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高瀬神社 検索

結
び
の
杜
の
神
前
式

四
季
折
々
の
境
内
で

ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
フ
ォ
ト
を
満
喫

一
日
一
組
限
定
の
お
も
て
な
し

結
婚
式
を
あ
き
ら
め
な
い
で
く
だ
さ
い

　縁
結
び
の
神
様
、
大
国
主
大
神
を

お
祭
り
す
る
越
中
一
宮
。

　
日
常
を
隔
て
る
境
内
で
、
玉
砂
利

を
踏
み
し
め
て
歩
く
参
進
の
儀
に

始
ま
り
、
社
殿
に
響
き
渡
る
雅
楽

の
調
べ
の
中
、
厳
か
な
神
前
式
が

執
り
行
わ
れ
ま
す
。

大
国
様
の
「
結
び
」
の
御
神
徳
に

よ
り
お
二
人
だ
け
で
は
な
く
、

両
家
の
絆
も
固
く
結
ば
れ
ま
す
。

完
全
な

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
空
間
で

和
や
か
な
宴
会
が
実
現

す
べ
て
は
一
組
の

新
た
な
夫
婦
の
幸
福
の
た
め
に

二
人
だ
け
で
も
結
婚
式
は
で
き
ま
す
。

「
だ
っ
た
ら
、
家
族
は
欠
か
せ
な
い
か
な
。
」

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

「
で
き
れ
ば
、
近
く
に
住
む
友
人
く
ら
い
は…

」

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

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

挙
式
の
み
〜
少
人
数
会
食
〜

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

オ
ー
プ
ン
エ
ア
ー
な

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
テ
ラ
ス
で

開
放
的
な
演
出
が
実
現

髙瀬神社LINE 髙瀬神社HP

春
は
新
し
い
生
活
の
始
ま
る
季
節 

ー
。

心
に
元
気
、
新
し
い
私
。

「
桜
詣
」
の
ご
朱
印
を
ご
用
意
し
て
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　期
間 

開
花
の
頃
〜
十
五
日（
金
）

春
は
新
し
い
生
活
の
始
ま
る
季
節 

ー
。

心
に
元
気
、
新
し
い
私
。

「
桜
詣
」
の
ご
朱
印
を
ご
用
意
し
て
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　期
間 

開
花
の
頃
〜
十
五
日（
金
）

桜
詣
。

桜
詣
。

　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

撮
影  

南
部
ス
タ
ジ
オ

10

73vol. 越中一宮



皇
紀
二
六
八
二
年

越中一宮

23 　　　　　　　 ホームページ

73vol.

　
昨
年
、
還
暦
を
迎
え
た
の
で
会

社
務
め
を
し
て
い
た
と
し
た
ら
、

今
年
の
三
月
末
で
定
年
退
職
と

な
っ
て
い
ま
し
た
。
あ
り
が
た
い

の
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
神

職
は
生
涯
現
役
、
六
十
歳
は
ま
だ

ま
だ
駆
け
出
し
く
ら
い
に
認
識
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
今
頃
、
私
の
同
級
生
の
大
半
は

一
線
を
退
き
、
次
の
ス
テ
ッ
プ
に

進
ん
で
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
完

全
に
退
職
の
人
、
定
年
延
長
で
現

職
の
ま
ま
の
人
、
役
職
を
退
い
て

嘱
託
の
よ
う
な
立
場
の
人
も
い
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
に
し

て
も
退
職
間
際
の
こ
こ
数
年
は
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
蔓
延
の
影

響
で
思
う
存
分
仕
事
が
出
来
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
い
わ
ゆ
る
「
有
終
の
美
を
飾

る
」
総
仕
上
げ
の
よ
う
な
働
き
が

出
来
な
か
っ
た
と
し
た
ら
本
当
に

気
の
毒
な
こ
と
で
す
。

　
私
が
子
供
の
頃
、
還
暦
の
人
の

印
象
は
完
全
に
お
爺
ち
ゃ
ん
お
婆

ち
ゃ
ん
で
し
た
。
い
ざ
自
分
が
そ

う
な
っ
て
み
る
と
そ
う
い
う
自
覚

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
子
供
た
ち
か

ら
見
る
と
私
も
老
人
に
見
え
て
い

る
の
で
し
ょ
う
。

　
先
日
、
検
診
の
た
め
病
院
へ
行

き
ま
し
た
。
ロ
ビ
ー
で
待
っ
て
い

る
人
の
ほ
と
ん
ど
が
お
年
寄
り
で

し
た
。
自
分
も
年
齢
的
に
は
そ
の

中
の
一
人
な
の
に
「
年
寄
り
ば
か

り
だ
な
ぁ
」
と
若
者
気
取
り
で
し

た
。
診
察
順
が
き
て
、
呼
び
だ
さ

れ
た
時
、
自
分
の
番
号
票
に
年
齢

「
六
十
歳
」
と
書
い
て
あ
る
こ
と

に
気
づ
き
、
そ
う
だ
自
分
も
年
寄

り
だ
っ
た
ん
だ
と
自
覚
し
ま
し

た
。
顔
に
シ
ワ
、
髪
は
白
髪
と
外

見
上
も
そ
れ
ら
し
い
姿
に
な
っ
て

き
て
い
る
の
で
、
ロ
ビ
ー
に
大
き

な
鏡
が
あ
れ
ば
、
す
ぐ
に
自
覚
で

き
た
と
思
い
ま
す
。
時
に
看
護
師

さ
ん
や
事
務
員
さ
ん
に
小
言
を

言
っ
て
い
る
老
齢
の
患
者
さ
ん
を

見
か
け
ま
す
が
、
鏡
が
あ
れ
ば
そ

の
姿
が
映
る
の
で
、
そ
う
い
う
姿

を
見
て
自
身
の
立
場
を
自
覚
し
て

も
ら
う
こ
と
も
良
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

　
ま
だ
ま
だ
若
い
と
思
う
こ
と
は

良
い
事
で
す
が
、
年
齢
を
自
覚
す

る
こ
と
も
大
事
な
こ
と
で
す
。
こ

れ
か
ら
は
何
事
も
「
無
理
せ
ず
、

楽
せ
ず
、
ほ
ど
ほ
ど
に
」
を
心
掛

け
て
自
分
の
ペ
ー
ス
で
歩
み
を
進

め
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
現
在
は
桜
の
季
節
。
若
木
も
老

木
も
き
れ
い
な
花
を
咲
か
せ
て
い

ま
す
。
人
も
同
じ
で
す
。
老
木
な

り
に
根
を
張
っ
て
、
花
が
小
さ
く

て
も
、
数
が
少
な
く
て
も
季
節
が

来
れ
ば
そ
れ
な
り
に
美
し
く
花
開

き
、
き
れ
い
だ
ね
と
喜
ん
で
眺
め

て
も
ら
え
る
木
で
あ
り
た
い
も
の

で
す
。

人
生
の
節
目
を
迎
え
て宮

　司  

藤
井
秀
嗣

　
二
十
四
節
気
の
最
初
で
あ
る
「
立

春
」
を
翌
日
に
控
え
た
二
月
三
日
、

「
節
分
祭
」
を
斎
行
し
ま
し
た
。

　
今
年
も
昨
年
同
様
に
ご
参
列
の
皆
様

の
密
集
状
態
防
止
対
策
を
講
じ
、
神

職
・
巫
女
、
ま
た
当
神
社
責
任
役
員 

石
岡
敬
夫
氏
は
マ
ス
ク
と
白
手
袋
を
つ

け
て
の
「
豆
ま

き
神
事
」
を
奉

仕
。
季
節
の
変

わ
り
目
に
不
意

に
忍
び
寄
る
と

言
わ
れ
る
災
厄

を
、
今
年
も
ご

参
列
の
皆
様
と

共
に
祓
い
遣
り

ま
し
た
。

　
今
日
で
は
祝
日
「
建
国
記
念
の
日
」

と
し
て
広
く
国
民
に
親
し
ま
れ
る
二
月

十
一
日
、
日
本
の
建
国
を
祝
賀
す
る

「
紀
元
節
祭
」
を
斎
行
し
ま
し
た
。

　「
紀
元
節
」
は
、
国
家
の
建
設
と
安

寧
に
お
力
を
尽
く
さ
れ
た
初
代
天
皇

神
武
天
皇
の
ご
聖
業
を
讃
え
る
祝
日
と

し
て
明
治
六
年
に
制
定
、
一
度
の
中
断

を
経
て
、
昭
和
四
十
二
年
か
ら
は
「
建

国
記
念
の
日
」
と
し
て
、
再
び
我
が
国

の
建
国
を
し
の
ぶ
大
切
な
祝
日
と
な
り

ま
し
た
。

　
神
武
天
皇
が
大
和
橿
原
に
て
ご
即
位

さ
れ
て
よ
り
二
六
八
二
年
、
変
わ
る
こ

と
の
な
い
日
本
の
安
泰
と
繁
栄
を
祈
念

し
、
滞
り
な
く
祭
祀
を
厳
修
し
ま
し
た
。

福
は
内
、
豆
ま
き
神
事

邪鬼を打ち払うかのごとく舞われる「剣の舞」福野松風会（大聖寺弘会長）の皆様による吟詠奉納

令和四年

初 詣

節分祭斎行

紀
元
節
祭
斎
行

き
げ
ん
せ
つ
さ
い

　
今
年
の
初
詣
も
昨

年
同
様
、
各
所
に
感

染
拡
大
防
止
対
策
を

施
し
て
の
も
の
と
な

り
ま
し
た
が
、
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
七
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

い
た
わ へ

ち
ま

か
ら
す

や
す
こ

大
前
に
我
が
名
呼
ば
れ
ん
初
祝
詞

　

  

中
川

　英
堂

宮
司
よ
り
余
生
労
る
年
賀
か
な

　
　

  

梅
島
く
に
を

百
歳
の
た
だ
一
盃
の
年
酒
か
な

　
　

  

田
上
眞
知
子

雪
吊
の
心
棒
髙
く
神
の
杜

　
　
　
　

  

有
川

　
　寛

千
年
の
杜
の
雫
や
初
日
影

　
　
　
　

  

名
村

　五
月

白
銀
の
と
な
み
野
を
飛
ぶ
初
鴉

　
　

  

宇
野

　恭
子

厳
か
に
お
祓
ひ
う
け
て
初
句
会

　
　

  

上
古

　眞
澄

古
民
家
の
白
梅
の
芽
の
粒
小
さ
き

　

  

城
宝
寿
美
礼

な
に
よ
り
の
年
玉
寅
絵
も
ら
う
な
り  

髙
原

　禮
子

晴
れ
上
が
る
鎮
守
の
杜
へ
初
詣

　
　

  

有
川

　公
子

七
十
路
の
半
ば
を
健
に
初
詣

　
　
　

  

五
十
嵐
千
恵
子
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昨
年
、
還
暦
を
迎
え
た
の
で
会

社
務
め
を
し
て
い
た
と
し
た
ら
、

今
年
の
三
月
末
で
定
年
退
職
と

な
っ
て
い
ま
し
た
。
あ
り
が
た
い

の
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
神

職
は
生
涯
現
役
、
六
十
歳
は
ま
だ

ま
だ
駆
け
出
し
く
ら
い
に
認
識
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
今
頃
、
私
の
同
級
生
の
大
半
は

一
線
を
退
き
、
次
の
ス
テ
ッ
プ
に

進
ん
で
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
完

全
に
退
職
の
人
、
定
年
延
長
で
現

職
の
ま
ま
の
人
、
役
職
を
退
い
て

嘱
託
の
よ
う
な
立
場
の
人
も
い
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
に
し

て
も
退
職
間
際
の
こ
こ
数
年
は
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
蔓
延
の
影

響
で
思
う
存
分
仕
事
が
出
来
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
い
わ
ゆ
る
「
有
終
の
美
を
飾

る
」
総
仕
上
げ
の
よ
う
な
働
き
が

出
来
な
か
っ
た
と
し
た
ら
本
当
に

気
の
毒
な
こ
と
で
す
。

　
私
が
子
供
の
頃
、
還
暦
の
人
の

印
象
は
完
全
に
お
爺
ち
ゃ
ん
お
婆

ち
ゃ
ん
で
し
た
。
い
ざ
自
分
が
そ

う
な
っ
て
み
る
と
そ
う
い
う
自
覚

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
子
供
た
ち
か

ら
見
る
と
私
も
老
人
に
見
え
て
い

る
の
で
し
ょ
う
。

　
先
日
、
検
診
の
た
め
病
院
へ
行

き
ま
し
た
。
ロ
ビ
ー
で
待
っ
て
い

る
人
の
ほ
と
ん
ど
が
お
年
寄
り
で

し
た
。
自
分
も
年
齢
的
に
は
そ
の

中
の
一
人
な
の
に
「
年
寄
り
ば
か

り
だ
な
ぁ
」
と
若
者
気
取
り
で
し

た
。
診
察
順
が
き
て
、
呼
び
だ
さ

れ
た
時
、
自
分
の
番
号
票
に
年
齢

「
六
十
歳
」
と
書
い
て
あ
る
こ
と

に
気
づ
き
、
そ
う
だ
自
分
も
年
寄

り
だ
っ
た
ん
だ
と
自
覚
し
ま
し

た
。
顔
に
シ
ワ
、
髪
は
白
髪
と
外

見
上
も
そ
れ
ら
し
い
姿
に
な
っ
て

き
て
い
る
の
で
、
ロ
ビ
ー
に
大
き

な
鏡
が
あ
れ
ば
、
す
ぐ
に
自
覚
で

き
た
と
思
い
ま
す
。
時
に
看
護
師

さ
ん
や
事
務
員
さ
ん
に
小
言
を

言
っ
て
い
る
老
齢
の
患
者
さ
ん
を

見
か
け
ま
す
が
、
鏡
が
あ
れ
ば
そ

の
姿
が
映
る
の
で
、
そ
う
い
う
姿

を
見
て
自
身
の
立
場
を
自
覚
し
て

も
ら
う
こ
と
も
良
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

　
ま
だ
ま
だ
若
い
と
思
う
こ
と
は

良
い
事
で
す
が
、
年
齢
を
自
覚
す

る
こ
と
も
大
事
な
こ
と
で
す
。
こ

れ
か
ら
は
何
事
も
「
無
理
せ
ず
、

楽
せ
ず
、
ほ
ど
ほ
ど
に
」
を
心
掛

け
て
自
分
の
ペ
ー
ス
で
歩
み
を
進

め
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
現
在
は
桜
の
季
節
。
若
木
も
老

木
も
き
れ
い
な
花
を
咲
か
せ
て
い

ま
す
。
人
も
同
じ
で
す
。
老
木
な

り
に
根
を
張
っ
て
、
花
が
小
さ
く

て
も
、
数
が
少
な
く
て
も
季
節
が

来
れ
ば
そ
れ
な
り
に
美
し
く
花
開

き
、
き
れ
い
だ
ね
と
喜
ん
で
眺
め

て
も
ら
え
る
木
で
あ
り
た
い
も
の

で
す
。

人
生
の
節
目
を
迎
え
て宮

　司  

藤
井
秀
嗣

　
二
十
四
節
気
の
最
初
で
あ
る
「
立

春
」
を
翌
日
に
控
え
た
二
月
三
日
、

「
節
分
祭
」
を
斎
行
し
ま
し
た
。

　
今
年
も
昨
年
同
様
に
ご
参
列
の
皆
様

の
密
集
状
態
防
止
対
策
を
講
じ
、
神

職
・
巫
女
、
ま
た
当
神
社
責
任
役
員 

石
岡
敬
夫
氏
は
マ
ス
ク
と
白
手
袋
を
つ

け
て
の
「
豆
ま

き
神
事
」
を
奉

仕
。
季
節
の
変

わ
り
目
に
不
意

に
忍
び
寄
る
と

言
わ
れ
る
災
厄

を
、
今
年
も
ご

参
列
の
皆
様
と

共
に
祓
い
遣
り

ま
し
た
。

　
今
日
で
は
祝
日
「
建
国
記
念
の
日
」

と
し
て
広
く
国
民
に
親
し
ま
れ
る
二
月

十
一
日
、
日
本
の
建
国
を
祝
賀
す
る

「
紀
元
節
祭
」
を
斎
行
し
ま
し
た
。

　「
紀
元
節
」
は
、
国
家
の
建
設
と
安

寧
に
お
力
を
尽
く
さ
れ
た
初
代
天
皇

神
武
天
皇
の
ご
聖
業
を
讃
え
る
祝
日
と

し
て
明
治
六
年
に
制
定
、
一
度
の
中
断

を
経
て
、
昭
和
四
十
二
年
か
ら
は
「
建

国
記
念
の
日
」
と
し
て
、
再
び
我
が
国

の
建
国
を
し
の
ぶ
大
切
な
祝
日
と
な
り

ま
し
た
。

　
神
武
天
皇
が
大
和
橿
原
に
て
ご
即
位

さ
れ
て
よ
り
二
六
八
二
年
、
変
わ
る
こ

と
の
な
い
日
本
の
安
泰
と
繁
栄
を
祈
念

し
、
滞
り
な
く
祭
祀
を
厳
修
し
ま
し
た
。

福
は
内
、
豆
ま
き
神
事

邪鬼を打ち払うかのごとく舞われる「剣の舞」福野松風会（大聖寺弘会長）の皆様による吟詠奉納

令和四年

初 詣

節分祭斎行

紀
元
節
祭
斎
行

き
げ
ん
せ
つ
さ
い

　
今
年
の
初
詣
も
昨

年
同
様
、
各
所
に
感

染
拡
大
防
止
対
策
を

施
し
て
の
も
の
と
な

り
ま
し
た
が
、
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
七
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

い
た
わ へ

ち
ま

か
ら
す

や
す
こ

大
前
に
我
が
名
呼
ば
れ
ん
初
祝
詞

　

  

中
川

　英
堂

宮
司
よ
り
余
生
労
る
年
賀
か
な

　
　

  

梅
島
く
に
を

百
歳
の
た
だ
一
盃
の
年
酒
か
な

　
　

  

田
上
眞
知
子

雪
吊
の
心
棒
髙
く
神
の
杜

　
　
　
　

  

有
川

　
　寛

千
年
の
杜
の
雫
や
初
日
影

　
　
　
　

  

名
村

　五
月

白
銀
の
と
な
み
野
を
飛
ぶ
初
鴉

　
　

  

宇
野

　恭
子

厳
か
に
お
祓
ひ
う
け
て
初
句
会

　
　

  

上
古

　眞
澄

古
民
家
の
白
梅
の
芽
の
粒
小
さ
き

　

  

城
宝
寿
美
礼

な
に
よ
り
の
年
玉
寅
絵
も
ら
う
な
り  

髙
原

　禮
子

晴
れ
上
が
る
鎮
守
の
杜
へ
初
詣

　
　

  

有
川

　公
子

七
十
路
の
半
ば
を
健
に
初
詣

　
　
　

  

五
十
嵐
千
恵
子
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「
春
祭
」
と
も
呼
ば
れ
る
こ
の
祭
事

は
、
古
来
、
温
暖
な
季
節
を
迎
え
、
稲

作
を
始
め
と
す
る
そ
の
年
の
農
作
業
が

本
格
化
す
る
前
に
、
作
物
全
般
の
豊
か

な
稔
り
を
ご
神
前
に
祈
念
す
る
も
の
で

し
た
が
、
人
々
の
生
活
の
有
り
方
が

様
々
に
変
化
し
た
現
代
で
は
、
工
業
や

商
業
を
含
む
我
が
国
の
根
幹
を
な
す
、

（
昭
和
天
皇

御
製
）
」
・

「
神
州
（
乃

木
希
典
作
）」

の
二
曲
が
奉

納
さ
れ
、
ご

参
列
の
皆
様

は
そ
れ
ぞ
れ

に
心
を
込
め

て
玉
串
を
奉

り
、
五
穀
豊

穣
と
益
々
の

産
業
の
発
展
、

そ
し
て
一
日
も
早
い
日
常
生
活
の
回
復

を
祈
り
ま
し
た
。

　
立
春
を
過
ぎ
た
と
は
い
え
、
い
ま
だ
境
内
の
白
雪
の
消
え
や
ら
ぬ
二
月
十
七

日
、
氏
子
崇
敬
者
・
農
業
関
係
者
他
の
皆
様
ご
参
列
の
も
と
、
そ
の
年
の
豊
穣

を
祈
る
「
祈
年
祭
」
を
厳
粛
に
斎
行
し
ま
し
た
。

期間中境内を彩るガラスの風鈴

夏詣期間限定の御朱印

厳
か
に
奉
奏
さ
れ
る
「
浦
安
の
舞
」

社
殿
前
を
飾
る
七
夕
の
短
冊

出
雲
大
社
型
の
大
注
連
縄
を

髙
瀬
神
社
に

天長節祭斎行
－今上陛下のお誕生日を寿ぎ－－今上陛下のお誕生日を寿ぎ－祝

祭
日
に
は
国
旗
を
掲
げ
ま
し
ょ
う

す
べ
て
の
産
業
の
発
展
を
も
祈
る
大
切

な
祭
事
と
な
り
ま
し
た
。

　
い
ま
だ
終
息
を
見
な
い
感
染
症
の
拡

大
防
止
を
最
優
先
に
、
本
年
も
規
模
を

お
さ
え
て
の
祭
典
と
な
り
ま
し
た
が
、

巫
女
に
よ
る
神
前
神
楽
「
浦
安
の
舞
」

の
奉
奏
、
ま
た
井
波
松
風
会
（
藤
沢
有

一
会
長
）
の
皆
様
に
よ
る
吟
詠
、「
光

　
二
月
二
十
三
日
は
、
今
上
陛
下
が

令
和
元
年
に
ご
即
位
さ
れ
て
よ
り
二

度
目
の
祝
日
「
天
皇
誕
生
日
」。
こ
の

日
、
当
神
社
で
も
「
天
長
節
祭
」
を
斎

行
し
ま
し
た
（
ご
即
位
が
お
誕
生
日

後
の
五
月
一
日
で
あ
っ
た
為
、
令
和
元

年
の
祝
日
「
天
皇
誕
生
日
」
と
「
天
長

節
祭
」
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
）。

　
祭
典
で
は
、
天
皇
皇
后
両
陛
下
の

末
永
い
ご
健
康
と
皇
室
の
弥
栄
、
国

家
国
民
の
繁
栄
を
祈
念
し
ま
し
た
。

　
三
月
八
日
、
南
砺
消
防
署
東
分

署
長
　

加
藤
裕
久
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
、
地
域
の
消
防
に
携
わ
る

皆
様
、
ま
た
関
係
各
位
の
ご
参
列

の
も
と
、「
鎮
火
祭
」
を
斎
行
し
ま

し
た
。
古
式
に
則
り
、
宮
司
と
笠
田

武
司
髙
瀬
分
団
長
が
水
、
続
い
て

藤
井
崇
・
松
井
竜
也
各
団
員
が
そ

れ
ぞ
れ
に
砂
と
川
菜
を
手
に
執

り
、
心
を
込
め
て
「
鎮
火
の
儀
」
を

奉
仕
し
、
地
域
の
無
火
災
を
祈
念

し
ま
し
た
。

鎮
火
祭
斎
行

― 

地
域
の
無
火
災
を

　
　
　
　
　 

祈
念
し
て 

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

社報バックナンバーのご案内

日
本
の
新
し
い
習
慣
と
し
て

開
催

な
つ
も
う
で

な
つ
も
う
で

な
つ
も
う
で

な
つ
も
う
で

大注連縄ご奉納大注連縄ご奉納

　
昨
年
十
二
月
、
と
な
み
野
農
業
協
同

組
合
組
合
長
の
佐
野
日
出
勇
氏
よ
り
、

就
任
以
来
、
す
べ
て
の
事
業
が
順
調
に

実
施
出
来
得
た
神
恩
報
賽
と
し
て
、
島

根
県
は
出
雲
大
社
の
神
楽
殿
に
掛
か
る

大
注
連
縄
と
同
じ
製
法
の
注
連
縄
を
ご

奉
納
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
長
さ
三
・
五
メ
ー
ト

ル
、
重
さ
約
一
〇
〇
キ
ロ

と
な
る
こ
の
大
注
連
縄

は
、
前
出
の
出
雲
大
社

神
楽
殿
を
始
め
全
国
各

地
の
大
注
連
縄
を
手
掛

け
る
「
飯
南
町
注
連
縄

企
業
組
合
」
の
石
橋
真

治
棟
梁
の
奉
製
に
よ
る

も
の
で
す
。

は
る
ま
つ
り

は
く
せ
つ

き 

ね
ん
さ
い

て
ん
ち
ょ
う
せ
つ
さ
い

お
お   

し    

め   

な
わ

し
ん 

お
ん 

ほ
う 

さ
い

い
い 

な
ん
ち
ょ
う

　
特
注
の
取

付
け
金
具
の

設
計
と
製
作

は
、
小
矢
部

市
の
森
田
建

設
株
式
会
社

に
依
頼
し
、

向
拝
へ
の
設

置
作
業
は
十

二
月
二
十

日
、
そ
の
奉

納
奉
告
祭
は

二
日
後
の
二
十
二
日
に
滞
り
な
く
斎
行

し
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、
拝
殿
に
は
「
注
連
縄
奉
納

講
」
の
皆
様
よ
り
、
県
内
で
は
な
か
な
か

見
る
こ
と
の
出
来
な
い
直
径
一
〇
セ
ン
チ

の
一
文
字
注
連
縄
が
奉
納
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
ち
ら
の
奉
製
は
射
水
市
の
株
式
会

社
縄
合
屋
代
表
折
橋
由
紀
氏
に
依
頼
。

　
ご
奉
納
賜
り
ま
し
た
注
連
縄
の
見
事

な
出
来
栄
え
に
心
か
ら
感
謝
を
申
し
上

げ
ま
す
。

拝
殿
に
は
注
連
縄
奉
納
講
の

　
　
　
　
　
　
　
一
文
字
注
連
縄

「
夏
詣
」
と
は
…

約
二
八
〇
個
の

　
　
風
鈴
の
音
色

注連縄奉納講による一文字注連縄（縄合屋奉製）力強く大神様をお守りする大注連縄

石橋棟梁による12月20日の取り付け作業

期
間
　
七
月
一
日（
金
）〜
七
日（
木
）

　
「
大
祓
」
は
年
に
二
回
行
わ
れ
ま
す
。

十
二
月
三
十
一
日
の
「
師
走
の
大
祓
」
で

罪
穢
れ
を
祓
い
清
め
て
か
ら
「
初
詣
」
に

出
か
け
、
新
年
の
平
穏
を
祈
り
ま
す
。

　
六
月
三
十
日
の
「
夏
越
の
大
祓
」
で
も

同
様
に
罪
穢
れ
を
祓
い
ま
す
が
、
そ
の

後
あ
ら
た
め
て
参
拝
す
る
習
慣
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
半
年
が
無
事

に
過
ぎ
た
こ
と
に
感
謝
し
、
残
る
半
年

も
平
穏
に
過
ご
せ
る
よ
う
祈
る
参
拝
の

こ
と
を
「
夏
詣
」
と
呼
び
、
新
し
い
習
慣

と
し
て
提
唱
し
て
い
ま
す
。

　
髙
瀬
神
社
で
は
、
こ

の
「
夏
詣
」
期
間
、
社

殿
前
な
ど
境
内
に
約
二

八
〇
個
の
風
鈴
を
飾

り
、
皆
様
に
涼
や
か
な

音
色
を
お
楽
し
み
い
た

だ
い
て
い
ま
す
。

　
ど
う
ぞ
、
ご
家
族
お

友
達
お
揃
い
で
お
参
り

下
さ
い
。

ち
ん  

か  

さ
い

お
お
は
ら
え

し
わ
す
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と
も
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こ
の
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事
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、
古
来
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温
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な
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節
を
迎
え
、
稲

作
を
始
め
と
す
る
そ
の
年
の
農
作
業
が

本
格
化
す
る
前
に
、
作
物
全
般
の
豊
か

な
稔
り
を
ご
神
前
に
祈
念
す
る
も
の
で

し
た
が
、
人
々
の
生
活
の
有
り
方
が

様
々
に
変
化
し
た
現
代
で
は
、
工
業
や

商
業
を
含
む
我
が
国
の
根
幹
を
な
す
、

（
昭
和
天
皇

御
製
）
」
・

「
神
州
（
乃

木
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典
作
）」

の
二
曲
が
奉

納
さ
れ
、
ご

参
列
の
皆
様

は
そ
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れ

に
心
を
込
め

て
玉
串
を
奉

り
、
五
穀
豊

穣
と
益
々
の

産
業
の
発
展
、

そ
し
て
一
日
も
早
い
日
常
生
活
の
回
復

を
祈
り
ま
し
た
。

　
立
春
を
過
ぎ
た
と
は
い
え
、
い
ま
だ
境
内
の
白
雪
の
消
え
や
ら
ぬ
二
月
十
七

日
、
氏
子
崇
敬
者
・
農
業
関
係
者
他
の
皆
様
ご
参
列
の
も
と
、
そ
の
年
の
豊
穣

を
祈
る
「
祈
年
祭
」
を
厳
粛
に
斎
行
し
ま
し
た
。

期間中境内を彩るガラスの風鈴

夏詣期間限定の御朱印

厳
か
に
奉
奏
さ
れ
る
「
浦
安
の
舞
」

社
殿
前
を
飾
る
七
夕
の
短
冊

出
雲
大
社
型
の
大
注
連
縄
を

髙
瀬
神
社
に

天長節祭斎行
－今上陛下のお誕生日を寿ぎ－－今上陛下のお誕生日を寿ぎ－祝

祭
日
に
は
国
旗
を
掲
げ
ま
し
ょ
う

す
べ
て
の
産
業
の
発
展
を
も
祈
る
大
切

な
祭
事
と
な
り
ま
し
た
。

　
い
ま
だ
終
息
を
見
な
い
感
染
症
の
拡

大
防
止
を
最
優
先
に
、
本
年
も
規
模
を

お
さ
え
て
の
祭
典
と
な
り
ま
し
た
が
、

巫
女
に
よ
る
神
前
神
楽
「
浦
安
の
舞
」

の
奉
奏
、
ま
た
井
波
松
風
会
（
藤
沢
有

一
会
長
）
の
皆
様
に
よ
る
吟
詠
、「
光

　
二
月
二
十
三
日
は
、
今
上
陛
下
が

令
和
元
年
に
ご
即
位
さ
れ
て
よ
り
二

度
目
の
祝
日
「
天
皇
誕
生
日
」。
こ
の

日
、
当
神
社
で
も
「
天
長
節
祭
」
を
斎

行
し
ま
し
た
（
ご
即
位
が
お
誕
生
日

後
の
五
月
一
日
で
あ
っ
た
為
、
令
和
元

年
の
祝
日
「
天
皇
誕
生
日
」
と
「
天
長

節
祭
」
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
）。

　
祭
典
で
は
、
天
皇
皇
后
両
陛
下
の

末
永
い
ご
健
康
と
皇
室
の
弥
栄
、
国

家
国
民
の
繁
栄
を
祈
念
し
ま
し
た
。

　
三
月
八
日
、
南
砺
消
防
署
東
分

署
長
　

加
藤
裕
久
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
、
地
域
の
消
防
に
携
わ
る

皆
様
、
ま
た
関
係
各
位
の
ご
参
列

の
も
と
、「
鎮
火
祭
」
を
斎
行
し
ま

し
た
。
古
式
に
則
り
、
宮
司
と
笠
田

武
司
髙
瀬
分
団
長
が
水
、
続
い
て

藤
井
崇
・
松
井
竜
也
各
団
員
が
そ

れ
ぞ
れ
に
砂
と
川
菜
を
手
に
執

り
、
心
を
込
め
て
「
鎮
火
の
儀
」
を

奉
仕
し
、
地
域
の
無
火
災
を
祈
念

し
ま
し
た
。

鎮
火
祭
斎
行

― 

地
域
の
無
火
災
を

　
　
　
　
　 

祈
念
し
て 

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

社報バックナンバーのご案内

日
本
の
新
し
い
習
慣
と
し
て

開
催

な
つ
も
う
で

な
つ
も
う
で

な
つ
も
う
で

な
つ
も
う
で

大注連縄ご奉納大注連縄ご奉納

　
昨
年
十
二
月
、
と
な
み
野
農
業
協
同

組
合
組
合
長
の
佐
野
日
出
勇
氏
よ
り
、

就
任
以
来
、
す
べ
て
の
事
業
が
順
調
に

実
施
出
来
得
た
神
恩
報
賽
と
し
て
、
島

根
県
は
出
雲
大
社
の
神
楽
殿
に
掛
か
る

大
注
連
縄
と
同
じ
製
法
の
注
連
縄
を
ご

奉
納
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
長
さ
三
・
五
メ
ー
ト

ル
、
重
さ
約
一
〇
〇
キ
ロ

と
な
る
こ
の
大
注
連
縄

は
、
前
出
の
出
雲
大
社

神
楽
殿
を
始
め
全
国
各

地
の
大
注
連
縄
を
手
掛

け
る
「
飯
南
町
注
連
縄

企
業
組
合
」
の
石
橋
真

治
棟
梁
の
奉
製
に
よ
る

も
の
で
す
。

は
る
ま
つ
り

は
く
せ
つ

き 

ね
ん
さ
い

て
ん
ち
ょ
う
せ
つ
さ
い

お
お   

し    

め   

な
わ

し
ん 

お
ん 

ほ
う 

さ
い

い
い 

な
ん
ち
ょ
う

　
特
注
の
取

付
け
金
具
の

設
計
と
製
作

は
、
小
矢
部

市
の
森
田
建

設
株
式
会
社

に
依
頼
し
、

向
拝
へ
の
設

置
作
業
は
十

二
月
二
十

日
、
そ
の
奉

納
奉
告
祭
は

二
日
後
の
二
十
二
日
に
滞
り
な
く
斎
行

し
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、
拝
殿
に
は
「
注
連
縄
奉
納

講
」
の
皆
様
よ
り
、
県
内
で
は
な
か
な
か

見
る
こ
と
の
出
来
な
い
直
径
一
〇
セ
ン
チ

の
一
文
字
注
連
縄
が
奉
納
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
ち
ら
の
奉
製
は
射
水
市
の
株
式
会

社
縄
合
屋
代
表
折
橋
由
紀
氏
に
依
頼
。

　
ご
奉
納
賜
り
ま
し
た
注
連
縄
の
見
事

な
出
来
栄
え
に
心
か
ら
感
謝
を
申
し
上

げ
ま
す
。

拝
殿
に
は
注
連
縄
奉
納
講
の

　
　
　
　
　
　
　
一
文
字
注
連
縄

「
夏
詣
」
と
は
…

約
二
八
〇
個
の

　
　
風
鈴
の
音
色

注連縄奉納講による一文字注連縄（縄合屋奉製）力強く大神様をお守りする大注連縄

石橋棟梁による12月20日の取り付け作業

期
間
　
七
月
一
日（
金
）〜
七
日（
木
）

　
「
大
祓
」
は
年
に
二
回
行
わ
れ
ま
す
。

十
二
月
三
十
一
日
の
「
師
走
の
大
祓
」
で

罪
穢
れ
を
祓
い
清
め
て
か
ら
「
初
詣
」
に

出
か
け
、
新
年
の
平
穏
を
祈
り
ま
す
。

　
六
月
三
十
日
の
「
夏
越
の
大
祓
」
で
も

同
様
に
罪
穢
れ
を
祓
い
ま
す
が
、
そ
の

後
あ
ら
た
め
て
参
拝
す
る
習
慣
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
半
年
が
無
事

に
過
ぎ
た
こ
と
に
感
謝
し
、
残
る
半
年

も
平
穏
に
過
ご
せ
る
よ
う
祈
る
参
拝
の

こ
と
を
「
夏
詣
」
と
呼
び
、
新
し
い
習
慣

と
し
て
提
唱
し
て
い
ま
す
。

　
髙
瀬
神
社
で
は
、
こ

の
「
夏
詣
」
期
間
、
社

殿
前
な
ど
境
内
に
約
二

八
〇
個
の
風
鈴
を
飾

り
、
皆
様
に
涼
や
か
な

音
色
を
お
楽
し
み
い
た

だ
い
て
い
ま
す
。

　
ど
う
ぞ
、
ご
家
族
お

友
達
お
揃
い
で
お
参
り

下
さ
い
。

ち
ん  

か  

さ
い

お
お
は
ら
え

し
わ
す
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七
月
十
七
日
（
日
）
午
前
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時
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所
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御
本
殿

日
時
　
七
月
七
日
（
木
） 
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後
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時
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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
、
清
ら
か
な
心
身
に
立

ち
返
っ
た
上
で
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
、
拝
殿
に
て
「
大
祓
詞
」
を
奉
唱
の
の

ち
「
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
。

　
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
。

「
茅
の
輪
く
ぐ
り
」
は
祓
い
清
め
の
神
事

安産祈願
戌の日カレンダー
4月　3日・15日・27日
5月　9日・21日
6月　2日・14日・26日
7月　8日・20日
8月　1日・13日・25日
9月　6日・18日・30日
腹帯のお祓いも行いますので、
どうぞご持参下さい。

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

ご祈祷のご案内

杜のにぎわい

ご祈祷料　１件につき5,000円より
髙瀬神社社務所　0763（82）0932

　当
神
社
で
は
、
感
染
症
拡
大
防
止
対
策
と
し

て
、
拝
殿
に
次
亜
塩
素
酸
空
気
清
浄
機
・
飛
沫

感
染
防
止
パ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
設
置
、
ま
た
申
込

書
ご
記
入
に
際
し
ま
し
て
も
、
各
々
に
新
品
の

ボ
ー
ル
ペ
ン
を
ご
用
意
し
、
ご
使
用
後
に
お
持

ち
帰
り
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
安
心

し
て
ご
祈
祷
を
お
受
け
下
さ
い
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

拡
大
防
止
対
策
に
つ
い
て

お 

な 

ま 

え

生

年

月

日

夏越の大祓のご案内夏越の大祓のご案内夏越の大祓のご案内夏越の大祓のご案内

月
次
祭
参
列
の
ご
案
内

　
髙
瀬
神
社
で
は
、
氏
子
崇
敬
者
の
皆
様

に
月
次
祭
に
ご
参
列
い
た
だ
き
、
ご
家
族

の
平
安
と
繁
栄
を
祈
念
し
て
お
り
ま
す
。

ご
参
列
を
ご
希
望
の
方
は
、
社
務
所
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

毎
月
一
日
・
十
三
日

午
前
十
時
（
一
月
一
日
を
除
く
）

日 

時

日時  毎月１日・13日
　　  午前10時
　　  （１月１日・9月13日を除く）

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

　「
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
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
揃
い
で
お
参
り

下
さ
い
。

　
富
山
県
西
部
中
央
の
山
田
村

（
富
山
市
）
・
庄
川
町
（
砺
波

市
）・
利
賀
村
（
南
砺
市
）
に
ま

た
が
る
牛
岳
頂
上
（
標
高
九
八
七

メ
ー
ト
ル
）
の
神
社
を
頂
点
と
し

て
、
大
正
に
は
婦
負
郡
（
山
田

村
・
富
山
市
・
八
尾
町
・
婦
中

町
）
に
三
十
社
、
東
礪
波
郡
（
砺

波
市
・
庄
川
町
）
に
八
社
、
合
計

三
十
八
社
が
存
在
し
て
い
ま
し

た
。
昭
和
に
な
り
ダ
ム
建
設
な
ど

で
合
祀
さ
れ
る
牛
岳
社
も
あ
り
、

婦
負
郡
に
は
二
十
六
社
、
東
礪
波

郡
に
は
六
社
、
合
計
三
十
二
社
を

数
え
ま
し
た
。

　
現
在
の
富
山
市
山
田
赤
目
谷
に

鎮
座
す
る
牛
嶽
神
社
の
鎮
座
年
月

日
は
不
明
で
す
が
、
以
前
は
赤
目

谷
一
番
地
に
鎮
座
し
て
い
ま
し
た
。

牛
嶽
社
め
ぐ
り

大
国
さ
ま
の

赤
目
谷 

牛
嶽
神
社

昭
和
六
年
九
月
二
日
に
移
転

許
可
、
昭
和
七
年
三
月
十
日

に
現
在
の
地
に
移
転
し
ま
し

た
。
春
祭
は
四
月
十
五
日
、

秋
祭
は
九
月
二
十
七
日
に
行

わ
れ
て
い
ま
す
。

シ
リ
ー
ズ

第
三
回 

神
社
名
　
牛
嶽
神
社

鎮
座
地
　
富
山
市

　
　
　
　
山
田
赤
目
谷

御
祭
神
　
大
己
貴
命

宮
　
司
　
藤
井
秀
弘

境
内
地
　
一
九
〇
坪

四方をガラスの風除室に守られる本殿

人
形
感
謝
祭
の
ご
案
内

受　付　7月16日（土）9:00～15:00
　　　　7月17日（日）9:00～  9:45
祈願料　3,000円より
　　　　（手提げ袋1袋程度につき）

　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
けばなの共演 ー。
心ゆくまでお楽しみ下さい。

第22回 人形展 ～ 一期一会 ～

期間  7月16日(土)～18日(祝)
　　　　　　 10:00～16：00
場所  髙瀬神社 参集殿

期間  7月16日(土)～18日(祝)
　　　　　　 10:00～16：00
場所  髙瀬神社 参集殿

お
お
は
ら
え

し
ょ
く
じ
ょ
せ
い

い
に
し
え

お
り
ひ
め

け
ん
ぎ
ゅ
う
せ
い

お
お
は
ら
え
の
こ
と
ば

ち
　
　
　
わ

ひ
と
が
た

つ
み
け
が

　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。

ね
　 

い

あ
か 

め 

だ
に

「
人
形
を
」
ご
希
望
の
方
は
社
務
所

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。



　　　　　　　 Instagram

日
時
　
六
月
三
十
日
（
木
）
午
後
三
時

場
所
　
髙
瀬
神
社 

本
殿

日
　
時
　
七
月
十
七
日
（
日
）
午
前
十
時
よ
り

場
　
所
　
髙
瀬
神
社
御
本
殿

日
時
　
七
月
七
日
（
木
） 

午
後
三
時

67

越中一宮73vol.

　
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
、
清
ら
か
な
心
身
に
立

ち
返
っ
た
上
で
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
、
拝
殿
に
て
「
大
祓
詞
」
を
奉
唱
の
の

ち
「
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
。

　
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
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で
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に
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ペ
ン
を
ご
用
意
し
、
ご
使
用
後
に
お
持

ち
帰
り
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
安
心

し
て
ご
祈
祷
を
お
受
け
下
さ
い
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

拡
大
防
止
対
策
に
つ
い
て

お 

な 

ま 

え

生

年

月

日

夏越の大祓のご案内夏越の大祓のご案内夏越の大祓のご案内夏越の大祓のご案内

月
次
祭
参
列
の
ご
案
内

　
髙
瀬
神
社
で
は
、
氏
子
崇
敬
者
の
皆
様

に
月
次
祭
に
ご
参
列
い
た
だ
き
、
ご
家
族

の
平
安
と
繁
栄
を
祈
念
し
て
お
り
ま
す
。

ご
参
列
を
ご
希
望
の
方
は
、
社
務
所
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

毎
月
一
日
・
十
三
日

午
前
十
時
（
一
月
一
日
を
除
く
）

日 

時

日時  毎月１日・13日
　　  午前10時
　　  （１月１日・9月13日を除く）

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

　「
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
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
揃
い
で
お
参
り

下
さ
い
。

　
富
山
県
西
部
中
央
の
山
田
村

（
富
山
市
）
・
庄
川
町
（
砺
波

市
）・
利
賀
村
（
南
砺
市
）
に
ま

た
が
る
牛
岳
頂
上
（
標
高
九
八
七

メ
ー
ト
ル
）
の
神
社
を
頂
点
と
し

て
、
大
正
に
は
婦
負
郡
（
山
田

村
・
富
山
市
・
八
尾
町
・
婦
中

町
）
に
三
十
社
、
東
礪
波
郡
（
砺

波
市
・
庄
川
町
）
に
八
社
、
合
計

三
十
八
社
が
存
在
し
て
い
ま
し

た
。
昭
和
に
な
り
ダ
ム
建
設
な
ど

で
合
祀
さ
れ
る
牛
岳
社
も
あ
り
、

婦
負
郡
に
は
二
十
六
社
、
東
礪
波

郡
に
は
六
社
、
合
計
三
十
二
社
を

数
え
ま
し
た
。

　
現
在
の
富
山
市
山
田
赤
目
谷
に

鎮
座
す
る
牛
嶽
神
社
の
鎮
座
年
月

日
は
不
明
で
す
が
、
以
前
は
赤
目

谷
一
番
地
に
鎮
座
し
て
い
ま
し
た
。

牛
嶽
社
め
ぐ
り

大
国
さ
ま
の

赤
目
谷 
牛
嶽
神
社

昭
和
六
年
九
月
二
日
に
移
転

許
可
、
昭
和
七
年
三
月
十
日

に
現
在
の
地
に
移
転
し
ま
し

た
。
春
祭
は
四
月
十
五
日
、

秋
祭
は
九
月
二
十
七
日
に
行

わ
れ
て
い
ま
す
。

シ
リ
ー
ズ

第
三
回 

神
社
名
　
牛
嶽
神
社

鎮
座
地
　
富
山
市

　
　
　
　
山
田
赤
目
谷

御
祭
神
　
大
己
貴
命

宮
　
司
　
藤
井
秀
弘

境
内
地
　
一
九
〇
坪

四方をガラスの風除室に守られる本殿

人
形
感
謝
祭
の
ご
案
内

受　付　7月16日（土）9:00～15:00
　　　　7月17日（日）9:00～  9:45
祈願料　3,000円より
　　　　（手提げ袋1袋程度につき）

　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
けばなの共演 ー。
心ゆくまでお楽しみ下さい。

第22回 人形展 ～ 一期一会 ～

期間  7月16日(土)～18日(祝)
　　　　　　 10:00～16：00
場所  髙瀬神社 参集殿

期間  7月16日(土)～18日(祝)
　　　　　　 10:00～16：00
場所  髙瀬神社 参集殿

お
お
は
ら
え

し
ょ
く
じ
ょ
せ
い

い
に
し
え

お
り
ひ
め

け
ん
ぎ
ゅ
う
せ
い

お
お
は
ら
え
の
こ
と
ば

ち
　
　
　
わ

ひ
と
が
た

つ
み
け
が

　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。

ね
　 

い

あ
か 

め 

だ
に

「
人
形
を
」
ご
希
望
の
方
は
社
務
所

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。



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
。

89
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私
は
お
か
げ
さ
ま
で
老
若

男
女
多
く
の
方
の
病
気
と
生

活
を
診
る
機
会
を
得
て
い
ま

す
。いつ
も
感
じ
る
こ
と
は「
食

の
大
切
さ
」で
す
。皆
様
は
毎

日
の
食
を
ど
の
よ
う
に
感
じ
て

お
ら
れ
ま
す
か
？
昭
和
の
時

代
で
あ
れ
ば
二
、三
世
代
と

いっ
し
ょ
に
食
事
を
す
る
こ
と

も
多
く
、手
分
け
し
て
食
事
を

作
り「
一
汁
三
菜
」（
汁
物
、主

菜
、副
菜
２
品
）が
成
さ
れ
て

い
た
で
し
ょ
う
。し
か
し
ど
う

で
し
ょ
う
、核
家
族
化
に
共
働

き
、お
ひ
と
り
様
、高
齢
二
人

暮
ら
し
、時
間
が
な
い
、面
倒
、

買
い
物
に
行
け
な
い
、お
金
は

か
け
ら
れ
な
い
、い
ろ
ん
な
理

由
で
簡
単
・
便
利
食
に
な
っ
て

い
な
い
で
し
ょ
う
か
。い
い
え
、い

い
の
で
す
、ス
ー
パ
ー
の
総
菜
も

コ
ン
ビ
ニ
食
、冷
凍
食
品
も
活

用
し
て
い
た
だ
い
て
結
構
。「
メ

ニ
ュ
ー
を
考
え
買
い
物
を
し
て

調
理
す
る
」こ
れ
を
毎
日
こ
な

す
こ
と
は
大
き
な
労
力
の
は

ず
で
す
。

　
便
利
な
も
の
は
活
用
い
た

だ
い
て
結
構
。し
か
し
、一つ
気

を
付
け
て
い
た
だ
き
た
い
こ
と

は「
単
品
食
・
単
純
食
」に
な
っ

て
い
な
い
か
、と
言
う
こ
と
で

す
。例
え
ば
　
朝
は
菓
子
パ
ン
、

昼
は
だ
い
た
い
ラ
ー
メ
ン
か
う

ど
ん
、お
に
ぎ
り
、夜
は
カ

レ
ー
。一
食
一
品
、食
べ
や
す
い
好

き
な
も
の
ば
か
り
、一
日
の
８
〜

９
割
が
炭
水
化
物（
主
食
）。

主
菜
の
肉
・
魚
・
卵
・
大
豆
な
ど

の
タ
ン
パ
ク
質
や
副
菜
の
ビ
タ

ミ
ン
豊
富
な
野
菜
・
海
藻
・
豆

類
が
ほ
と
ん
ど
摂
取
さ
れ
な
い

食
事
で
す
。

　
医
食
同
源（
い
し
ょ
く
ど
う

げ
ん
）と
い
う
言
葉
は
ご
存
じ

で
し
ょ
う
。日
頃
か
ら
バ
ラ
ン
ス

の
取
れ
た
食
事
を
と
る
こ
と
で

病
気
を
予
防
し
、治
療
し
よ

う
と
す
る
考
え
方
で
す
。私
た

ち
の
体
は
食
べ
た
も
の
で
構
成

さ
れ
て
い
ま
す
。単
品
食
・
単

純
食
で
は
、エ
ネ
ル
ギ
ー
ば
か

り
過
剰
と
な
り
肥
満
・
高
血

圧
・
糖
尿
病
に
。太
っ
て
な
い
か

ら
大
丈
夫
と
思
っ
た
ら
大
間

違
い
、骨
は
も
ろ
く
筋
肉
量
は

減
少
、ビ
タ
ミ
ン
不
足
な
ど
で

心
疾
患
、貧
血
、皮
膚
ト
ラ
ブ

ル
、認
知
機
能
低
下
、い
ろ
い
ろ

な
病
気
に
関
連
し
ま
す
。元
気

で
過
ご
す
た
め
に
、一
汁
三
菜

は
無
理
で
も
、お
か
ず（
主
菜
、

副
菜
）の
あ
る
食
事
を
、い
ろ

ん
な
食
材
を
と
る
よ
う
心
掛

け
た
い
も
の
で
す
ね
。

大
国
さ
ま
の
処
方
せ
ん 

④

「
毎
日
の
食
に
感
謝
」

南
砺
市
民
病
院 

内
科
部
長
　
井
窪
万
里
子

井
窪
万
里
子 

先
生

　
南
砺
市
民
病
院 

内
科
部
長

富
山
大
学
医
学
部
卒
。
約
二
十
年

に
わ
た
り
南
砺
市
民
病
院
の
医
療

に
従
事
。

内
科
・
糖
尿
病
を
中
心
に
健
診
・

糖
尿
病
外
来
・
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
と
生
活
基
盤
の
医
療
に
取

り
組
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
一
月
二
十
三
日
、「
第
六
十
八

回 

文
化
財
防
火
デ
ー
（
毎
年
一

月
二
十
六
日
）
」
に
あ
わ
せ
て

文
化
財
防
火
訓
練
を
実
施
し
ま

し
た
。

　
こ
の
訓
練
は
、
国
民
共
通
の

財
産
で
あ
る
文
化
財
を
火
災
の

被
害
か
ら
守
り
、
関
係
機
関
と

の
連
携
、
防
火
意
識
の
高
揚
を

図
る
為
の
も
の
で
す
。
当
日
は

当
神
社
自
衛
消
防
隊
の
初
期
消

火
、
通
報
、
避
難
誘
導
訓
練
も

併
せ
て
実
施
し
ま
し
た
。

御
社
殿
屋
根
修
復
事
業
奉
賛
者
芳
名

御
社
殿
屋
根
修
復
事
業
奉
賛
者
芳
名

（
順
不
同
・
敬
称
略
）

（
順
不
同
・
敬
称
略
）

　
現
在
進
捗
中
の
本
事
業
に
対
し
、
左
記
の
方
々
よ
り

赤
誠
あ
ふ
れ
る
ご
奉
賛
を
賜
り
ま
し
た
。

誌
上
よ
り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
現
在
進
捗
中
の
本
事
業
に
対
し
、
左
記
の
方
々
よ
り

赤
誠
あ
ふ
れ
る
ご
奉
賛
を
賜
り
ま
し
た
。

誌
上
よ
り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

令
和
三
年
十
二
月
一
日
〜
令
和
四
年
二
月
二
十
八
日

令
和
三
年
十
二
月
一
日
〜
令
和
四
年
二
月
二
十
八
日

【
五
十
万
円
】

　
西
田
　
𠮷
輝

【
三
十
万
円
】

　
㈱
ジ
オ
ミ
ッ
ク
ス

　
　
藤
原
　
幸
宏

　
寺
西
　
雅
典

【
十
九
万
円
】

　
㈲
つ
る
ぎ
産
業

【
十
万
円
】

　
南
部
ス
タ
ジ
オ

　
碓
井
か
お
り

　
山
森
　
信
人

【
五
万
円
】

　
牧
印
刷
㈱

　
　
牧
　
　
秀
輔

　
安
達
　
寛
和

　
西
部
　
久
夫

　
吉
田
　
勇
一

【
二
万
円
】

　
山
森
　
正
道

【
一
万
円
】

　
井
上
　
惠
資

　
中
畠
　
好
夫

　
松
　
　
智
彦

【
五
千
円
】

　
佐
々
井
昌
代

　
小
森
　
靖
久

　
前
田
　
　
一

　
小
泉
　
由
和

　
村
瀬
　
君
夫

　
川
合
　
民
恭

　
藤
井
　
孝
昌

　
小
森
　
　
穣

　
宮
本
　
利
嗣

・
銅
板
奉
納
者

　
今
井
　
光
子

　
山
本
　
祥
代

　
小
島
　
幸
男

　
小
島
　
隼
平

　
合
Ｎ
Ａ
Ｒ
ｕ
ｍ
ｉ

　
新
夕
　
　
馨

　
阿
部
　
浩
士

　
香
川
　
晃
輝

　
中
井
　
芳
万

　
　
　
真
紀
子

　
藤
田
　
由
樹

　
伊
澤
啓
太
朗

　
中
村
　
隆
志

　
酒
泉
　
義
弘

　
中
嶋
　
健
一

　
清
水
富
美
子

　
㈲
ニ
ュ
ー
ズ

　
荒
木
ち
は
る

　
荒
木
　
愛
里

「
浦
安
の
舞
」ー
。
平
和
で
穏
や
か
な

世
の
継
続
を
祈
る
昭
和
天
皇
の
御
製
に
、

曲
と
舞
を
あ
わ
せ
た
神
前
神
楽
。

　
㈱
エ
ム
ズ

　
平
木
　
利
明

　
坂
田
冨
美
子

　
長
谷
川
睦
子

　
藤
本
　
幸
次

　
中
沖
　
慶
太

　
横
田
　
　
博

　
太
田
千
恵
子

　
太
田
裕
希
子

　
南
　
敬
一
郎

　
小
泉
　
由
和

　
平
野
　
　
進

　
菊
林
千
代
美

　
川
合
　
民
恭

　
　
　
　
悦
子

　
山
本
　
繁
樹

　
　
　
　
純
子

　
則
島
　
達
也

　
安
宅
由
起
子

　
久
保
　
貴
美

　
太
田
　
美
一

　
花
村
佐
代
子

　
齊
藤
　
十
明

　
南
防
水
工
業
㈱

　
　
穴
田
　
貴
士

編
集
後
記

表
紙
写
真

　
「
春
秋
の
争
い
」
と
い
う
言
葉
が

あ
る
。
こ
れ
は
「
万
葉
集
」
や
「
源

氏
物
語
」
な
ど
、
日
本
の
古
典
文
学

に
時
折
り
姿
を
見
せ
る
、「
春
と
秋
の

ど
ち
ら
が
よ
り
優
れ
た
季
節
で
あ
る

か
」
を
議
論
す
る
　

た
お
や
か
な
争
い

の
こ
と
ー
。
私
た
ち
の
国
に
は
美
し

い
四
季
が
あ
る
。  

　
　
　
　
（
智
）        

し
ゅ
ん
じ
ゅ
う

今 

市
子
展 

〜
妖
魔
、
神
と
仏
の
間
で
〜

　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

　
以
上
の
皆
様
よ
り
ご
奉
納
を

賜
り
ま
し
た
。
誌
上
よ
り
厚
く
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
。

【
千
羽
鶴
】

茶
道
裏
千
家
淡
交
会
高
岡
支
部

金
田
宗
香
社
中 

殿

【
事
務
機
器
】

山
田
　
瑠
菜 

殿

【
吊
る
し
飾
り
】

畠
山
　
愛
梨 

殿

ご
奉
納
御
礼

ご
奉
納
御
礼

【
辞  

令
】

巫
女
　
山
田
　
瑠
菜

　
願
い
に
よ
り
職
を
免
ず
る

　
　
令
和
四
年
一
月
三
十
一
日

巫
女
　
畠
山
　
愛
梨

　
願
い
に
よ
り
職
を
免
ず
る

　
　
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

採
用
　
源
　
　
結
羽

　
巫
女
見
習
を
命
ず
る

　
　
令
和
四
年
四
月
　
　
一
日

　文化財防火訓練実施　文化財防火訓練実施
神社を守れ！神社を守れ！

五
十
年
の
歳
月
を
経
て
損
傷
の
著
し
い
銅
板
屋
根

五
十
年
の
歳
月
を
経
て
損
傷
の
著
し
い
銅
板
屋
根

　
髙
瀬
神
社
で
は
、
経
年
に
よ
り
傷
み
の
進
行
し

た
御
社
殿
屋
根
の
葺
き
替
え
工
事
を
予
定
し
て
お

り
ま
す
。
髙
瀬
の
大
神
様
の
さ
ら
な
る
御
神
威
の

宣
揚
と
、
誠
心
の
籠
っ
た
御
社
殿
の
末
永
い
護
持

の
為
、
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
。

神
道
と
仏
道
の
は
ざ
ま
で
ゆ
ら
り
と
蠢
く
妖
魔
の
世
界
に

翻
弄
さ
れ
る
主
人
公
た
ち
の
展
覧
会
を
開
催
し
ま
す
。

《
事
業
概
要
》

一
、
御
社
殿
屋
根
銅
板
葺
き
替
え
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　  

附
属
飾
り
金
具
改
修
工
事

一
、
工
期
　  

令
和
四
年
夏
よ
り
翌
年
秋
竣
工
予
定

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

ご
奉
賛
の
お
願
い

御
社
殿
屋
根

修
復
事
業

◎お願い事を記してお納
めいただく「銅板奉納」
　も承っております。
◎詳しくは社務所まで
お問い合わせ下さい。
　電話 0763（82）0932
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期
間
　
令
和
四
年
七
月
一
日（
金
）〜
七
月
十
日（
日
）

　
　
　
午
前
九
時
〜
午
後
五
時

会
場
　
越
中
一
宮 

髙
瀬
神
社
参
集
殿 

【
入
場
無
料
】



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
。

89

越中一宮73vol.

　　　　　　　 ホームページ 　　　　　　　 LINE

　
私
は
お
か
げ
さ
ま
で
老
若

男
女
多
く
の
方
の
病
気
と
生

活
を
診
る
機
会
を
得
て
い
ま

す
。いつ
も
感
じ
る
こ
と
は「
食

の
大
切
さ
」で
す
。皆
様
は
毎

日
の
食
を
ど
の
よ
う
に
感
じ
て

お
ら
れ
ま
す
か
？
昭
和
の
時

代
で
あ
れ
ば
二
、三
世
代
と

いっ
し
ょ
に
食
事
を
す
る
こ
と

も
多
く
、手
分
け
し
て
食
事
を

作
り「
一
汁
三
菜
」（
汁
物
、主

菜
、副
菜
２
品
）が
成
さ
れ
て

い
た
で
し
ょ
う
。し
か
し
ど
う

で
し
ょ
う
、核
家
族
化
に
共
働

き
、お
ひ
と
り
様
、高
齢
二
人

暮
ら
し
、時
間
が
な
い
、面
倒
、

買
い
物
に
行
け
な
い
、お
金
は

か
け
ら
れ
な
い
、い
ろ
ん
な
理

由
で
簡
単
・
便
利
食
に
な
っ
て

い
な
い
で
し
ょ
う
か
。い
い
え
、い

い
の
で
す
、ス
ー
パ
ー
の
総
菜
も

コ
ン
ビ
ニ
食
、冷
凍
食
品
も
活

用
し
て
い
た
だ
い
て
結
構
。「
メ

ニ
ュ
ー
を
考
え
買
い
物
を
し
て

調
理
す
る
」こ
れ
を
毎
日
こ
な

す
こ
と
は
大
き
な
労
力
の
は

ず
で
す
。

　
便
利
な
も
の
は
活
用
い
た

だ
い
て
結
構
。し
か
し
、一つ
気

を
付
け
て
い
た
だ
き
た
い
こ
と

は「
単
品
食
・
単
純
食
」に
な
っ

て
い
な
い
か
、と
言
う
こ
と
で

す
。例
え
ば
　
朝
は
菓
子
パ
ン
、

昼
は
だ
い
た
い
ラ
ー
メ
ン
か
う

ど
ん
、お
に
ぎ
り
、夜
は
カ

レ
ー
。一
食
一
品
、食
べ
や
す
い
好

き
な
も
の
ば
か
り
、一
日
の
８
〜

９
割
が
炭
水
化
物（
主
食
）。

主
菜
の
肉
・
魚
・
卵
・
大
豆
な
ど

の
タ
ン
パ
ク
質
や
副
菜
の
ビ
タ

ミ
ン
豊
富
な
野
菜
・
海
藻
・
豆

類
が
ほ
と
ん
ど
摂
取
さ
れ
な
い

食
事
で
す
。

　
医
食
同
源（
い
し
ょ
く
ど
う

げ
ん
）と
い
う
言
葉
は
ご
存
じ

で
し
ょ
う
。日
頃
か
ら
バ
ラ
ン
ス

の
取
れ
た
食
事
を
と
る
こ
と
で

病
気
を
予
防
し
、治
療
し
よ

う
と
す
る
考
え
方
で
す
。私
た

ち
の
体
は
食
べ
た
も
の
で
構
成

さ
れ
て
い
ま
す
。単
品
食
・
単

純
食
で
は
、エ
ネ
ル
ギ
ー
ば
か

り
過
剰
と
な
り
肥
満
・
高
血

圧
・
糖
尿
病
に
。太
っ
て
な
い
か

ら
大
丈
夫
と
思
っ
た
ら
大
間

違
い
、骨
は
も
ろ
く
筋
肉
量
は

減
少
、ビ
タ
ミ
ン
不
足
な
ど
で

心
疾
患
、貧
血
、皮
膚
ト
ラ
ブ

ル
、認
知
機
能
低
下
、い
ろ
い
ろ

な
病
気
に
関
連
し
ま
す
。元
気

で
過
ご
す
た
め
に
、一
汁
三
菜

は
無
理
で
も
、お
か
ず（
主
菜
、

副
菜
）の
あ
る
食
事
を
、い
ろ

ん
な
食
材
を
と
る
よ
う
心
掛

け
た
い
も
の
で
す
ね
。

大
国
さ
ま
の
処
方
せ
ん 

④

「
毎
日
の
食
に
感
謝
」

南
砺
市
民
病
院 

内
科
部
長
　
井
窪
万
里
子

井
窪
万
里
子 

先
生

　
南
砺
市
民
病
院 

内
科
部
長

富
山
大
学
医
学
部
卒
。
約
二
十
年

に
わ
た
り
南
砺
市
民
病
院
の
医
療

に
従
事
。

内
科
・
糖
尿
病
を
中
心
に
健
診
・

糖
尿
病
外
来
・
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
と
生
活
基
盤
の
医
療
に
取

り
組
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
一
月
二
十
三
日
、「
第
六
十
八

回 

文
化
財
防
火
デ
ー
（
毎
年
一

月
二
十
六
日
）
」
に
あ
わ
せ
て

文
化
財
防
火
訓
練
を
実
施
し
ま

し
た
。

　
こ
の
訓
練
は
、
国
民
共
通
の

財
産
で
あ
る
文
化
財
を
火
災
の

被
害
か
ら
守
り
、
関
係
機
関
と

の
連
携
、
防
火
意
識
の
高
揚
を

図
る
為
の
も
の
で
す
。
当
日
は

当
神
社
自
衛
消
防
隊
の
初
期
消

火
、
通
報
、
避
難
誘
導
訓
練
も

併
せ
て
実
施
し
ま
し
た
。

御
社
殿
屋
根
修
復
事
業
奉
賛
者
芳
名

御
社
殿
屋
根
修
復
事
業
奉
賛
者
芳
名

（
順
不
同
・
敬
称
略
）

（
順
不
同
・
敬
称
略
）

　
現
在
進
捗
中
の
本
事
業
に
対
し
、
左
記
の
方
々
よ
り

赤
誠
あ
ふ
れ
る
ご
奉
賛
を
賜
り
ま
し
た
。

誌
上
よ
り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
現
在
進
捗
中
の
本
事
業
に
対
し
、
左
記
の
方
々
よ
り

赤
誠
あ
ふ
れ
る
ご
奉
賛
を
賜
り
ま
し
た
。

誌
上
よ
り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

令
和
三
年
十
二
月
一
日
〜
令
和
四
年
二
月
二
十
八
日

令
和
三
年
十
二
月
一
日
〜
令
和
四
年
二
月
二
十
八
日

【
五
十
万
円
】

　
西
田
　
𠮷
輝

【
三
十
万
円
】

　
㈱
ジ
オ
ミ
ッ
ク
ス

　
　
藤
原
　
幸
宏

　
寺
西
　
雅
典

【
十
九
万
円
】

　
㈲
つ
る
ぎ
産
業

【
十
万
円
】

　
南
部
ス
タ
ジ
オ

　
碓
井
か
お
り

　
山
森
　
信
人

【
五
万
円
】

　
牧
印
刷
㈱

　
　
牧
　
　
秀
輔

　
安
達
　
寛
和

　
西
部
　
久
夫

　
吉
田
　
勇
一

【
二
万
円
】

　
山
森
　
正
道

【
一
万
円
】

　
井
上
　
惠
資

　
中
畠
　
好
夫

　
松
　
　
智
彦

【
五
千
円
】

　
佐
々
井
昌
代

　
小
森
　
靖
久

　
前
田
　
　
一

　
小
泉
　
由
和

　
村
瀬
　
君
夫

　
川
合
　
民
恭

　
藤
井
　
孝
昌

　
小
森
　
　
穣

　
宮
本
　
利
嗣

・
銅
板
奉
納
者

　
今
井
　
光
子

　
山
本
　
祥
代

　
小
島
　
幸
男

　
小
島
　
隼
平

　
合
Ｎ
Ａ
Ｒ
ｕ
ｍ
ｉ

　
新
夕
　
　
馨

　
阿
部
　
浩
士

　
香
川
　
晃
輝

　
中
井
　
芳
万

　
　
　
真
紀
子

　
藤
田
　
由
樹

　
伊
澤
啓
太
朗

　
中
村
　
隆
志

　
酒
泉
　
義
弘

　
中
嶋
　
健
一

　
清
水
富
美
子

　
㈲
ニ
ュ
ー
ズ

　
荒
木
ち
は
る

　
荒
木
　
愛
里

「
浦
安
の
舞
」ー
。
平
和
で
穏
や
か
な

世
の
継
続
を
祈
る
昭
和
天
皇
の
御
製
に
、

曲
と
舞
を
あ
わ
せ
た
神
前
神
楽
。

　
㈱
エ
ム
ズ

　
平
木
　
利
明

　
坂
田
冨
美
子

　
長
谷
川
睦
子

　
藤
本
　
幸
次

　
中
沖
　
慶
太

　
横
田
　
　
博

　
太
田
千
恵
子

　
太
田
裕
希
子

　
南
　
敬
一
郎

　
小
泉
　
由
和

　
平
野
　
　
進

　
菊
林
千
代
美

　
川
合
　
民
恭

　
　
　
　
悦
子

　
山
本
　
繁
樹

　
　
　
　
純
子

　
則
島
　
達
也

　
安
宅
由
起
子

　
久
保
　
貴
美

　
太
田
　
美
一

　
花
村
佐
代
子

　
齊
藤
　
十
明

　
南
防
水
工
業
㈱

　
　
穴
田
　
貴
士

編
集
後
記

表
紙
写
真

　
「
春
秋
の
争
い
」
と
い
う
言
葉
が

あ
る
。
こ
れ
は
「
万
葉
集
」
や
「
源

氏
物
語
」
な
ど
、
日
本
の
古
典
文
学

に
時
折
り
姿
を
見
せ
る
、「
春
と
秋
の

ど
ち
ら
が
よ
り
優
れ
た
季
節
で
あ
る

か
」
を
議
論
す
る
　

た
お
や
か
な
争
い

の
こ
と
ー
。
私
た
ち
の
国
に
は
美
し

い
四
季
が
あ
る
。  

　
　
　
　
（
智
）        

し
ゅ
ん
じ
ゅ
う

今 

市
子
展 

〜
妖
魔
、
神
と
仏
の
間
で
〜

　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

　
以
上
の
皆
様
よ
り
ご
奉
納
を

賜
り
ま
し
た
。
誌
上
よ
り
厚
く
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
。

【
千
羽
鶴
】

茶
道
裏
千
家
淡
交
会
高
岡
支
部

金
田
宗
香
社
中 

殿

【
事
務
機
器
】

山
田
　
瑠
菜 

殿

【
吊
る
し
飾
り
】

畠
山
　
愛
梨 

殿

ご
奉
納
御
礼

ご
奉
納
御
礼

【
辞  

令
】

巫
女
　
山
田
　
瑠
菜

　
願
い
に
よ
り
職
を
免
ず
る

　
　
令
和
四
年
一
月
三
十
一
日

巫
女
　
畠
山
　
愛
梨

　
願
い
に
よ
り
職
を
免
ず
る

　
　
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

採
用
　
源
　
　
結
羽

　
巫
女
見
習
を
命
ず
る

　
　
令
和
四
年
四
月
　
　
一
日

　文化財防火訓練実施　文化財防火訓練実施
神社を守れ！神社を守れ！

五
十
年
の
歳
月
を
経
て
損
傷
の
著
し
い
銅
板
屋
根

五
十
年
の
歳
月
を
経
て
損
傷
の
著
し
い
銅
板
屋
根

　
髙
瀬
神
社
で
は
、
経
年
に
よ
り
傷
み
の
進
行
し

た
御
社
殿
屋
根
の
葺
き
替
え
工
事
を
予
定
し
て
お

り
ま
す
。
髙
瀬
の
大
神
様
の
さ
ら
な
る
御
神
威
の

宣
揚
と
、
誠
心
の
籠
っ
た
御
社
殿
の
末
永
い
護
持

の
為
、
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
。

神
道
と
仏
道
の
は
ざ
ま
で
ゆ
ら
り
と
蠢
く
妖
魔
の
世
界
に

翻
弄
さ
れ
る
主
人
公
た
ち
の
展
覧
会
を
開
催
し
ま
す
。

《
事
業
概
要
》

一
、
御
社
殿
屋
根
銅
板
葺
き
替
え
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　  

附
属
飾
り
金
具
改
修
工
事

一
、
工
期
　  

令
和
四
年
夏
よ
り
翌
年
秋
竣
工
予
定

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

ご
奉
賛
の
お
願
い

御
社
殿
屋
根

修
復
事
業

◎お願い事を記してお納
めいただく「銅板奉納」
　も承っております。
◎詳しくは社務所まで
お問い合わせ下さい。
　電話 0763（82）0932
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期
間
　
令
和
四
年
七
月
一
日（
金
）〜
七
月
十
日（
日
）

　
　
　
午
前
九
時
〜
午
後
五
時

会
場
　
越
中
一
宮 

髙
瀬
神
社
参
集
殿 

【
入
場
無
料
】



〒
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
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高瀬神社 検索

結
び
の
杜
の
神
前
式

四
季
折
々
の
境
内
で

ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
フ
ォ
ト
を
満
喫

一
日
一
組
限
定
の
お
も
て
な
し

結
婚
式
を
あ
き
ら
め
な
い
で
く
だ
さ
い

　縁
結
び
の
神
様
、
大
国
主
大
神
を

お
祭
り
す
る
越
中
一
宮
。

　
日
常
を
隔
て
る
境
内
で
、
玉
砂
利

を
踏
み
し
め
て
歩
く
参
進
の
儀
に

始
ま
り
、
社
殿
に
響
き
渡
る
雅
楽

の
調
べ
の
中
、
厳
か
な
神
前
式
が

執
り
行
わ
れ
ま
す
。

大
国
様
の
「
結
び
」
の
御
神
徳
に

よ
り
お
二
人
だ
け
で
は
な
く
、

両
家
の
絆
も
固
く
結
ば
れ
ま
す
。

完
全
な

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
空
間
で

和
や
か
な
宴
会
が
実
現

す
べ
て
は
一
組
の

新
た
な
夫
婦
の
幸
福
の
た
め
に

二
人
だ
け
で
も
結
婚
式
は
で
き
ま
す
。

「
だ
っ
た
ら
、
家
族
は
欠
か
せ
な
い
か
な
。
」

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

「
で
き
れ
ば
、
近
く
に
住
む
友
人
く
ら
い
は…

」

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

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

挙
式
の
み
〜
少
人
数
会
食
〜

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

オ
ー
プ
ン
エ
ア
ー
な

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
テ
ラ
ス
で

開
放
的
な
演
出
が
実
現

髙瀬神社LINE 髙瀬神社HP

春
は
新
し
い
生
活
の
始
ま
る
季
節 

ー
。

心
に
元
気
、
新
し
い
私
。

「
桜
詣
」
の
ご
朱
印
を
ご
用
意
し
て
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　期
間 

開
花
の
頃
〜
十
五
日（
金
）

春
は
新
し
い
生
活
の
始
ま
る
季
節 

ー
。

心
に
元
気
、
新
し
い
私
。

「
桜
詣
」
の
ご
朱
印
を
ご
用
意
し
て
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　期
間 

開
花
の
頃
〜
十
五
日（
金
）

桜
詣
。

桜
詣
。

　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

撮
影  

南
部
ス
タ
ジ
オ
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