。

開
催

〇
「
夏
詣
」
期
間
中
の
御
朱
印

〇
大
国
さ
ま
の
宝
願
小
槌

　初
詣
と
同
様
に
宝
願
小
槌
に
よ
っ
て
お
祓
い

　を
行
い
ま
す
。

な
つ
も
う
で

期 

間  
七
月
一
日（
木
）〜
七
日（
水
）

境
内
各
所
に
感
染
症
対
策
を
施
し
て
お
り
ま
す
。
ご
参
拝
の
折
は
ご
協
力
願
い
ま
す
。

な

　

 

ご
し

　
　
　
　お
お
は
ら
え

日 

時
　
六
月
三
十
日（
水
）
午
後
三
時
よ
り

お

　な

　ま

　え

生

年

月

日

　「
大
祓
」
は
、
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
無
病
息
災

で
過
ご
せ
る
よ
う
願
う
神
事
で
す
。

　
拝
殿
に
て
「
大
祓
詞
」
を
奉
唱
し
、各
人
が
「
人
形
」
に
罪
穢
を
移
し
、

特
に
「
夏
越
の
大
祓
」
は
前
庭
に
設
け
ら
れ
た
「
茅
の
輪
」
を
く
ぐ
り
、

心
身
を
清
浄
に
も
ど
し
ま
す
。
暑
い
夏
を
健
康
に
乗
り
切
る
た
め
の
大
切

な
神
事
で
す
。

※
ご
希
望
の
方
に
は
案
内
状
と
人
形
を
送
付
し
ま
す
の
で
、

　
社
務
所
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
。

ひ
と
が
た

ち
　
　
わ

つ
み
け
が
れ

お
お
は
ら
え
の
こ
と
ば

  

水
無
月
の
夏
越
の
祓
す
る
人
は
千
歳
の
命
の
ぶ
と
い
う
な
り

『
拾
遺
和
歌
集
』（
よ
み
人
知
ら
ず
）茅の輪くぐり

夏
越
の
大
祓

夏
越
の
大
祓

七
夕
祭
・
技
芸
上
達
祈
願
祭

七
夕
祭
・
技
芸
上
達
祈
願
祭

日 

時
　
七
月
七
日（
水
）
午
後
三
時
よ
り

　
七
月
七
日
（
夏
詣

最
終
日
）
に
織
姫
さ
ま

の
裁
縫
上
手
に
あ
や

か
り
、
習
い
事
が
上
達

す
る
よ
う
に
祈
願
す

る
「
七
夕
祭
・
技
芸
上

達
祈
願
祭
」
を
行
い
ま

す
。

　
ご
家
族
お
揃
い
で

是
非
お
参
り
下
さ
い
。
な
お
、
六
月
十
三
日
（
日
）
か
ら
七
月
七
日

（
水
）
ま
で
拝
殿
前
に
短
冊
を
用
意
し
ま
す
の
で
、
ご
自
由
に
願
い

事
を
書
い
て
お
納
め
下
さ
い
。

それぞれの祭典では、感染症対策の為、マスクをご着用いただきご参列願います。
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祭
典
・
行
事
の
ご
案
内

「
夏
詣
」と
は
…

　
「
大
祓
」
は
年
二
回
行
わ
れ
ま
す
。

　
十
二
月
三
十
一
日
の
「
師
走
の
大
祓
」
で
罪
穢

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
を
祓
い
ま
す
が
、
そ
の
後
改
め
て
、
参
拝
す

る
習
慣
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。　

そ
こ
で
、
半
年

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
ん

で
い
ま
す
。

　
新
し
い
習
慣
と

し
て
提
唱
し
て
い

ま
す
。

　
ど
う
ぞ
お
参
り

く
だ
さ
い
。

開
催

〇
「
夏
詣
」
期
間
中
の
御
朱
印

〇
大
国
さ
ま
の
宝
願
小
槌

　初
詣
と
同
様
に
宝
願
小
槌
に
よ
っ
て
お
祓
い

　を
行
い
ま
す
。

な
つ
も
う
で

期 

間  

七
月
一
日（
木
）〜
七
日（
水
）

境
内
各
所
に
感
染
症
対
策
を
施
し
て
お
り
ま
す
。
ご
参
拝
の
折
は
ご
協
力
願
い
ま
す
。

な

　

 

ご
し

　
　
　
　お
お
は
ら
え

日 
時
　
六
月
三
十
日（
水
）
午
後
三
時
よ
り

お

　な

　ま

　え

生

年

月

日

　「
大
祓
」
は
、
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
無
病
息
災

で
過
ご
せ
る
よ
う
願
う
神
事
で
す
。

　
拝
殿
に
て
「
大
祓
詞
」
を
奉
唱
し
、各
人
が
「
人
形
」
に
罪
穢
を
移
し
、

特
に
「
夏
越
の
大
祓
」
は
前
庭
に
設
け
ら
れ
た
「
茅
の
輪
」
を
く
ぐ
り
、

心
身
を
清
浄
に
も
ど
し
ま
す
。
暑
い
夏
を
健
康
に
乗
り
切
る
た
め
の
大
切

な
神
事
で
す
。

※
ご
希
望
の
方
に
は
案
内
状
と
人
形
を
送
付
し
ま
す
の
で
、

　
社
務
所
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
。

ひ
と
が
た

ち
　
　
わ

つ
み
け
が
れ

お
お
は
ら
え
の
こ
と
ば

  

水
無
月
の
夏
越
の
祓
す
る
人
は
千
歳
の
命
の
ぶ
と
い
う
な
り

『
拾
遺
和
歌
集
』（
よ
み
人
知
ら
ず
）茅の輪くぐり

夏
越
の
大
祓

夏
越
の
大
祓

七
夕
祭
・
技
芸
上
達
祈
願
祭

七
夕
祭
・
技
芸
上
達
祈
願
祭

日 

時
　
七
月
七
日（
水
）
午
後
三
時
よ
り

　
七
月
七
日
（
夏
詣

最
終
日
）
に
織
姫
さ
ま

の
裁
縫
上
手
に
あ
や

か
り
、
習
い
事
が
上
達

す
る
よ
う
に
祈
願
す

る
「
七
夕
祭
・
技
芸
上

達
祈
願
祭
」
を
行
い
ま

す
。

　
ご
家
族
お
揃
い
で

是
非
お
参
り
下
さ
い
。
な
お
、
六
月
十
三
日
（
日
）
か
ら
七
月
七
日

（
水
）
ま
で
拝
殿
前
に
短
冊
を
用
意
し
ま
す
の
で
、
ご
自
由
に
願
い

事
を
書
い
て
お
納
め
下
さ
い
。

それぞれの祭典では、感染症対策の為、マスクをご着用いただきご参列願います。
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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

【
表
紙
写
真
】

牛
岳
と
桜

奉 

納

【
五
十
万
円
】

西
田
　
𠮷
輝

【
三
十
万
円
】

辻
建
設
㈱

　
辻
　
　
明
信

【
十
七
万
円
】

佐
々
木
和
良
　

【
十
万
円
】

㈱
鳶
テ
ィ
ー
ツ
ー

坂
下
　
政
和

坂
下
　
正
幸

坂
下
　
幸
司

松
田
　
　
登

【
五
万
円
】

西
野
　
真
夫

中
山
喜
八
郎

田
邉
　
義
嗣

田
邉
　
紗
希

藤
澤
　
光
則

川
岸
　
正
範

水
上
　
　
誠

高
瀬
　
　
坤

長
井
　
和
成

豊
川
　
栄
治

【
三
万
円
】

斉
藤
宣
良
い
と
こ
会

㈲
ナ
ガ
イ
工
業

　
長
井
　
利
夫

【
二
万
円
】

浦
出
　
義
一

荒
木
　
光
雄

【
一
万
円
】

酒
井
　
克
之

山
本
　
勇
治

井
上
　
惠
資

小
林
　
博
和

前
川
　
早
織

銅
板
奉
納
者

綿
谷
ま
り
子

渡
辺
　
康
弘

水
木
　
秀
明

古
澤
　
建
治

嶋
田
　
武
夫

山
田
　
耕
三

藤
井
亜
紀
子

髙
瀬
　
茂
美

堀
井
陽
一
郎

太
田
　
歩
美

湯
川
　
暖
葵

長
谷
川
　
博

日 

時
　
七
月
二
十
四
日（
土
）
午
前
十
時
よ
り

第
二
十
二
回  

人
形
感
謝
祭

に
ん

ぎ
ょ
う 

か
ん

　し
ゃ  

さ
い

　
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
」
を
斎
行
し
ま
す
。
納
め
ら
れ
た
人
形
は
お
祓
い
の

後
、
お
焚
き
上
げ
し
て

お
別
れ
し
ま
す
。
子
供

の
成
長
と
と
も
に
使
わ

な
く
な
っ
た
り
、
壊
れ

て
し
ま
っ
た
「
人
形
」

や
「
ぬ
い
ぐ
る
み
」
を

お
持
ち
寄
り
下
さ
い
。

受
　付

　
七
月
二
十
三
日（
金
）
午
前
九
時
〜
午
後
三
時
ま
で

　
　
　
二
十
四
日（
土
）
午
前
九
時
〜
午
前
十
時
ま
で

祈
願
料

　
三
千
円
か
ら
ご
志
納
願
い
ま
す
（
手
提
げ
袋
一
袋
程
度
）。

　
※
人
形
の
数
が
多
い
場
合
や
大
き
な
人
形
に
つ
い
て
は
、
事
前

に
社
務
所
へ
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

第
二
十
一
回 

人
形
展 

〜
一
期
一
会
〜

　七
月
二
十
三
日
（
金
）
〜
二
十
五
日
（
日
）
開
催

　
　
　﹇ 

午
前
十
時
〜
午
後
四
時 

﹈
会　場…髙瀬神社参集殿
　　　　　　　（平成殿）
入場料…無料

　
県
内
外
の
作
家
に
よ
る
創
作
人
形
や
、
多
種
多

彩
な
「
い
け
ば
な
」
が
会
場
を
彩
る
「
人
形
展
〜

一
期
一
会
〜
」
を
開
催
し
ま
す
。
二
十
年
の
節
目

を
迎
え
た
昨
年
、
感
染
症
対
策
を
施
し
、
開
催
し

た
と
こ
ろ
、
約
五
百
名
の
方
に
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越
し
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た
だ
き

ま
し
た
。
洗
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さ
れ
た
作
品
を
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い
た
だ
き
、

素
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な
人
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と
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の
ひ
と
時
の
出
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み
下
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。
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。
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、
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感
染
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に
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え
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つ
も
、
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異

常
な
環
境
に
次
第
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れ
て
し
ま
っ

た
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分
が
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ま
す
。
勿
論
、
慣
れ
た

と
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言
っ
て
も
感
染
対
策
は
怠
ら

ず
、
自
粛
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日
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過
ご
し
て
い
ま

す
。
平
穏
だ
っ
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を
思
い
起
こ
す

と
「
な
ん
と
幸
せ
な
こ
と
だ
っ
た
の
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ろ
う
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と
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じ
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つ
も
、
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に
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を
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と
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は
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て
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。
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ン
が
開
発
さ
れ
、

光
明
が
差
し
た
よ
う
に
も
思
え
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す

が
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の
出
現
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予
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許
さ
れ
ま
せ
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く
こ
の
状
況
が
収
ま
り
、
世
界
中
の

人
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が
元
の
生
活
に
戻
れ
る
よ
う
祈

る
毎
日
で
す
。
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・
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﨑
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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
命
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


