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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

撮影：ブライダル事業部

秋
の
境
内
に
は
、
月
う
さ
ぎ
と
風
車
を
飾
っ
て

皆
様
の
お
参
り
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

秋
の
境
内
に
は
、
月
う
さ
ぎ
と
風
車
を
飾
っ
て

皆
様
の
お
参
り
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

か
ざ  

ぐ
る
ま

か
ざ  

ぐ
る
ま

月
の
う
さ
ぎ
と
風
車
。

月
の
う
さ
ぎ
と
風
車
。

　月
次
祭
（
毎
月
一
日
・
十
三
日
／
一
月
は
十
三
日
・
九
月
は
一
日
の
み
）

　村
祭
り
（
十
月
二
日
）

　神
嘗
奉
祝
祭
（
十
月
十
七
日
）

　明
治
節
祭
（
十
一
月
三
日
）

　神
明
宮
例
祭
（
十
一
月
十
三
日
）

　七
五
三
祝
祭
（
十
一
月
十
五
日
）

　新
嘗
祭
（
十
一
月
二
十
三
日
）

　月
次
祭
（
毎
月
一
日
・
十
三
日
／
一
月
は
十
三
日
・
九
月
は
一
日
の
み
）

　村
祭
り
（
十
月
二
日
）

　神
嘗
奉
祝
祭
（
十
月
十
七
日
）

　明
治
節
祭
（
十
一
月
三
日
）

　神
明
宮
例
祭
（
十
一
月
十
三
日
）

　七
五
三
祝
祭
（
十
一
月
十
五
日
）

　新
嘗
祭
（
十
一
月
二
十
三
日
）

十
月
・
十
一
月
の
祭
事

か
ざ
ぐ
る
ま

か
ざ
ぐ
る
ま

10
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最
近
、
多
様
性
と
い
う
こ
と
ば
を

頻
繁
に
見
聞
き
し
ま
す
の
で
、
神
道

で
い
う
多
様
性
に
つ
い
て
考
え
て
み

ま
し
た
。

　
日
本
人
の
宗
教
に
関
す
る
意
識
は

外
国
人
の
そ
れ
と
は
か
な
り
相
違
が

あ
り
ま
す
。
日
本
人
の
信
仰
や
信
心

に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
よ
る

と
、
日
本
人
の
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
信

仰
や
信
心
を
も
っ
て
い
る
と
回
答

し
、
あ
と
の
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
は
無

宗
教
だ
と
回
答
し
て
い
ま
す
。
ほ
と

ん
ど
の
日
本
人
が
信
仰
を
持
っ
て
い

な
い
結
果
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
本
当

に
そ
う
で
し
ょ
う
か
。

　
皆
さ
ん
の
自
宅
近
く
に
は
神
社
が

あ
り
、
お
寺
も
多
く
あ
る
と
思
い
ま

す
。
そ
し
て
、
お
正
月
に
は
初
詣
に

出
か
け
、
お
盆
に
は
お
墓
参
り
に
行

き
ま
す
。
ま
た
、
お
葬
式
は
お
坊
さ

ん
に
お
願
い
し
ま
す
。
神
社
の
祭
礼

で
御
神
輿
を
担
い
だ
り
、
ク
リ
ス
マ

ス
ツ
リ
ー
を
飾
っ
て
お
祝
い
し
た
り
、

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
抵
抗
な
く
や
っ

て
い
る
の
が
私
た
ち
日
本
人
な
の
で

す
。
外
国
人
か
ら
す
る
と
、
と
て
も

信
心
深
い
国
民
に
見
え
る
こ
と
で

し
ょ
う
。
こ
の
こ
と
は
逆
に
、
信
仰
や

信
心
が
曖
昧
と
い
わ
れ
る
場
合
も
あ

り
ま
す
が
、
決
し
て
そ
う
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
日
本
人
の
暮
ら
し
ぶ
り
に

は
宗
教
的
要
素
が
ふ
ん
だ
ん
に
存
在

し
て
い
て
、
そ
れ
を
無
意
識
と
も
い

う
感
覚
で
実
践
し
て
い
る
の
で
す
。

　
で
は
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
寛
容

と
も
い
え
る
ベ
ー
ス
は
ど
こ
に
あ
る
の

で
し
ょ
う
か
。
仏
教
伝
来
以
前
の
日

本
人
は
、
身
の
回
り
の
あ
ら
ゆ
る
と

こ
ろ
（
山
川
草
木
・
森
羅
万
象
）
に
神

の
存
在
を
感
じ
て
、
こ
と
あ
る
度
に

神
に
祈
り
を
捧
げ
、
成
就
の
暁
に
は

感
謝
を
捧
げ
る
と
い
う
生
活
を
営
ん

で
き
ま
し
た
。
自
然
の
中
に
い
く
つ
も

の
祈
り
の
場
が
で
き
、
や
が
て
そ
こ
に

社
殿
が
建
て
ら
れ
、
神
社
と
な
り
、

祭
り
が
行
わ
れ
て
、
神
々
と
の
共
存

が
生
活
の
ベ
ー
ス
と
な
り
ま
し
た
。

　
様
々
な
願
い
事
を
そ
れ
ぞ
れ
の
役

割
を
担
う
神
様
に
祈
る
こ
と
に
よ
っ

て
不
安
を
軽
減
し
、
未
来
へ
希
望
を
つ

な
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
そ
れ

ぞ
れ
の
神
様
が
鎮
座
さ
れ
る
杜
や

神
々
が
宿
る
と
い
わ
れ
る
山
々
を
大
切

に
す
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
関
わ
る
動
植

物
な
ど
も
守
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
自

然
環
境
の
保
護
に
も
な
り
ま
す
。
さ

ら
に
は
多
種
多
様
の
信
仰
を
持
つ
人

た
ち
に
参
拝
し
て
も
ら
う
こ
と
で
共

存
共
栄
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

　
私
た
ち
の
ご
先
祖
は
多
様
な
神
様

を
崇
め
る
（
宗
教
的
多
様
性
）
と
い
う

こ
と
が
諸
々
を
円
満
に
運
ぶ
た
め
の

英
知
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
ま
し
た
。

　
私
た
ち
は
一
人
で
日
々
の
暮
ら
し
を

生
き
て
い
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
何

事
も
直
接
的
、
間
接
的
に
様
々
な
ご

縁
に
結
ば
れ
た
多
く
の
人
々
の
お
世

話
に
な
っ
て
〝
生
か
さ
れ
て
〞
い
る
の

で
す
。
そ
れ
は
目
に
見
え
る
人
々
だ

け
の
こ
と
と
思
い
が
ち
で
す
が
、
よ
り

大
切
な
の
は
、
目
に
見
え
な
い
多
く

の
神
々
や
今
に
至
る
生
命
を
繋
い
で

い
た
だ
い
た
、
た
く
さ
ん
の
ご
先
祖
の

お
導
き
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
の
こ
と

で
あ
り
、「
お
か
げ
さ
ま
で
」
と
、
あ

り
が
た
く
感
じ
る
こ
と
な
の
で
す
。

　
多
様
な
神
々
、
多
く
の
ご
先
祖
や

人
々
に
感
謝
の
思
い
が
及
べ
ば
、
日
々

の
暮
ら
し
が
心
楽
し
い
心
豊
か
な
も

の
に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

﹁
多
様
性
﹂

宮

　司  

藤
井
秀
嗣

髙瀬稲荷社例祭斎行

井波松風会の皆様による吟詠奉納

戦
後
七
十
七
年
目
の

　
　
　
　
功
霊
殿
例
祭

　
秋
空
の
高
く
澄
み
渡
る
九
月
十

三
日
、
大
神
様
の
ご
神
恩
に
感
謝

す
る
、
ひ
と
と
せ
に
一
度
の
例
祭

を
斎
行
し
ま
し
た
。

　昨
年
に
続
き
、
感
染
症
拡
大
防
止
の

観
点
か
ら
、
ご
参
列
人
数
の
調
整
を
行

い
、
関
係
各
位
の
ご
理
解
と
あ
た
た
か

い
ご
協
力
を
い
た
だ
い
て
の
斎
行
と

例
祭
斎
行

　連
日
の
晴
天
に
空
梅
雨
の

声
も
聞
か
れ
た
六
月
三
十

日
、
末
社
「
髙
瀬
稲
荷
社
」
の

例
祭
並
び
に
商
売
繁
盛
祈
願

祭
を
斎
行
し
ま
し
た
。
感
染

症
の
影
響
が
続
く
中
、
講
員

の
皆
様
は
事
業
の
繁
栄
と
業

務
の
安
全
を
祈
っ
て
、
初
夏

の
木
漏
れ
日
の
中
、
力
強
く

拍
手
の
音
を
響
か
せ
て
お
参

り
さ
れ
ま
し
た
。

　大
神
様
の
ご
加
護
が
あ
り

ま
す
よ
う
に
― 

。

　毎
年
六
月
と
十
二
月
の
晦
日
に
行
わ

れ
る
「
大
祓
」
は
、
私
達
が
日
常
生
活
の

中
で
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
犯
し
た

罪
や
穢
れ
を
祓
い
清
め
る
神
事
で
す
。

　こ
の
日
ご
参
列
の
皆
様
は
、
各
々

「
人
形
」
に
罪
穢
れ
を
移
し
大
麻
、
切

麻
に
て
祓
い
を
受
け
る
と
、
神
職
の
先

導
に
よ
っ
て
茅
の
輪
を
く
ぐ
り
、
次
の

半
年
間
に
臨
む
為
の
清
ら
か
な
心
身
に

立
ち
返
り
ま
し
た
。
ま
た
、
全
国
の
崇

敬
者
の
皆
様
か
ら
届
け
ら
れ
た
人
形
も

心
を
込
め
て
祓
い
清
め
、
無
事
、
恒
例

の
神
事
を
ご
奉
仕
し
ま
し
た
。

夏
越
大
祓

あ
わ
せ
て
茅
の
輪
神
事
斎
行

か
ら  

つ    

ゆ

か
し
わ
で

お
お
は
ら
え

け
が

ひ
と
が
た

お
お
ぬ
さ

ち

　
　
　わ

き
り

ぬ
さ

な
っ
た
本
祭
典
。
神
社
本
庁

よ
り
の
「
幣
帛
」
を
奉
り
、

宮
司
以
下
神
職
・
巫
女
、
そ

し
て
ご
参
列
を
賜
り
ま
し
た

石
岡
敬
夫
・
藤
井
秀
之
両
責

任
役
員
、
ま
た
岩
倉
保
男
高

瀬
区
長
他
の
皆
様
は
、
髙
瀬

の
大
神
様
へ
の
感
謝
と
、
今

後
益
々
の
地
域
、
更
に
は
国

家
の
繁
栄
と
国
民
の
慶
福
を

祈
り
、
大
前
に
赤
誠
を
捧
げ

ま
し
た
。

　ま
た
神
賑
行
事
に
は
、
今

年
も
井
波
地
域
を
中
心
に
広

く
活
躍
す
る
、
女
声
コ
ー
ラ

ス
グ
ル
ー
プ
「
ソ
ッ
ト
・

ヴ
ォ
ー
チ
ェ
」
会
員
の
皆
様

に
よ
る
『
越
中
一
宮
髙
瀬
神

社
奉
賛
歌
』
が
、
歌
声
も
高

　御
本
殿
に
寄
り
添
う
よ
う
に
鎮
座

す
る
「
功
霊
殿
」
は
、
砺
波
地
域
か

ら
出
征
さ
れ
た
英
霊
と
、
当
地
方
開

拓
の
功
労
者
あ
わ
せ
て
六
、
四
〇
〇

余
柱
を
お
祀
し
て
お
り
、
こ

の
日
も
御
本
殿
に
引
き
続

き
祭
祀
を
厳
修
し
ま
し
た
。

　今
年
の
「
井
波
松
風
会
」

の
皆
様
の
吟
詠
は
、
乃
木
希

典
作
「
神
州
」
と
本
宮
三
香

作
「
九
段
の
桜
」
の
二
曲
。

　ど
ん
な
時
代
で
あ
っ
て

も
、
英
霊
へ
の
感
謝
の
心
は

必
ず
後
世
に
語
り
継
が
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

ら
か
に
奉
唱
さ
れ
ま

し
た
。

　こ
の
奉
賛
歌
は
、

髙
瀬
の
大
神
様
を

お
讃
え
す
る
べ
く
、

作
詞
芳
賀
矢
一
氏
、

作
曲
本
居
長
世
氏

に
よ
り
創
作
、
大
正

十
二
年
に
初
め
て
奉

唱
さ
れ
た
由
緒
あ
る

楽
曲
で
す
。

ソット・ヴォーチェの皆様による奉賛歌の奉唱

へ
い 

は
く

こ
う
れ
い
で
ん

は
し
ら

し
ん
し
ゅ
う
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最
近
、
多
様
性
と
い
う
こ
と
ば
を

頻
繁
に
見
聞
き
し
ま
す
の
で
、
神
道

で
い
う
多
様
性
に
つ
い
て
考
え
て
み

ま
し
た
。

　
日
本
人
の
宗
教
に
関
す
る
意
識
は

外
国
人
の
そ
れ
と
は
か
な
り
相
違
が

あ
り
ま
す
。
日
本
人
の
信
仰
や
信
心

に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
よ
る

と
、
日
本
人
の
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
信

仰
や
信
心
を
も
っ
て
い
る
と
回
答

し
、
あ
と
の
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
は
無

宗
教
だ
と
回
答
し
て
い
ま
す
。
ほ
と

ん
ど
の
日
本
人
が
信
仰
を
持
っ
て
い

な
い
結
果
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
本
当

に
そ
う
で
し
ょ
う
か
。

　
皆
さ
ん
の
自
宅
近
く
に
は
神
社
が

あ
り
、
お
寺
も
多
く
あ
る
と
思
い
ま

す
。
そ
し
て
、
お
正
月
に
は
初
詣
に

出
か
け
、
お
盆
に
は
お
墓
参
り
に
行

き
ま
す
。
ま
た
、
お
葬
式
は
お
坊
さ

ん
に
お
願
い
し
ま
す
。
神
社
の
祭
礼

で
御
神
輿
を
担
い
だ
り
、
ク
リ
ス
マ

ス
ツ
リ
ー
を
飾
っ
て
お
祝
い
し
た
り
、

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
抵
抗
な
く
や
っ

て
い
る
の
が
私
た
ち
日
本
人
な
の
で

す
。
外
国
人
か
ら
す
る
と
、
と
て
も

信
心
深
い
国
民
に
見
え
る
こ
と
で

し
ょ
う
。
こ
の
こ
と
は
逆
に
、
信
仰
や

信
心
が
曖
昧
と
い
わ
れ
る
場
合
も
あ

り
ま
す
が
、
決
し
て
そ
う
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
日
本
人
の
暮
ら
し
ぶ
り
に

は
宗
教
的
要
素
が
ふ
ん
だ
ん
に
存
在

し
て
い
て
、
そ
れ
を
無
意
識
と
も
い

う
感
覚
で
実
践
し
て
い
る
の
で
す
。

　
で
は
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
寛
容

と
も
い
え
る
ベ
ー
ス
は
ど
こ
に
あ
る
の

で
し
ょ
う
か
。
仏
教
伝
来
以
前
の
日

本
人
は
、
身
の
回
り
の
あ
ら
ゆ
る
と

こ
ろ
（
山
川
草
木
・
森
羅
万
象
）
に
神

の
存
在
を
感
じ
て
、
こ
と
あ
る
度
に

神
に
祈
り
を
捧
げ
、
成
就
の
暁
に
は

感
謝
を
捧
げ
る
と
い
う
生
活
を
営
ん

で
き
ま
し
た
。
自
然
の
中
に
い
く
つ
も

の
祈
り
の
場
が
で
き
、
や
が
て
そ
こ
に

社
殿
が
建
て
ら
れ
、
神
社
と
な
り
、

祭
り
が
行
わ
れ
て
、
神
々
と
の
共
存

が
生
活
の
ベ
ー
ス
と
な
り
ま
し
た
。

　
様
々
な
願
い
事
を
そ
れ
ぞ
れ
の
役

割
を
担
う
神
様
に
祈
る
こ
と
に
よ
っ

て
不
安
を
軽
減
し
、
未
来
へ
希
望
を
つ

な
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
そ
れ

ぞ
れ
の
神
様
が
鎮
座
さ
れ
る
杜
や

神
々
が
宿
る
と
い
わ
れ
る
山
々
を
大
切

に
す
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
関
わ
る
動
植

物
な
ど
も
守
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
自

然
環
境
の
保
護
に
も
な
り
ま
す
。
さ

ら
に
は
多
種
多
様
の
信
仰
を
持
つ
人

た
ち
に
参
拝
し
て
も
ら
う
こ
と
で
共

存
共
栄
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

　
私
た
ち
の
ご
先
祖
は
多
様
な
神
様

を
崇
め
る
（
宗
教
的
多
様
性
）
と
い
う

こ
と
が
諸
々
を
円
満
に
運
ぶ
た
め
の

英
知
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
ま
し
た
。

　
私
た
ち
は
一
人
で
日
々
の
暮
ら
し
を

生
き
て
い
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
何

事
も
直
接
的
、
間
接
的
に
様
々
な
ご

縁
に
結
ば
れ
た
多
く
の
人
々
の
お
世

話
に
な
っ
て
〝
生
か
さ
れ
て
〞
い
る
の

で
す
。
そ
れ
は
目
に
見
え
る
人
々
だ

け
の
こ
と
と
思
い
が
ち
で
す
が
、
よ
り

大
切
な
の
は
、
目
に
見
え
な
い
多
く

の
神
々
や
今
に
至
る
生
命
を
繋
い
で

い
た
だ
い
た
、
た
く
さ
ん
の
ご
先
祖
の

お
導
き
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
の
こ
と

で
あ
り
、「
お
か
げ
さ
ま
で
」
と
、
あ

り
が
た
く
感
じ
る
こ
と
な
の
で
す
。

　
多
様
な
神
々
、
多
く
の
ご
先
祖
や

人
々
に
感
謝
の
思
い
が
及
べ
ば
、
日
々

の
暮
ら
し
が
心
楽
し
い
心
豊
か
な
も

の
に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

﹁
多
様
性
﹂

宮

　司  

藤
井
秀
嗣

髙瀬稲荷社例祭斎行

井波松風会の皆様による吟詠奉納

戦
後
七
十
七
年
目
の

　
　
　
　
功
霊
殿
例
祭

　
秋
空
の
高
く
澄
み
渡
る
九
月
十

三
日
、
大
神
様
の
ご
神
恩
に
感
謝

す
る
、
ひ
と
と
せ
に
一
度
の
例
祭

を
斎
行
し
ま
し
た
。

　昨
年
に
続
き
、
感
染
症
拡
大
防
止
の

観
点
か
ら
、
ご
参
列
人
数
の
調
整
を
行

い
、
関
係
各
位
の
ご
理
解
と
あ
た
た
か

い
ご
協
力
を
い
た
だ
い
て
の
斎
行
と

例
祭
斎
行

　連
日
の
晴
天
に
空
梅
雨
の

声
も
聞
か
れ
た
六
月
三
十

日
、
末
社
「
髙
瀬
稲
荷
社
」
の

例
祭
並
び
に
商
売
繁
盛
祈
願

祭
を
斎
行
し
ま
し
た
。
感
染

症
の
影
響
が
続
く
中
、
講
員

の
皆
様
は
事
業
の
繁
栄
と
業

務
の
安
全
を
祈
っ
て
、
初
夏

の
木
漏
れ
日
の
中
、
力
強
く

拍
手
の
音
を
響
か
せ
て
お
参

り
さ
れ
ま
し
た
。

　大
神
様
の
ご
加
護
が
あ
り

ま
す
よ
う
に
― 

。

　毎
年
六
月
と
十
二
月
の
晦
日
に
行
わ

れ
る
「
大
祓
」
は
、
私
達
が
日
常
生
活
の

中
で
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
犯
し
た

罪
や
穢
れ
を
祓
い
清
め
る
神
事
で
す
。

　こ
の
日
ご
参
列
の
皆
様
は
、
各
々

「
人
形
」
に
罪
穢
れ
を
移
し
大
麻
、
切

麻
に
て
祓
い
を
受
け
る
と
、
神
職
の
先

導
に
よ
っ
て
茅
の
輪
を
く
ぐ
り
、
次
の

半
年
間
に
臨
む
為
の
清
ら
か
な
心
身
に

立
ち
返
り
ま
し
た
。
ま
た
、
全
国
の
崇

敬
者
の
皆
様
か
ら
届
け
ら
れ
た
人
形
も

心
を
込
め
て
祓
い
清
め
、
無
事
、
恒
例

の
神
事
を
ご
奉
仕
し
ま
し
た
。

夏
越
大
祓

あ
わ
せ
て
茅
の
輪
神
事
斎
行

か
ら  

つ    

ゆ

か
し
わ
で

お
お
は
ら
え

け
が

ひ
と
が
た

お
お
ぬ
さ

ち

　
　
　わ

き
り

ぬ
さ

な
っ
た
本
祭
典
。
神
社
本
庁

よ
り
の
「
幣
帛
」
を
奉
り
、

宮
司
以
下
神
職
・
巫
女
、
そ

し
て
ご
参
列
を
賜
り
ま
し
た

石
岡
敬
夫
・
藤
井
秀
之
両
責

任
役
員
、
ま
た
岩
倉
保
男
高

瀬
区
長
他
の
皆
様
は
、
髙
瀬

の
大
神
様
へ
の
感
謝
と
、
今

後
益
々
の
地
域
、
更
に
は
国

家
の
繁
栄
と
国
民
の
慶
福
を

祈
り
、
大
前
に
赤
誠
を
捧
げ

ま
し
た
。

　ま
た
神
賑
行
事
に
は
、
今

年
も
井
波
地
域
を
中
心
に
広

く
活
躍
す
る
、
女
声
コ
ー
ラ

ス
グ
ル
ー
プ
「
ソ
ッ
ト
・

ヴ
ォ
ー
チ
ェ
」
会
員
の
皆
様

に
よ
る
『
越
中
一
宮
髙
瀬
神

社
奉
賛
歌
』
が
、
歌
声
も
高

　御
本
殿
に
寄
り
添
う
よ
う
に
鎮
座

す
る
「
功
霊
殿
」
は
、
砺
波
地
域
か

ら
出
征
さ
れ
た
英
霊
と
、
当
地
方
開

拓
の
功
労
者
あ
わ
せ
て
六
、
四
〇
〇

余
柱
を
お
祀
し
て
お
り
、
こ

の
日
も
御
本
殿
に
引
き
続

き
祭
祀
を
厳
修
し
ま
し
た
。

　今
年
の
「
井
波
松
風
会
」

の
皆
様
の
吟
詠
は
、
乃
木
希

典
作
「
神
州
」
と
本
宮
三
香

作
「
九
段
の
桜
」
の
二
曲
。

　ど
ん
な
時
代
で
あ
っ
て

も
、
英
霊
へ
の
感
謝
の
心
は

必
ず
後
世
に
語
り
継
が
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

ら
か
に
奉
唱
さ
れ
ま

し
た
。

　こ
の
奉
賛
歌
は
、

髙
瀬
の
大
神
様
を

お
讃
え
す
る
べ
く
、

作
詞
芳
賀
矢
一
氏
、

作
曲
本
居
長
世
氏

に
よ
り
創
作
、
大
正

十
二
年
に
初
め
て
奉

唱
さ
れ
た
由
緒
あ
る

楽
曲
で
す
。

ソット・ヴォーチェの皆様による奉賛歌の奉唱

へ
い 

は
く

こ
う
れ
い
で
ん

は
し
ら

し
ん
し
ゅ
う
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七
夕
祭
並
び
に

技
芸
上
達
祈
願
祭

技
芸
上
達
祈
願
祭

　
願
い
ご
と
、
天
ま
で
届
け
。

今
日
ま
で
あ
り
が
と
う
。

今
日
ま
で
あ
り
が
と
う
。

　今
年
で
四
回
目
を
数
え
る
新
し
い
夏

の
風
物
詩
「
夏
詣
」
最
終
日
の
七
月
七

日
、
ご
参
拝
の
皆
様
が
掲
げ
た
た
く
さ

ん
の
お
願
い
ご
と
短
冊
を
祓
い
成
就
を

願
う
「
七
夕
祭
」
を
斎
行
し
ま
し
た
。

　祭
典
で
は
金
沢
市
の
岩
田
典
子
さ
ん

に
よ
り
「
三
昧
琴
」
の
演
奏
が
奉
納
さ

れ
、
ご
参
列
の
方
々
、
ま
た
職
場
体
験

学
習
「
十
四
歳
の
挑
戦
」
に
参
加
中
の

福
野
中
学
校
生
徒
の
皆
さ
ん
も
、
ひ
と

と
き
、
静
寂
の
中
に
響
く
涼
や
か
な
音

色
に
心
を
奪
わ
れ
ま
し
た
。

な
つ
も
う
で

さ
ん
ま
い
き
ん

歩行者通路整備工事竣功歩行者通路整備工事竣功
参拝者駐車場参拝者駐車場

安産祈願  戌の日カレンダー
10月　12日・24日　　
11月　 5日・17日・29日　
12月　11日・23日

1月　 4日・16日・28日　
2月　 9日・21日　　
3月　 5日・17日・29日　 　

腹帯のお祓いも行いますので、どうぞご持参下さい。

令
和
4
年

令
和
5
年

　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

祝
祭
日
に
は
国
旗
を
掲
げ
ま
し
ょ
う

熱
送
り
太
皷
巡
行

勇壮な打音が田園風景に響く

笹波　美恵笹波　美恵飛騨山静恵飛騨山静恵

熊野　幸子熊野　幸子中林　雅代中林　雅代

松本　昌子松本　昌子牛島　辰馬牛島　辰馬

川原　るみ川原　るみ安達　陽子安達　陽子

床　サユリ床　サユリ辻　　和志辻　　和志

中山朱津子中山朱津子

中嶋外志男中嶋外志男南部　祥雲南部　祥雲

笹川むもん笹川むもん千代狛千代狛

開
催
期
間

　七
月
十
六
日 

〜
十
八
日

会

　
　場

　髙
瀬
神
社
参
集
殿

　
　
　総
合
監
修

　梅
崎
親
美

　
　銘
木
材

　嶋
田
工
芸

　
　
　写

　
　真

　荒
井
恒
雄

　
　
　生
け
花

　草
月
流
秀
抱
会

人形感謝祭斎行　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
展
覧
会
が
、
本
年
も
華
や

か
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　期
間
中
、
ご
来
場
の
皆
様
に
は
感

染
防
止
対
策
へ
の
ご
協
力
を
い
た
だ

き
、
盛
況
の
う
ち
に
無
事
、
会
期
を

終
え
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

　七
月
十
七
日
、
長
い
時
を
共

に
過
ご
し
た
人
形
に
感
謝
を

伝
え
、
祓
い
の
後
に
お
焚
き
上

げ
を
す
る
「
人
形
感
謝
祭
」
を

斎
行
し
ま
し
た
。

　祭
典
の
受
付
で
は
、
大
切
な

人
形
を
持
ち
寄
ら
れ
た
皆
様

が
、
最
後
の
お
別
れ
を
し
て
、

感
謝
の
言
葉
を
「
人
形
」
に
綴

り
、
別
れ
を
惜
し
み
な
が
ら
ひ

と
つ
ひ
と
つ
丁
寧
に
置
き
飾
り

ま
し
た
。

　「
人
形
感
謝
祭
」
は
、
毎
年

七
月
に
ご
奉
仕
し
て
い
ま
す
。

ひ
と
が
た

　七月十日、当神社参拝者駐車場横の石碑
移設に併せて行われていた、駐車場から神
社正面への歩道に直結する、歩行者通路の
整備工事が竣功しました。
　これにより駐車場から境内への移動距離
が短縮、また手摺の設置、通路確保の為の
路面標示塗装などにより、参拝者の皆様の
安全性も向上しました。

献穀田だより　鎮
守
の
杜
も
夏
の
俄
雨
に
ほ
っ
と
息

を
つ
く
「
大
暑
」
の
七
月
二
十
三
日
、

農
作
物
の
順
調
な
生
育
と
無
事
の
収
穫

を
ご
神
前
に
祈
念
す
る
「
除
熱
祭
」
を

斎
行
し
ま
し
た
。

　ま
た
そ
の
夕
刻

に
は
氏
子
の
練
り

回
す
「
熱
送
り
太

皷
」
が
巡
行
。
雨

上
が
り
の
田
畑
に

豊
作
を
祈
る
打
音

を
轟
か
せ
ま
し
た
。

に
わ
か
あ
め

た
い 

し
ょ

ね
つ
お
く

じ
ょ
ね
つ
さ
い

と
ど
ろ

て   すり
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会
と
が
織
り
な
す
、
創
作
人
形
と
い

け
ば
な
の
展
覧
会
が
、
本
年
も
華
や

か
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　期
間
中
、
ご
来
場
の
皆
様
に
は
感

染
防
止
対
策
へ
の
ご
協
力
を
い
た
だ

き
、
盛
況
の
う
ち
に
無
事
、
会
期
を

終
え
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

　七
月
十
七
日
、
長
い
時
を
共

に
過
ご
し
た
人
形
に
感
謝
を

伝
え
、
祓
い
の
後
に
お
焚
き
上

げ
を
す
る
「
人
形
感
謝
祭
」
を

斎
行
し
ま
し
た
。

　祭
典
の
受
付
で
は
、
大
切
な

人
形
を
持
ち
寄
ら
れ
た
皆
様

が
、
最
後
の
お
別
れ
を
し
て
、

感
謝
の
言
葉
を
「
人
形
」
に
綴

り
、
別
れ
を
惜
し
み
な
が
ら
ひ

と
つ
ひ
と
つ
丁
寧
に
置
き
飾
り

ま
し
た
。

　「
人
形
感
謝
祭
」
は
、
毎
年

七
月
に
ご
奉
仕
し
て
い
ま
す
。

ひ
と
が
た

　七月十日、当神社参拝者駐車場横の石碑
移設に併せて行われていた、駐車場から神
社正面への歩道に直結する、歩行者通路の
整備工事が竣功しました。
　これにより駐車場から境内への移動距離
が短縮、また手摺の設置、通路確保の為の
路面標示塗装などにより、参拝者の皆様の
安全性も向上しました。

献穀田だより　鎮
守
の
杜
も
夏
の
俄
雨
に
ほ
っ
と
息

を
つ
く
「
大
暑
」
の
七
月
二
十
三
日
、

農
作
物
の
順
調
な
生
育
と
無
事
の
収
穫

を
ご
神
前
に
祈
念
す
る
「
除
熱
祭
」
を

斎
行
し
ま
し
た
。

　ま
た
そ
の
夕
刻

に
は
氏
子
の
練
り

回
す
「
熱
送
り
太

皷
」
が
巡
行
。
雨

上
が
り
の
田
畑
に

豊
作
を
祈
る
打
音

を
轟
か
せ
ま
し
た
。

に
わ
か
あ
め

た
い 

し
ょ

ね
つ
お
く

じ
ょ
ね
つ
さ
い

と
ど
ろ

て   すり
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　髙
瀬
神
社
で
は
、
経
年
等
に
よ
り
傷
み
の
進
行

し
た
御
社
殿
屋
根
の
葺
き
替
え
工
事
を
実
施
し
て

お
り
ま
す
。
引
き
続
き
、
あ
た
た
か
い
ご
奉
賛
を

賜
り
ま
す
よ
う
謹
ん
で
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

《
事
業
概
要
》

一
、
御
社
殿
屋
根
銅
板
葺
き
替
え
他
改
修
工
事

一
、
工
期 

令
和
四
年
夏
よ
り
令
和
五
年
秋

一
、
募
金
目
標
額
　
五
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

一
、
募
金
実
施
期
間
　
令
和
五
年
十
二
月
末
ま
で

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
。

徐
々
に
蘇
る
回
廊
の
屋
根

ご
奉
納
頂
い
た
銅
板
も
屋
根
材
に
加
工

　髙瀬神社注連縄奉納講では、毎年、新年に
向けてご社殿の注連縄のかけ替えを実施して
います。真新しい注連縄に祈りを込めて、
清々しい新年をお迎え下さい。

注連縄奉納のご案内

● 一口　10,000円
● お申込み期限　令和4年10月31日
● ご奉賛者様のお名前・お願い事を記した紙を
　注連縄に綯い込み、ご神前に掲げます。
● お申込み・お問合せは社務所まで。
　　　　　　　　　　電話 0763（82）0932

し め な わ

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
四
年
六
月
一
日
〜
八
月
三
十
一
日

令
和
四
年
六
月
一
日
〜
八
月
三
十
一
日

【
五
十
万
円
】

　西
田

　𠮷
輝

【
三
十
万
円
】

　岩
倉

　隆
弘

【
十
万
円
】

　中
井

　邦
夫

【
五
万
円
】

　庄
川
自
動
車
㈱

　
　米
道

　俊
信

　京
都
奉
製
㈱

　細
田

　良
造

　佐
々
木

　清

　佐
々
木
外
茂
美

【
三
万
円
】

　馬
淵

　
　龍

【
二
万
円
】

　吉
田
み
つ
え

　野
村

　純
一

【
一
万
五
千
円
】

　井
上

　惠
資

【
一
万
円
】

　笠
田

　武
司

　屋
鋪

　信
一

　町
田

　
　博

　寺
井

　貞
次

　中
畠

　好
夫

　齋
藤

　侃
夫

　島
﨑

　清
信

　長
谷
川
範
明

【
五
千
円
】

　森
田

　吉
彦

　森
田

　洋
子

　中
嶋

　孝
信

　厚
地

　春
子

　古
村

　賢
一

　北

　
　義
雄

　笽
島

　達
也

　伊
藤

　篤
史

　大
島
多
津
美

　林

　
　
　駿

　伊
藤

　誌
哉

　五
反
み
ね
子

　大
島

　
　勉

　小
泉

　由
和

　南

　左
起
子

　宮
本

　泰
輔

　清
原

　晟
子

　森
田

　真
弓

　石
原
富
士
夫

　四
十
万
忠
史

・
銅
板
奉
納
者

　高
野

　敦
子

　㈱
ツ
ザ
ワ
電
子

　
　石
畠

　健
男

　稲
葉

　智
裕

　㈱
ケ
ー
ア
ラ
イ
バ
ル

　嶋

　
　昭
男

　四
十
万
文
男

　前
田

　
　一

　石
川

　泰
成

　林

　
　亮
一

　籏

　
　直
樹

　米
田
美
代
子

　山
本

　恭
代

　横
澤

　麗
城

　青
山

　秀
美

　大
村

　茂
幸

　新

　
　暢
哉

　竹
内

　
　等

　森
田

　洋
子

　小
原
喜
美
男

　綱
取

　孝
文

　山
川

　信
一

　山
本

　邦
子

　村
岡

　朝
子

　分
銅

　文
雄

　浅
野

　真
澄

　井
澤

　雄
一

　中
村

　善
行

　林

　
　裕
子

　松
本

　智
恵

　小
泉

　祐
子

　田
北

　浩
世

　長
田

　琉
暉

　高
田

　春
佳

　久
郷

　珠
代

　樋
口

　昌
樹

　中
村
健
一
郎

　中
野

　
　保

　辻

　
　慶
輝

　辻

　
　知
尋

　辻

　
　帆
桜

　辻

　
　詩
葉

　中
村
圭
太
郎

　今
井

　隆
博

　山
本
康
一
朗

　垣
見
希
宗
子

　川
田

　展
大

　山
田

　洋
平

　浅
川

　
　豊

　〜
山
に
親
し
む
機
会
を
得
て
、

山
の
恩
恵
に
感
謝
す
る
〜
国
民
の

祝
日
「
山
の
日
」。
今
年
は
八
月

十
一
日
が
「
山
の
日
」
で
し
た
。

　日
本
の
国
土
の
六
〜
七
割
が
山

地
で
あ
り
、
日
本
人
は
山
な
ど
の

自
然
に
畏
敬
の
念
を
抱
き
つ
つ
、

そ
の
恵
み
に
感
謝
し
な
が
ら
生
活

し
て
き
ま
し
た
。

　ご
承
知
の
通
り
富
山
県
を
代

表
す
る
県
の
山
は
「
立
山
」
で
す

が
、
そ
の
立
山
と
同
じ
よ
う
に

「
牛
嶽
」
も
原
始
的
自
然
信
仰
の

山
、「
神
体
山
」
と
し
て
越
中
国

の
人
々
に
崇
め
ら
れ
、
親
し
ま
れ

て
き
ま
し
た
。

　今
回
紹
介
し
ま
す
牧
の
「
牛
嶽

社
」
は
、
富
山
市
山
田
牧
に
鎮
座

す
る
神
社
で
す
。
現
在
の
富
山
市

山
田
（
旧
山
田
村
内
）
に
は
、
牛

嶽
社
や
牛
嶽
神
社
な
ど
十
六
社

あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
後
の
廃
村

牛
嶽
社
め
ぐ
り

大
国
さ
ま
の山

田
牧 

牛
嶽
社

に
よ
り
「
鍋
谷
」
「
居
舟
」

「
赤
目
谷
」「
湯
」
「
小
島
」

「
白
井
谷
」「
沼
又
」「
牧
」

「
今
山
田
」「
宿
坊
」
の
十
社
と

な
り
ま
し
た
。
牧
の
牛
嶽
社

も
そ
の
内
の
一
社
で
す
。

　勧
請
さ
れ
た
年
月
は
不
詳

で
す
が
、
古
来
よ
り
牧
の
産

土
社
と
し
て
鎮
座
さ
れ
、
大

正
四
年
に
社
殿
を
改
築
し
た

記
録
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　現
在
、
春
祭
は
四
月
十
四

日
、秋
祭
が
九
月
二
十
五
日
に

行
わ
れ
て
い
ま
す
。

シ
リ
ー
ズ

第
五
回 

神
社
名
　
牛
嶽
社

鎮
座
地
　
富
山
市
山
田
牧

御
祭
神
　
大
名
持
命

宮
　
司
　
近
尾
昌
幸

境
内
地
　
七
七
三
坪

そびえ立つ石の鳥居と社殿

七
五
三
詣
の

　
　
　
　ご
案
内

7歳（女児）平成28年生まれ
5歳（男児）平成30年生まれ
3歳（男女）令和 2年生まれ

期　　間　10月1日(土)～11月30日(水)
受付時間　午前9時～午後4時30分まで
ご祈祷料　お１人につき5,000円より

（数え年）

お子様の健やかなご成長を祈って
　かわいいお子様の成長を祝い、ご家族
おそろいでお参り下さい。

　髙
瀬
神
社
で
は
、
初
詣
期
間
の
正
参
道
を
飾
る

提
灯
の
奉
納
を
ご
案
内
し
て
い
ま
す
。
大
神
様
の

更
な
る
ご
加
護
と
、
来
た
る
新
年
が
尚
一
層
輝

か
し
い
一
年
と
な
り
ま
す
よ
う
祈
り
を
捧
げ
、

奉
納
願
い
ま
す
。

一
、
献
灯
期
間
　
正
月
七
日
ま
で

一
、
献 

灯 

料
　
一
基
一
万
円

一
、
申
込
期
限
　
十
一
月
三
十
日

○
お
申
込
み
の
方
の
家
内
安
全
・

　
商
売
繁
盛
他
の
祈
願
祭
を
ご
奉

　
仕
致
し
ま
す
。

○
詳
し
く
は
社
務
所
ま
で
お
問
い

　
合
わ
せ
下
さ
い
。

南
砺
市

　㈱
高
瀬

高
瀬
産
業
株
式
会
社

一
、
会
社高

瀬

　高
瀬
太
郎

高
瀬

　太
郎

二
、
個
人

　※
記
載
芳
名

　
　
　例
（
約
八
文
字
）

令
和
五
年 

初
詣
献
灯
の
ご
案
内

　かねてより氏子崇敬者の皆様から真心の
こもったご浄財をお寄せいただいております
本事業、「御社殿屋根銅板葺き替え工事」が
八月下旬より開始されました。
　まずは拝殿に連なる回廊から着工し、年
内は功霊殿の拝殿までの工事を予定してい
ます。この間、ご参拝の皆様にはご不便をお
かけしますことをご容赦下さい。

し
ん 

た
い 

さ
ん

う
ぶ

す
な
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　髙
瀬
神
社
で
は
、
経
年
等
に
よ
り
傷
み
の
進
行

し
た
御
社
殿
屋
根
の
葺
き
替
え
工
事
を
実
施
し
て

お
り
ま
す
。
引
き
続
き
、
あ
た
た
か
い
ご
奉
賛
を

賜
り
ま
す
よ
う
謹
ん
で
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

《
事
業
概
要
》

一
、
御
社
殿
屋
根
銅
板
葺
き
替
え
他
改
修
工
事

一
、
工
期 

令
和
四
年
夏
よ
り
令
和
五
年
秋

一
、
募
金
目
標
額
　
五
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

一
、
募
金
実
施
期
間
　
令
和
五
年
十
二
月
末
ま
で

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
。

徐
々
に
蘇
る
回
廊
の
屋
根

ご
奉
納
頂
い
た
銅
板
も
屋
根
材
に
加
工

　髙瀬神社注連縄奉納講では、毎年、新年に
向けてご社殿の注連縄のかけ替えを実施して
います。真新しい注連縄に祈りを込めて、
清々しい新年をお迎え下さい。

注連縄奉納のご案内

● 一口　10,000円
● お申込み期限　令和4年10月31日
● ご奉賛者様のお名前・お願い事を記した紙を
　注連縄に綯い込み、ご神前に掲げます。
● お申込み・お問合せは社務所まで。
　　　　　　　　　　電話 0763（82）0932

し め な わ

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
四
年
六
月
一
日
〜
八
月
三
十
一
日

令
和
四
年
六
月
一
日
〜
八
月
三
十
一
日

【
五
十
万
円
】

　西
田

　𠮷
輝

【
三
十
万
円
】

　岩
倉

　隆
弘

【
十
万
円
】

　中
井

　邦
夫

【
五
万
円
】

　庄
川
自
動
車
㈱

　
　米
道

　俊
信

　京
都
奉
製
㈱

　細
田

　良
造

　佐
々
木

　清

　佐
々
木
外
茂
美

【
三
万
円
】

　馬
淵

　
　龍

【
二
万
円
】

　吉
田
み
つ
え

　野
村

　純
一

【
一
万
五
千
円
】

　井
上

　惠
資

【
一
万
円
】

　笠
田

　武
司

　屋
鋪

　信
一

　町
田

　
　博

　寺
井

　貞
次

　中
畠

　好
夫

　齋
藤

　侃
夫

　島
﨑

　清
信

　長
谷
川
範
明

【
五
千
円
】

　森
田

　吉
彦

　森
田

　洋
子

　中
嶋

　孝
信

　厚
地

　春
子

　古
村

　賢
一

　北

　
　義
雄

　笽
島

　達
也

　伊
藤

　篤
史

　大
島
多
津
美

　林

　
　
　駿

　伊
藤

　誌
哉

　五
反
み
ね
子

　大
島

　
　勉

　小
泉

　由
和

　南

　左
起
子

　宮
本

　泰
輔

　清
原

　晟
子

　森
田

　真
弓

　石
原
富
士
夫

　四
十
万
忠
史

・
銅
板
奉
納
者

　高
野

　敦
子

　㈱
ツ
ザ
ワ
電
子

　
　石
畠

　健
男

　稲
葉

　智
裕

　㈱
ケ
ー
ア
ラ
イ
バ
ル

　嶋

　
　昭
男

　四
十
万
文
男

　前
田

　
　一

　石
川

　泰
成

　林

　
　亮
一

　籏

　
　直
樹

　米
田
美
代
子

　山
本

　恭
代

　横
澤

　麗
城

　青
山

　秀
美

　大
村

　茂
幸

　新

　
　暢
哉

　竹
内

　
　等

　森
田

　洋
子

　小
原
喜
美
男

　綱
取

　孝
文

　山
川

　信
一

　山
本

　邦
子

　村
岡

　朝
子

　分
銅

　文
雄

　浅
野

　真
澄

　井
澤

　雄
一

　中
村

　善
行

　林

　
　裕
子

　松
本

　智
恵

　小
泉

　祐
子

　田
北

　浩
世

　長
田

　琉
暉

　高
田

　春
佳

　久
郷

　珠
代

　樋
口

　昌
樹

　中
村
健
一
郎

　中
野

　
　保

　辻

　
　慶
輝

　辻

　
　知
尋

　辻

　
　帆
桜

　辻

　
　詩
葉

　中
村
圭
太
郎

　今
井

　隆
博

　山
本
康
一
朗

　垣
見
希
宗
子

　川
田

　展
大

　山
田

　洋
平

　浅
川

　
　豊

　〜
山
に
親
し
む
機
会
を
得
て
、

山
の
恩
恵
に
感
謝
す
る
〜
国
民
の

祝
日
「
山
の
日
」。
今
年
は
八
月

十
一
日
が
「
山
の
日
」
で
し
た
。

　日
本
の
国
土
の
六
〜
七
割
が
山

地
で
あ
り
、
日
本
人
は
山
な
ど
の

自
然
に
畏
敬
の
念
を
抱
き
つ
つ
、

そ
の
恵
み
に
感
謝
し
な
が
ら
生
活

し
て
き
ま
し
た
。

　ご
承
知
の
通
り
富
山
県
を
代

表
す
る
県
の
山
は
「
立
山
」
で
す

が
、
そ
の
立
山
と
同
じ
よ
う
に

「
牛
嶽
」
も
原
始
的
自
然
信
仰
の

山
、「
神
体
山
」
と
し
て
越
中
国

の
人
々
に
崇
め
ら
れ
、
親
し
ま
れ

て
き
ま
し
た
。

　今
回
紹
介
し
ま
す
牧
の
「
牛
嶽

社
」
は
、
富
山
市
山
田
牧
に
鎮
座

す
る
神
社
で
す
。
現
在
の
富
山
市

山
田
（
旧
山
田
村
内
）
に
は
、
牛

嶽
社
や
牛
嶽
神
社
な
ど
十
六
社

あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
後
の
廃
村

牛
嶽
社
め
ぐ
り

大
国
さ
ま
の山

田
牧 
牛
嶽
社

に
よ
り
「
鍋
谷
」
「
居
舟
」

「
赤
目
谷
」「
湯
」
「
小
島
」

「
白
井
谷
」「
沼
又
」「
牧
」

「
今
山
田
」「
宿
坊
」
の
十
社
と

な
り
ま
し
た
。
牧
の
牛
嶽
社

も
そ
の
内
の
一
社
で
す
。

　勧
請
さ
れ
た
年
月
は
不
詳

で
す
が
、
古
来
よ
り
牧
の
産

土
社
と
し
て
鎮
座
さ
れ
、
大

正
四
年
に
社
殿
を
改
築
し
た

記
録
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　現
在
、
春
祭
は
四
月
十
四

日
、秋
祭
が
九
月
二
十
五
日
に

行
わ
れ
て
い
ま
す
。

シ
リ
ー
ズ

第
五
回 

神
社
名
　
牛
嶽
社

鎮
座
地
　
富
山
市
山
田
牧

御
祭
神
　
大
名
持
命

宮
　
司
　
近
尾
昌
幸

境
内
地
　
七
七
三
坪

そびえ立つ石の鳥居と社殿

七
五
三
詣
の

　
　
　
　ご
案
内

7歳（女児）平成28年生まれ
5歳（男児）平成30年生まれ
3歳（男女）令和 2年生まれ

期　　間　10月1日(土)～11月30日(水)
受付時間　午前9時～午後4時30分まで
ご祈祷料　お１人につき5,000円より

（数え年）

お子様の健やかなご成長を祈って
　かわいいお子様の成長を祝い、ご家族
おそろいでお参り下さい。

　髙
瀬
神
社
で
は
、
初
詣
期
間
の
正
参
道
を
飾
る

提
灯
の
奉
納
を
ご
案
内
し
て
い
ま
す
。
大
神
様
の

更
な
る
ご
加
護
と
、
来
た
る
新
年
が
尚
一
層
輝

か
し
い
一
年
と
な
り
ま
す
よ
う
祈
り
を
捧
げ
、

奉
納
願
い
ま
す
。

一
、
献
灯
期
間
　
正
月
七
日
ま
で

一
、
献 
灯 
料
　
一
基
一
万
円

一
、
申
込
期
限
　
十
一
月
三
十
日

○
お
申
込
み
の
方
の
家
内
安
全
・

　
商
売
繁
盛
他
の
祈
願
祭
を
ご
奉

　
仕
致
し
ま
す
。

○
詳
し
く
は
社
務
所
ま
で
お
問
い

　
合
わ
せ
下
さ
い
。

南
砺
市

　㈱
高
瀬

高
瀬
産
業
株
式
会
社

一
、
会
社高

瀬

　高
瀬
太
郎

高
瀬

　太
郎

二
、
個
人

　※
記
載
芳
名

　
　
　例
（
約
八
文
字
）

令
和
五
年 

初
詣
献
灯
の
ご
案
内

　かねてより氏子崇敬者の皆様から真心の
こもったご浄財をお寄せいただいております
本事業、「御社殿屋根銅板葺き替え工事」が
八月下旬より開始されました。
　まずは拝殿に連なる回廊から着工し、年
内は功霊殿の拝殿までの工事を予定してい
ます。この間、ご参拝の皆様にはご不便をお
かけしますことをご容赦下さい。

し
ん 

た
い 

さ
ん

う
ぶ

す
な
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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
。

　私
が
三
十
余
年
前
、研
修

医
で
あ
っ
た
頃
に
は
整
形
外

科
の
諸
先
輩
方
に
は
よ
く「
高

齢
者
の
腰
痛
は
骨
粗
鬆
症
を

疑
え
」、「
高
齢
者
の
骨
折
は

骨
粗
鬆
症
を
疑
え
」な
ど
と

御
指
導
を
い
た
だ
い
た
も
の
で

す
。外
来
で「
怪
我
も
し
て
な

い
の
に
二
週
間
以
上
も
腰
痛
が

よ
く
な
ら
な
い
」や「
何
も
し

た
覚
え
が
な
い
の
に
ど
ん
ど
ん

腰
が
痛
く
な
っ
て
き
た
」と
言

わ
れ
る
患
者
さ
ん
が
お
ら
れ

ま
す
が
、こ
れ
ら
も
七
十
歳
以

上
で
あ
れ
ば
、骨
粗
鬆
症
を

基
板
と
し
た
軽
微
な
外
傷
に

よ
る
圧
迫
骨
折（
脆
弱
性
骨

折
）と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
ほ
と

ん
ど
と
言
っ
て
よ
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。ま
た
脆
弱
性
骨
折
の

一つ
で
、手
術
加
療
が
必
要
と

な
る
大
腿
骨
近
位
部
骨
折
も

高
齢
化
と
共
に
年
々
増
加
傾

向
に
あ
り
ま
す
。当
院
で
も
手

術
年
齢
が
平
均
九
十
歳
と
な

る
な
ど
、超
高
齢
者
で
も
手
術

が
必
要
と
な
る
時
代
へ
と
す

で
に
突
入
し
て
い
ま
す
。ち
ょっ

と
し
た
こ
と
で
骨
折
し
た
り
、

手
術
を
行
わ
な
い
で
済
む
よ

う
に
す
る
た
め
に
は
骨
粗
鬆

症
の
予
防
と
治
療
が
非
常
に

大
切
で
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ

う
。　骨

粗
鬆
症
は
簡
単
に
説
明

す
る
と
皮
膚
が
垢
と
な
っ
て
落

ち
て
い
く
の
と
同
様
に
骨
自
体

も
毎
日
作
ら
れ
、壊
さ
れ
て
を

繰
り
返
し
て
強
度
を
保
っ
て
い

ま
す
。閉
経
し
た
高
齢
女
性
の

骨
粗
鬆
症
は
こ
の
サ
イ
ク
ル
が

女
性
ホ
ル
モ
ン
の
減
退
に
よ
っ

て
亢
進
し
、骨
が
壊
さ
れ
る
量

が
相
対
的
に
多
く
な
っ
て
骨
が

弱
く
な
っ
て
い
く
タ
イ
プ
の
骨

粗
鬆
症
が
多
く
認
め
ら
れ
ま

す
。骨
粗
鬆
症
自
体
は
骨
が
も

ろ
く
な
っ
て
い
く
だ
け
で
す
の

で
、骨
折
や
変
形
を
来
さ
な
い

限
り
は
無
症
状
で
す
。整
形
外

科
に
も
検
診
結
果
で
骨
粗
鬆

症
の
精
査
を
指
示
さ
れ
て
受

診
さ
れ
る
か
た
も
お
ら
れ
ま

す
が
、腰
痛
や
骨
折
を
受
傷
し

て
初
め
て
検
査
を
行
い
骨
粗

鬆
症
の
治
療
を
受
け
る
場
合

が
殆
ど
で
す
。現
在
は
検
査
も

治
療
も
様
々
な
進
歩
を
遂
げ

て
い
ま
す
。高
価
な
保
険
の
き

か
な
い
健
康
食
品
や
サ
プ
リ
メ

ン
ト
な
ど
を
購
入
す
る
前
に
、

医
療
機
関
で
し
っ
か
り
と
検
査

を
受
け
て
、自
分
に
合
っ
た

様
々
な
治
療
方
法
を
病
院
で

は
保
険
適
応
で
受
け
ら
れ
ま

す
。現
在
は
無
症
状
で
あ
っ
て

も
今
後
骨
折
を
起
こ
し
て
痛

い
思
い
を
し
な
い
た
め
に
は
、慢

性
腰
痛
が
あ
っ
た
り
、閉
経
後

十
年
以
上
経
過
し
た
方
は
骨

折
予
防
の
為
、早
期
か
ら
の
骨

粗
鬆
症
の
予
防
と
治
療
開
始

を
お
勧
め
し
ま
す
。

大
国
さ
ま
の
処
方
せ
ん 

⑥

「
骨
粗
鬆
症
の
加
療
の
す
す
め
」

こ
つ
そ
し
ょ
う
し
ょ
う

南
砺
市
民
病
院 

整
形
外
科
部
長   

湯
淺
　
泰
廣

湯
淺
　
泰
廣 

先
生

　南
砺
市
民
病
院 

整
形
外
科
部
長

石
川
県
小
松
市
出
身
。
半
生
は
富
山

県
在
住
。

金
沢
医
科
大
学
卒
。
医
学
博
士
。

整
形
外
科
専
門
医
。
指
導
医
。

　
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
。

境
内
を
飾
る
「
月
う
さ
ぎ
」。

ひ
と
つ
ひ
と
つ
違
う
表
情
で
、月
の

満
ち
欠
け
を
表
現
し
て
い
ま
す
。

編
集
後
記

表
紙
写
真

　ふ
る
さ
と
は
遠
き
に
あ
り
て
思
ふ
も

の
ー
。
金
沢
市
出
身
の
詩
人 

室
生
犀
星

の
詩
の
冒
頭
で
あ
る
。
こ
の
詩
が
望
郷

の
思
い
を
吐
露
し
た
も
の
で
な
い
こ
と

を
、
迂
闊
に
も
最
近
知
っ
た
。
そ
し
て

こ
の
夏
、
帰
郷
出
来
な
か
っ
た
人
も
、

迎
え
ら
れ
な
か
っ
た
人
も
ま
た
、
今
が

我
慢
の
し
ど
こ
ろ
な
の
か
も
し
れ
な
い
。      

（
智
）

今
般
、
安
原
信
義
氏
に
は
「
越
天
楽
」・

「
太
神
楽
」
と
い
う
、
神
社
の
境
内
に

相
応
し
い
品
種
の
椿
を
ご
奉
納
い
た
だ

き
ま
し
た
。

令和５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12年（辰） 25歳 平成11年（卯） 26歳 平成10年（寅）

  41歳 昭和58年（亥） 42歳 昭和57年（戌） 43歳 昭和56年（酉）
  60歳 昭和39年（辰） 61歳 昭和38年（卯） 62歳 昭和37年（寅）
 
女
 18歳 平成18年（戌） 19歳 平成17年（酉） 20歳 平成16年（申）

  32歳 平成 4年（申） 33歳 平成 3年（未） 34歳 平成 2年（午）
  36歳 昭和63年（辰） 37歳 昭和62年（卯） 38歳 昭和61年（寅）

  年齢 生まれ年
 還暦 61歳 昭和38年（卯）
 古希 70歳 昭和29年（午）
 喜寿 77歳 昭和22年（亥）
 傘寿 80歳 昭和19年（申）
 米寿 88歳 昭和11年（子）
 卒寿 90歳 昭和9年（戌）
 白寿 99歳 大正14年（丑）

＊ ＊ ＊

＊ ＊ ＊

ぜ
い
じ
ゃ
く

こ
う
し
ん

き
た

さ
ん
ま
い
き
ん

え 

て
ん
ら
く

だ
い 

か
ぐ
ら

と
う
ち
ょ
う

　真
夏
の
境
内
に
、

毎
年
可
愛
ら
し
く
彩

り
を
添
え
る
「
大
輪
あ
さ
が

お
展
」
が
、
八
月
五
日
か
ら

八
日
に
か
け
て
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

　こ
の
展
示
会
を
主
催
す
る

南
砺
あ
さ
が
お
会
（
森
田
光

正
会
長
）
会
員
の
皆
様
は
、

強
い
結
束
の
も
と
熱
中
症
対

策
も
万
全
に
、
訪
れ
る
方
々

を
丁
寧
な
ご
案
内
と
笑
顔
で

お
迎
え
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　一
年
で
い
ち
ば
ん
暑
い
真

夏
の
境
内
に
、
今
年
も
ひ
と

と
き
の
オ
ア
シ
ス
を
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　七
月
一
日
か
ら
十
日
に
か
け
て
、
当
神

社
に
て
開
催
さ
れ
た
「
今
市
子
展
」

は
、
五
〇
〇
名
以
上
の
ご
来
館
を
い
た
だ

き
、
盛
況
の
う
ち
に
会
期
を
終
え
る
こ
と

が
出
来
ま
し
た
。

　会
場
に
足
を
お
運
び
い
た
だ
い
た
皆
様

に
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

杜のにぎわい

　夏の風鈴、三月の吊るし雛な
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
をご参拝の皆様にお楽しみい
ただいています。

　秋は風車と、仲秋の名月をモ
チーフに手づくりした「月うさ
ぎ」の吊るし飾りです。秋風に
そよぐ月の満ち欠けと、風車の
共演をお楽しみ下さい。

【
三
昧
琴
演
奏
】

　七
月
七
日 

七
夕
祭
に
て
奉
奏

　
　
　
　

  

岩
田

　典
子 

殿

【
大
国
様 

陶
彫
】

　
　
　
　

  

南
部

　祥
雲 

殿

【
椿
苗
木（
越
天
楽
・
太
神
楽
）】

　
　
　
　
　
　
　
　安
原

　信
義 

殿

【  

同  

植
樹
奉
仕
】
　

　
　
　
　
　
　
　
　髙
田

　栄
一 

殿

　
　
　
　
　
　
　
　吉
田

　
　清 

殿

【
津
軽
三
味
線
演
奏
】 

　七
月
二
日
奉
奏

　
　
　
　

  

佐
々
木
重
吉 

殿

令
和
五
年

令
和
五
年

新
年
初
祈
祷
の
ご
案
内

新
年
初
祈
祷
の
ご
案
内

期
間  

元
日
よ
り
節
分
の
頃

　
　

 

迄
に
ご
参
拝
下
さ
い

受
付  

午
前
九
時
か
ら

　
　

  

午
後
四
時
三
〇
分
迄

　※
元
日
は
午
前
零
時
か
ら

　
　午
後
六
時
頃
迄

ご
祈
祷
料

一
件
に
つ
き
五
〇
〇
〇
円
よ
り

状
況
に
よ
り
、
ご
昇
殿
人
数
の
制
限
な
ど
、
感
染
症

対
策
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い
す
る
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　『
一
年
の
計
は
元
旦
に

あ
り
』
―
。
髙
瀬
神
社

は
、
福
の
神
と
し
て
広
く

崇
敬
を
あ
つ
め
る
大
国

主
大
神
（
大
国
さ
ま
）
を

お
祀
り
し
て
い
ま
す
。
来

た
る
新
年
が
輝
か
し
き

年
、
実
り
の
多
い
一
年
と

な
り
ま
す
よ
う
、
心
を

込
め
て
「
新
年
初
祈
祷
」

を
ご
奉
仕
い
た
し
ま
す
。

お
お 

く
に

は
つ       

き       

と
う

ぬ
し
の
お
お
か
み

◎
特
設
祈
祷
受
付
入
口
よ
り
お
進
み
下
さ
い
。

【
辞  

令
】

巫
女
見
習

　源

　

 

結
羽

  

　巫
女
を
命
ず
る

　
　
　
　令
和
四
年
七
月
一
日

大輪あさがお展
－花言葉は「結束」－

御幣串はお持ち帰りいただき、
ご家庭でお祀り下さい

ご
奉
納
御
礼

ご
奉
納
御
礼

う   

か
つ

かざぐるま
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い
ま
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ち
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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
。

　私
が
三
十
余
年
前
、研
修

医
で
あ
っ
た
頃
に
は
整
形
外

科
の
諸
先
輩
方
に
は
よ
く「
高

齢
者
の
腰
痛
は
骨
粗
鬆
症
を

疑
え
」、「
高
齢
者
の
骨
折
は

骨
粗
鬆
症
を
疑
え
」な
ど
と

御
指
導
を
い
た
だ
い
た
も
の
で

す
。外
来
で「
怪
我
も
し
て
な

い
の
に
二
週
間
以
上
も
腰
痛
が

よ
く
な
ら
な
い
」や「
何
も
し

た
覚
え
が
な
い
の
に
ど
ん
ど
ん

腰
が
痛
く
な
っ
て
き
た
」と
言

わ
れ
る
患
者
さ
ん
が
お
ら
れ

ま
す
が
、こ
れ
ら
も
七
十
歳
以

上
で
あ
れ
ば
、骨
粗
鬆
症
を

基
板
と
し
た
軽
微
な
外
傷
に

よ
る
圧
迫
骨
折（
脆
弱
性
骨

折
）と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
ほ
と

ん
ど
と
言
っ
て
よ
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。ま
た
脆
弱
性
骨
折
の

一つ
で
、手
術
加
療
が
必
要
と

な
る
大
腿
骨
近
位
部
骨
折
も

高
齢
化
と
共
に
年
々
増
加
傾

向
に
あ
り
ま
す
。当
院
で
も
手

術
年
齢
が
平
均
九
十
歳
と
な

る
な
ど
、超
高
齢
者
で
も
手
術

が
必
要
と
な
る
時
代
へ
と
す

で
に
突
入
し
て
い
ま
す
。ち
ょっ

と
し
た
こ
と
で
骨
折
し
た
り
、

手
術
を
行
わ
な
い
で
済
む
よ

う
に
す
る
た
め
に
は
骨
粗
鬆

症
の
予
防
と
治
療
が
非
常
に

大
切
で
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ

う
。　骨

粗
鬆
症
は
簡
単
に
説
明

す
る
と
皮
膚
が
垢
と
な
っ
て
落

ち
て
い
く
の
と
同
様
に
骨
自
体

も
毎
日
作
ら
れ
、壊
さ
れ
て
を

繰
り
返
し
て
強
度
を
保
っ
て
い

ま
す
。閉
経
し
た
高
齢
女
性
の

骨
粗
鬆
症
は
こ
の
サ
イ
ク
ル
が

女
性
ホ
ル
モ
ン
の
減
退
に
よ
っ

て
亢
進
し
、骨
が
壊
さ
れ
る
量

が
相
対
的
に
多
く
な
っ
て
骨
が

弱
く
な
っ
て
い
く
タ
イ
プ
の
骨

粗
鬆
症
が
多
く
認
め
ら
れ
ま

す
。骨
粗
鬆
症
自
体
は
骨
が
も

ろ
く
な
っ
て
い
く
だ
け
で
す
の

で
、骨
折
や
変
形
を
来
さ
な
い

限
り
は
無
症
状
で
す
。整
形
外

科
に
も
検
診
結
果
で
骨
粗
鬆

症
の
精
査
を
指
示
さ
れ
て
受

診
さ
れ
る
か
た
も
お
ら
れ
ま

す
が
、腰
痛
や
骨
折
を
受
傷
し

て
初
め
て
検
査
を
行
い
骨
粗

鬆
症
の
治
療
を
受
け
る
場
合

が
殆
ど
で
す
。現
在
は
検
査
も

治
療
も
様
々
な
進
歩
を
遂
げ

て
い
ま
す
。高
価
な
保
険
の
き

か
な
い
健
康
食
品
や
サ
プ
リ
メ

ン
ト
な
ど
を
購
入
す
る
前
に
、

医
療
機
関
で
し
っ
か
り
と
検
査

を
受
け
て
、自
分
に
合
っ
た

様
々
な
治
療
方
法
を
病
院
で

は
保
険
適
応
で
受
け
ら
れ
ま

す
。現
在
は
無
症
状
で
あ
っ
て

も
今
後
骨
折
を
起
こ
し
て
痛

い
思
い
を
し
な
い
た
め
に
は
、慢

性
腰
痛
が
あ
っ
た
り
、閉
経
後

十
年
以
上
経
過
し
た
方
は
骨

折
予
防
の
為
、早
期
か
ら
の
骨

粗
鬆
症
の
予
防
と
治
療
開
始

を
お
勧
め
し
ま
す
。

大
国
さ
ま
の
処
方
せ
ん 

⑥

「
骨
粗
鬆
症
の
加
療
の
す
す
め
」

こ
つ
そ
し
ょ
う
し
ょ
う

南
砺
市
民
病
院 

整
形
外
科
部
長   

湯
淺
　
泰
廣

湯
淺
　
泰
廣 

先
生

　南
砺
市
民
病
院 

整
形
外
科
部
長

石
川
県
小
松
市
出
身
。
半
生
は
富
山

県
在
住
。

金
沢
医
科
大
学
卒
。
医
学
博
士
。

整
形
外
科
専
門
医
。
指
導
医
。

　
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
。

境
内
を
飾
る
「
月
う
さ
ぎ
」。

ひ
と
つ
ひ
と
つ
違
う
表
情
で
、月
の

満
ち
欠
け
を
表
現
し
て
い
ま
す
。

編
集
後
記

表
紙
写
真

　ふ
る
さ
と
は
遠
き
に
あ
り
て
思
ふ
も

の
ー
。
金
沢
市
出
身
の
詩
人 

室
生
犀
星

の
詩
の
冒
頭
で
あ
る
。
こ
の
詩
が
望
郷

の
思
い
を
吐
露
し
た
も
の
で
な
い
こ
と

を
、
迂
闊
に
も
最
近
知
っ
た
。
そ
し
て

こ
の
夏
、
帰
郷
出
来
な
か
っ
た
人
も
、

迎
え
ら
れ
な
か
っ
た
人
も
ま
た
、
今
が

我
慢
の
し
ど
こ
ろ
な
の
か
も
し
れ
な
い
。      

（
智
）

今
般
、
安
原
信
義
氏
に
は
「
越
天
楽
」・

「
太
神
楽
」
と
い
う
、
神
社
の
境
内
に

相
応
し
い
品
種
の
椿
を
ご
奉
納
い
た
だ

き
ま
し
た
。

令和５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12年（辰） 25歳 平成11年（卯） 26歳 平成10年（寅）

  41歳 昭和58年（亥） 42歳 昭和57年（戌） 43歳 昭和56年（酉）
  60歳 昭和39年（辰） 61歳 昭和38年（卯） 62歳 昭和37年（寅）
 
女
 18歳 平成18年（戌） 19歳 平成17年（酉） 20歳 平成16年（申）

  32歳 平成 4年（申） 33歳 平成 3年（未） 34歳 平成 2年（午）
  36歳 昭和63年（辰） 37歳 昭和62年（卯） 38歳 昭和61年（寅）

  年齢 生まれ年
 還暦 61歳 昭和38年（卯）
 古希 70歳 昭和29年（午）
 喜寿 77歳 昭和22年（亥）
 傘寿 80歳 昭和19年（申）
 米寿 88歳 昭和11年（子）
 卒寿 90歳 昭和9年（戌）
 白寿 99歳 大正14年（丑）

＊ ＊ ＊

＊ ＊ ＊

ぜ
い
じ
ゃ
く

こ
う
し
ん

き
た

さ
ん
ま
い
き
ん

え 

て
ん
ら
く

だ
い 

か
ぐ
ら

と
う
ち
ょ
う

　真
夏
の
境
内
に
、

毎
年
可
愛
ら
し
く
彩

り
を
添
え
る
「
大
輪
あ
さ
が

お
展
」
が
、
八
月
五
日
か
ら

八
日
に
か
け
て
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

　こ
の
展
示
会
を
主
催
す
る

南
砺
あ
さ
が
お
会
（
森
田
光

正
会
長
）
会
員
の
皆
様
は
、

強
い
結
束
の
も
と
熱
中
症
対

策
も
万
全
に
、
訪
れ
る
方
々

を
丁
寧
な
ご
案
内
と
笑
顔
で

お
迎
え
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　一
年
で
い
ち
ば
ん
暑
い
真

夏
の
境
内
に
、
今
年
も
ひ
と

と
き
の
オ
ア
シ
ス
を
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　七
月
一
日
か
ら
十
日
に
か
け
て
、
当
神

社
に
て
開
催
さ
れ
た
「
今
市
子
展
」

は
、
五
〇
〇
名
以
上
の
ご
来
館
を
い
た
だ

き
、
盛
況
の
う
ち
に
会
期
を
終
え
る
こ
と

が
出
来
ま
し
た
。

　会
場
に
足
を
お
運
び
い
た
だ
い
た
皆
様

に
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

杜のにぎわい

　夏の風鈴、三月の吊るし雛な
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
をご参拝の皆様にお楽しみい
ただいています。

　秋は風車と、仲秋の名月をモ
チーフに手づくりした「月うさ
ぎ」の吊るし飾りです。秋風に
そよぐ月の満ち欠けと、風車の
共演をお楽しみ下さい。
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仕
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の
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限
な
ど
、
感
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の
ご
協
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を
お
願
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す
る
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　『
一
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は
元
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に

あ
り
』
―
。
髙
瀬
神
社

は
、
福
の
神
と
し
て
広
く

崇
敬
を
あ
つ
め
る
大
国

主
大
神
（
大
国
さ
ま
）
を

お
祀
り
し
て
い
ま
す
。
来

た
る
新
年
が
輝
か
し
き

年
、
実
り
の
多
い
一
年
と

な
り
ま
す
よ
う
、
心
を

込
め
て
「
新
年
初
祈
祷
」

を
ご
奉
仕
い
た
し
ま
す
。
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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

撮影：ブライダル事業部

秋
の
境
内
に
は
、
月
う
さ
ぎ
と
風
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