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立
春
が
過
ぎ
、
冬
も
終
わ
り
を
告
げ
る
こ
ろ
時
折
吹
く
厳
し
い
風
も
あ
り
ま

す
が
、
陽
射
し
は
柔
ら
か
く
な
り
、
春
の
気
配
も
駆
け
足
で
迫
っ
て
き
ま
す
。

芽
吹
い
た
生
命
が
力
強
く
成
長
し
て
い
く
様
は
、
毎
年
の
こ
と
な
が
ら
心
が
沸

き
立
つ
思
い
で
す
。
氏
子
崇
敬
者
の
皆
様
方
に
は
、
ご
壮
健
に
て
お
過
ご
し
の

こ
と
と
拝
察
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
本
年
三
月
初
旬
は
真
冬
の
よ
う
な
寒
さ
の
日
も
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、

そ
れ
を
過
ぎ
ま
す
と
春
本
番
の
暖
か
さ
の
到
来
と
な
り
ま
し
た
。
春
の
訪
れ
を

告
げ
る
当
社
の
桜
も
平
年
並
み
か
少
し
早
い
段
階
で
開
花
を
迎
え
そ
う
で
す
。

昨
年
、
見
事
に
咲
き
揃
い
ま
し
た
門
前
の
江
戸
彼
岸
群
の
枝
垂
れ
桜
も
順
調
に

成
長
し
て
お
り
、
去
年
よ
り
も
立
派
な
枝
ぶ
り
に
開
花
を
今
か
今
か
と
心
待
ち

に
し
て
お
り
ま
す
。

　

華
や
か
な
春
の
訪
れ
を
彩
る
桜
は
、
多
く
の
人
々
に
愛
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

古
代
に
お
い
て
桜
は
山
桜
が
主
で
あ
り
、
農
閑
期
に
田
の
神
が
里
か
ら
山
へ
と

帰
り
、
農
耕
を
開
始
す
る
時
期
に
田
の
神
が
山
桜
に
宿
る
こ
と
で
開
花
す
る
と

考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
山
野
に
咲
く
桜
花
を
遠
く
か
ら
眺
め
て
稲
の

稔
り
の
吉
凶
を
占
っ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
農
事
暦
を
伝
え
る

神
聖
な
桜
の
木
に
、
古
人
は
供
え
物
を
し
て
田
の
神
を
お
迎
え
し
一
年
の
豊
穣

を
祈
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
私
た
ち
が
桜
に
抱
く
心
象
風
景
は
、
桜
そ
の
も
の
が
持
つ
美
し
さ
へ

の
感
嘆
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
「
咲
く
」
こ
と
に
強
い
思
い
を
寄
せ
、
ま
た
反
対

に
「
散
る
」
こ
と
を
惜
し
む
よ
う
な
内
な
る
心
模
様
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
心
の
有
り
様
は
、
八
世
紀
後
半
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
現
存
す
る

日
本
最
古
の
和
歌
集
「
万
葉
集
」
に
記
さ
れ
た
山
桜
を
詠
ん
だ
詩
歌
か
ら
も
伺

え
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
大
和
心
は
す
で
に
こ
の
時
代
か
ら
確
立
さ
れ
、
自
然
の

営
み
と
共
に
育
ま
れ
た
「
祖
先
の
こ
こ
ろ
」
は
、
現
代
に
生
き
る
「
私
た
ち
の

こ
こ
ろ
」
に
深
く
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

五
感
の
一
つ
一
つ
で
季
節
を
感
じ
、
そ
の
中
で
ご
く
自
然
に
祖
先
と
繋
が
り
、

土
地
と
繋
が
り
、
神
々
と
繋
が
る
。
こ
の
「
繋
が
り
」
を
意
識
し
な
が
ら
生
活

を
営
む
こ
と
は
、
心
の
安
寧
や
平
穏
に
繋
が
る
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

　

花
々
が
咲
き
始
め
ま
す
と
、
御
例
祭
も
近
づ
い
て
ま
い
り
ま
す
。
各
位
の
ご

健
勝
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
と
共
に
、
お
揃
い
で
の
ご
参
拝
を
お
待
ち
致
し

て
お
り
ま
す
。

春
の
訪
れ
に
よ
せ
て

い
に
し
え
び
と
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手釿始祭　棟梁　大塲喜久司様（1月11日）スーパーカー愛好会による新春の交通安全祈願（1月3日）

御弓始祭の奉射神事（1月17日） 田遊祭　賑わいの餅撒き（1月3日）

追儺祭　追儺神事（1月3日）

平成28年正月参拝者で賑わう境内（1月1日）

年
末
年
始
の
ご
報
告

平成28年「申」　制作　鈴木格子様
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十
二
月
三
十
一日
大
晦
日
、
午
後
三
時
よ
り

師
走
の
大
祓
式
を
斎
行
い
た
し
ま
し
た
。
大

祓
式
と
は
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
犯
し

て
し
ま
っ
た
罪
や
穢
れ
を
身
代
わ
り
と
な
る
人

形
に
託
し
て
祓
い
清
め
る
伝
統
神
事
で
す
。

　
特
に
師
走
の
大
祓
式
は
、
清
浄
な
心
と
身

体
で
新
し
い
年
を
迎
え
る
た
め
の
重
要
な
お

祓
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
本
年
は
、
氏
子
内
外
よ
り
約
六
〇
〇
名
の

方
々
が
参
列
し
、
お
祓
い
を
受
け
ら
れ
清
々

し
い
姿
に
立
ち
返
り
ま
し
た
。
引
続
き
斎
行

い
た
し
ま
し
た
除
夜
祭
で
は
、
大
神
様
に
一

年
の
無
事
を
感
謝
し
、
新
年
が
佳
き
一
年
で

あ
る
よ
う
に
お
祈
り
い
た
し
ま
し
た
。

師
走
の
大
祓
式
斎
行

田
遊
祭
・
田
遊
神
事

　
一
月
三
日
（
日
）
午
後
一
時
よ
り
拝
殿
に

て
田
遊
祭
を
斎
行
し
引
続
き
舞
殿
に
て
田
遊

神
事
を
執
り
行
い
ま
し
た
。

　
当
社
の
田
遊
神
事
は
「
田
作
り
」
か
ら

「
刈
入
れ
」
ま
で
の
稲
作
過
程
を
模
擬
的
に

演
じ
る
神
事
芸
能
で
す
。
こ
れ
ら
の
所
作
や

唱
え
言
に
よ
り
田
に
霊
威
を
込
め
、
田
の
穢

れ
を
祓
い
、
豊
作
を
祈
り
ま
す
。

　
ま
た
、
素
朴
な
所
作
と
唱
え
言
は
古
式
を

今
に
伝
え
る
貴
重
な
神
事
と
し
て
、
国
選
択

「
記
録
作
成
等
の
措
置
を
講
ず
べ
き
無
形
の

民
俗
文
化
財
」
に
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
古
か
ら
変
わ
る
こ
と
な
く
続
く
神
々
へ
の

真
摯
な
「
祈
り
」
の
姿
に
ご
参
拝
の
皆
さ
ま

も
高
い
関
心
を
寄
せ
て
い
ま
し
た
。

節
分
祭
の
斎
行

節分祭特別奉仕者
俳優　筧　利夫様（右） 衆議院議員　宮沢博行様（左）

俳優　筧　利夫様
奉納のサイン入り福俵

　
去
る
二
月
三
日
、
百
名
の
年
男
役
・
年
女

役
の
ご
奉
仕
を
い
た
だ
き
、
節
分
祭
を
斎
行

い
た
し
ま
し
た
。

　
当
日
、
色
鮮
や
か
な
大
紋
に
烏
帽
子
姿
の

奉
仕
者
の
皆
様
は
、
追
儺
神
事
で
邪
気
や
厄

災
を
祓
い
、
一
同
で
大
き
な
笑
い
声
を
上
げ

る
福
笑
い
神
事
を
行
い
、
福
を
呼
び
込
み
ま

し
た
。

　
ま
た
本
年
は
、
特
別
奉
仕
者
と
し
て
浜
松

市
ご
出
身
で
俳
優
の
筧
利
夫
様
、
衆
議
院
議

員
の
宮
沢
博
行
様
の
ご
奉
仕
を
賜
り
ま
し
た
。

　
豆
撒
き
神
事
で
は
福
を
求
め
る
方
や
筧
様

の
姿
を
見
よ
う
と
訪
れ
た
大
勢
の
参
拝
者
で

賑
わ
い
ま
し
た
。
太
鼓
の
音
と
共
に
福
豆
や

節
分
祭
の
斎
行

菓
子
が
撒
か
れ
る
と
、大
き
な
歓
声
が
上
が
り
、

そ
れ
ぞ
れ
に
福
を
受
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　
筧
様
、
宮
沢
様
を
は
じ
め
節
分
祭
に
ご
奉

仕
さ
れ
た
皆
さ
ま
の
益
々
の
ご
健
勝
と
お
栄

え
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

師走の大祓式（平成27年12月31日）

田遊神事　九番　「苗讃め」（1月3日）
なえ  ほ

が
た

ひ
と

だ
い　

も
ん
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二
月
十
二
日（
金
）寒
明
け
の
最
初
の
甲
子

の
日
に
初
甲
子
を
斎
行
い
た
し
ま
し
た
。甲
子

の
日
は
、
ご
祭
神
大
己
貴
命
が
国
土
経
営
を

始
め
ら
れ
た
縁
日
で
す
。

　

な
か
で
も
、
初
甲
子
の
日
は
特
に
ご
霊
験

あ
ら
た
か
な
日
と
さ
れ
「
願
い
事
の
ま
ま
に

叶
う
」
と
古
来
よ
り
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
初
甲
子
祭
で
は
特
別
に
ご
本
殿
の

廻
り
を
歩
い
て
お
参
り
が
で
き
ま
す
。
氏
子

崇
敬
者
の
皆
様
は
、
大
神
様
の
間
近
に
て
日

常
の
感
謝
の
気
持
ち
を
捧
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
が

心
静
か
に
お
祈
り
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

お
参
り
の
後
、
一
様
に
穏
や
か
な
表
情
を

さ
れ
た
皆
様
は
、
早
く
も
ご
神
徳
を
頂
か
れ

た
こ
と
と
拝
察
い
た
し
ま
す
。

　

昨
年
十
二
月
六
日
（
日
）
第
六
期
第
二
回

の
遠
州
と
こ
わ
か
塾
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。

講
師
に
は
林
英
臣
政
経
塾
塾
長
林
英
臣
先
生

を
お
招
き
し
、
「
和
の
心
と
日
本
的
経
営
〜

そ
の
基
本
精
神
七
箇
条
」
と
題
し
ご
講
演
を

賜
り
ま
し
た
。

　

日
本
的
経
営
の
心
と
は
、
理
念
・
信
用
・

互
恵
・
年
輪
・
公
益
・
上
下
一
体
・
感
謝
の

七
つ
を
基
本
精
神
と
し
、
こ
れ
ら
を
着
実
に

実
践
す
る
こ
と
で
経
済
を
成
長
さ
せ
て
き
ま

し
た
。

　

様
々
な
社
会
情
勢
の
変
化
へ
の
対
応
は
不

可
欠
で
す
が
、
一
過
性
の
流
行
ば
か
り
に
目

を
奪
わ
れ
ず
、
大
局
を
見
極
め
、
細
事
・
小

局
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
企
業

に
限
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お
い
て
社

会
へ
の
貢
献
を
念
頭
に
成
長
し
て
い
く
こ
と

が
重
要
で
す
。

初
甲
子
祭
の
斎
行

遠
州
と
こ
わ
か
塾
開
催
の
ご
報
告講師　林英臣政経塾　塾長　林英臣様

（平成27年12月6日）

　

神
武
天
皇
が
日
本
の
国
を
建
国
さ
れ
て
よ

り
今
年
で
二
六
七
六
年
の
佳
節
を
迎
え
ま
し

た
。

　

二
月
十
一
日
（
木
）
当
社
で
は
、
こ
の
建

国
の
偉
業
を
仰
ぎ
国
家
の
発
展
を
お
祝
い
す

る
紀
元
祭
を
執
り
行
い
、
四
〇
〇
名
余
り
の

参
加
者
と
と
も
に
奉
祝
の
式
典
を
開
催
い
た

し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
本
年
は
日
本
の
神
話
に
親
し
む
会

の
皆
さ
ま
の
ご
奉
仕
に
よ
り
物
語
絵
巻
「
神

武
天
皇
」
の
読
聞
か
せ
も
行
わ
れ
、
躍
動
感

溢
れ
る
神
々
の
姿
に
、
子
ど
も
た
ち
も
熱
心

に
聞
き
入
っ
て
い
る
様
子
で
し
た
。

　

我
が
国
は
、
建
国
の
起
源
を
神
話
に
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
国
家
で
す
。
日
本
の
国
柄

を
知
り
、
そ
の
精
神
を
後
世
に
伝
え
て
い
か

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

紀
元
祭
の
斎
行

祈
年
祭
の
斎
行

　

境
内
の
梅
が
咲
き
揃
い
春
の
訪
れ
を
感
じ

る
二
月
十
八
日
に
祈
年
祭
を
斎
行
い
た
し
ま

し
た
。

　

我
が
国
は
、
稲
作
を
中
心
と
す
る
農
業
を

も
と
に
栄
え
て
き
ま
し
た
。
年
の
始
め
に
穀

物
の
豊
穣
を
お
祈
り
す
る
祈
年
祭
は
、
日
本

を
象
徴
す
る
大
切
な
お
祭
り
の
一
つ
で
す
。

諸
産
業
が
様
々
に
発
展
し
て
い
る
現
在
に
お

い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
産
業
の
発
展
も
お
祈
り

し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
本
年
は
松
尾
貞
子
様
よ
り
レ
タ
ス
、

キ
ャ
ベ
ツ
、
大
根
な
ど
多
数
の
農
産
品
を
ご

奉
納
い
た
だ
き
、
ご
神
前
に
お
供
え
し
て
の

斎
行
と
な
り
ま
し
た
。
松
尾
様
の
ご
厚
志
に

深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

日本の神話に親しむ会の皆さまによる
大型絵巻物「神武天皇」の読聞かせ（2月11日）

祈年祭の参進（2月18日）

大神様のご加護を受けられたご参列の皆さま（2月12日）
き
の
え
ね



参
議
院
議
員
・
前
国
務
大
臣

山
谷
え
り
子

傷
痍
軍
人
の
娘
と
し
て

特

別

寄

稿

　

わ
が
国
は
、
平
和
と
自
由
を
希
求
し
、

今
日
ま
で
歩
み
を
す
す
め
て
ま
い
り
ま

し
た
。

　

同
時
に
世
界
有
数
の
経
済
大
国
と
し

て
、
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
の
も
と
、
焦
土
の

中
か
ら
着
実
な
復
興
・
発
展
を
成
し
遂

げ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
平
和
と
繁
栄
は
、
先
の
大

戦
に
お
い
て
、
国
の
た
め
に
戦
い
尊
い

命
を
捧
げ
ら
れ
た
戦
没
者
の
皆
様
の
上

に
築
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
あ
ら
た
め

て
御
英
霊
の
皆
様
に
感
謝
の
誠
を
捧
げ
、

深
く
思
い
を
い
た
す
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い

ま
す
。

　

私
は
、
終
戦
か
ら
五
年
後
の
占
領
下

に
あ
っ
た
時
代
に
東
京
で
生
ま
れ
ま
し

た
。
世
の
中
は
ま
だ
貧
し
く
、
栄
養
不

良
の
人
も
多
く
、
衣
類
や
脱
脂
粉
乳
な

ど
の
ラ
ラ
物
資
（
ア
メ
リ
カ
か
ら
日
本

へ
の
援
助
物
資
）
を
、
ア
ジ
ア
救
援
公

認
団
体
か
ら
い
た
だ
い
て
い
た
時
代
で

し
た
。

　

当
時
、
私
の
父
・
山
谷
親
平
は
、
国

会
担
当
の
政
治
部
記
者
を
し
て
い
ま
し

た
。
そ
の
後
、
ラ
ジ
オ
や
テ
レ
ビ
で

パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
と
し
て
働
き
ま
し
た

が
、
戦
時
中
は
志
願
兵
と
し
て
飛
行
第

六
四
戦
隊
、
い
わ
ゆ
る
加
藤
隼
戦
闘
隊

の
パ
イ
ロ
ッ
ト
と
し
て
ジ
ャ
カ
ル
タ
と

海
南
島
、
ビ
ル
マ
で
戦
い
、
三
度
撃
墜

さ
れ
な
が
ら
も
生
還
、
体
中
に
機
銃
掃

射
を
受
け
た
弾
の
破
片
を
残
し
、
関
節

の
あ
ち
こ
ち
が
曲
が
ら
ぬ
傷
痍
軍
人
の

体
で
戦
後
の
復
興
を
亡
き
戦
友
た
ち
に

誓
い
な
が
ら
生
き
ぬ
き
ま
し
た
。

　

ラ
ジ
オ
の
電
波
で
は
「
継
続
は
力
」
、

「
絶
望
は
愚
か
者
の
結
論
な
り
」
、

「
ヤ
マ
も
タ
ニ
も
あ
る
が
シ
ン
ペ
イ
す

ん
な
」
と
歯
切
れ
よ
く
語
っ
て
い
た
父

で
し
た
が
、
家
で
は
「
開
戦
し
た
以
上

は
、
日
本
の
山
河
、
家
族
、
隣
人
、
子

供
た
ち
を
守
る
た
め
に
戦
っ
た
。
今
は

お
つ
り
の
人
生
。
国
と
平
和
を
守
り
、

よ
い
社
会
に
し
な
け
れ
ば
亡
き
戦
友
た

ち
に
申
し
訳
な
い
」
と
静
か
な
口
ぶ
り

で
語
っ
て
い
ま
し
た
。

　

毎
日
の
よ
う
に
戦
友
を
失
っ
て
い
く

南
方
で
の
日
々
、
将
棋
を
さ
し
て
い
た

相
手
が
出
撃
し
た
一
時
間
後
に
は
も
う

い
な
い
。
昨
日
、
隣
に
寝
て
い
た
戦
友

が
も
う
永
遠
に
帰
っ
て
こ
な
い…

、
父

は
や
り
き
れ
な
い
悲
し
み
を
語
り
、
だ

か
ら
こ
そ
生
あ
る
間
は
、
自
分
を
差
し

出
し
、
自
分
の
役
ど
こ
ろ
を
果
た
し
続

け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
、
仕
事
に
、

社
会
奉
仕
に
、
家
族
や
友
人
を
幸
せ
に

す
る
こ
と
に
真
剣
で
し
た
。
心
を
つ
く

し
、
日
々
懸
命
に
過
ご
し
、
子
や
孫
の

た
め
に
〝
平
和
と
繁
栄
〞
を
築
き
、
ま

さ
に
生
き
る
こ
と
を
貫
い
た
世
代
で

あ
っ
た
と
感
じ
ま
す
。

　

敗
戦
直
後
の
昭
和
二
十
一
年
一
月
一

日
、
昭
和
天
皇
が
初
め
て
国
民
に
む
け

て
詔
書
を
発
布
さ
れ
ま
し
た
。
「
我
が

国
は
、
今
国
難
の
中
に
あ
り
」
で
始
ま

る
冒
頭
の
お
言
葉
の
後
に
は
、
明
治
天

皇
が
出
さ
れ
た
五
箇
条
の
御
誓
文
を
全

文
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
三
十
一
年
経
っ
た
昭
和

五
十
二
年
八
月
二
十
三
日
の
記
者
会
見

に
お
い
て
、
陛
下
は
御
誓
文
を
引
用
さ

れ
た
こ
と
に
つ
い
て
記
者
か
ら
問
わ
れ

る
と
、
「
当
時
は
ア
メ
リ
カ
そ
の
他
諸

外
国
の
勢
力
が
強
く
、
日
本
が
圧
倒
さ

れ
る
心
配
が
あ
っ
た
の
で
、
民
主
主
義

を
採
用
さ
れ
た
の
は
明
治
天
皇
で
あ
っ

て
、
日
本
の
民
主
主
義
は
決
し
て
輸
入

の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す

必
要
が
あ
っ
た
。
日
本
の
国
民
が
日
本

の
誇
り
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
発
表
す
る

こ
と
を
希
望
し
た
」
と
述
べ
ら
れ
ま
し

た
。

　

日
本
が
主
権
を
回
復
す
る
ま
で
八
年

間
に
及
ぶ
占
領
下
時
代
こ
そ
あ
り
ま
し

た
が
、
日
本
の
美
し
い
国
柄
は
、
悠
久

の
歴
史
と
共
に
今
日
に
至
っ
て
い
る
と

感
謝
し
て
い
ま
す
。

　

安
倍
総
理
が
東
日
本
大
震
災
後
に
訪

問
し
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
学
生
た
ち
が

「
桜
よ
、
大
好
き
な
日
本
へ
」
と
い
う

日
本
語
の
歌
を
合
唱
し
て
、
我
々
日
本

人
を
励
ま
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

〝
桜
よ　

咲
き
誇
れ　

日
本
の
真
ん
中

で
咲
き
誇
れ
、
日
本
よ
咲
き
誇
れ　

世

界
の
真
ん
中
で
咲
き
誇
れ
、
私
よ
咲
き

誇
れ　

こ
の
道
の
真
ん
中
で
咲
き
誇
れ
〞

　

日
本
そ
し
て
日
本
国
民
の
歩
み
は
、

世
界
か
ら
信
頼
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

平
和
と
繁
栄
を
享
受
し
て
い
る
わ
が

国
は
、
未
だ
病
や
戦
禍
、
貧
困
な
ど
厳

し
い
状
況
下
に
あ
る
世
界
の
人
々
に
貢

献
で
き
る
立
場
に
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ

ま
で
先
人
た
ち
が
歩
ま
れ
、
培
っ
て
き

た
睦
み
和
ら
ぎ
の
精
神
の
道
を
ま
っ
す

ぐ
に
歩
ん
で
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

◆
日
本
独
自
の
民
主
主
義

◆
こ
れ
か
ら
の
日
本
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皇大神宮別宮荒祭宮の御神宝　銅黒造御太刀　壱柄

神道行法　「大寒禊」（1月21日）
だいかんみそぎ

皇大神宮の御神宝　梓御弓　壱張

どんど焼祭　おはたき餅の奉製（1月17日）

　
一
月
二
十
一
日
午
前
七
時
よ
り
、
静
岡
県

神
道
青
年
会
主
催
に
よ
る
恒
例
の「
大
寒
禊
」

が
天
竜
川
で
行
わ
れ
、
県
内
の
青
年
神
職
や

一
般
参
加
者
三
十
四
名
が
禊
を
行
い
ま
し
た
。

当
社
か
ら
は
根
本
権
禰
宜
、
狩
野
権
祢
宜
が

参
加
し
、
神
明
奉
仕
を
す
る
た
め
の
清
浄
な

心
身
に
立
ち
返
り
ま
し
た
。

　
禊
は
、
ま
ず
川
べ
り
で
「
鳥
船
行
事
」
を

行
い
、
精
神
統
一
い
た
し
ま
す
。
次
に
川
の

中
に
進
み
、「
大
祓
詞
」
を
奏
上
し
て
罪
穢

れ
を
祓
い
清
め
ま
す
。

　
当
日
は
身
も
凍
る
よ
う
な
寒
風
に
、
水
温

は
二
度
と
い
う
環
境
で
し
た
が
、
晴
天
に
も

恵
ま
れ
、
参
加
者
一
同
清
々
し
い
心
に
な
り

ま
し
た
。

　
こ
の
度
、
伊
勢
の
神
宮
の
御
神
宝
を
賜
る

「
神
宮
撤
下
御
神
宝
下
附
」
の
栄
に
浴
し
ま

し
た
。
第
六
十
二
回
式
年
遷
宮
完
遂
に
伴
う

下
附
で
す
。

　
平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
四
日
に
神
宮

司
庁
に
お
い
て
下
附
式
が
執
り
行
わ
れ
、
宮

司
が
目
録
を
謹
ん
で
拝
受
い
た
し
ま
し
た
。

翌
二
十
五
日
に
は
、
ご
神
前
に
お
い
て
神
宮

御
神
宝
下
賜
奉
告
祭
を
執
り
行
い
ま
し
た
。

　
神
宮
で
は
、
一
三
〇
〇
年
の
永
き
に
亘
り

二
〇
年
毎
に
古
式
に
倣
い
、
宮
地
、
建
物
、

御
装
束
神
宝
な
ど
を
す
べ
て
新
調
し
、
大
神

様
に
お
遷
り
い
た
だ
く
、
世
界
で
も
類
を
見

な
い
営
み
を
続
け
て
き
ま
し
た
。

　
御
装
束
神
宝
に
用
い
ら
れ
る
様
々
な
技

法
・
技
術
は
現
在
日
本
が
持
っ
て
い
る
伝
統

工
芸
技
術
の
一
大
集
積
群
で
あ
り
、
高
度
な

美
術
工
芸
が
御
神
宝
の
調
整
に
集
約
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
当
社
に
下
附
さ
れ
た
御
神
宝
は
次
の
四
点

と
な
り
ま
す
。

　
天
照
坐
皇
大
御
神
様
に
奉
り
、
日
本
の
美

を
継
ぐ
御
神
宝
を
下
賜
さ
れ
ま
し
た
こ
と
は

誠
に
光
栄
な
こ
と
で
あ
り
、
慶
賀
に
堪
え
ま

せ
ん
。

　
今
後
は
鄭
重
に
お
護
り
し
、
後
世
に
継
承

し
て
ま
い
り
ま
す
。

　
小
國
神
社
氏
子
青
年
会
で
は
、
年
末
年
始

に
か
け
て
様
々
な
奉
仕
活
動
を
い
た
し
ま
し

た
。
新
た
な
年
を
迎
え
る
に
当
た
り
、
拝
殿

前
の
大
注
連
縄
の
奉
製
作
業
か
ら
始
り
、
年

明
け
か
ら
は
福
徳
円
満
、
開
運
厄
除
だ
る
ま

の
授
与
奉
仕
を
行
い
ま
し
た
。

　
ま
た
、
一
月
十
七
日
に
は
正
月
飾
り
や
古

く
な
っ
た
お
神
札
を
焚
き
上
げ
る
ど
ん
ど
焼

き
に
て
、
家
内
安
全
・
無
病
息
災
の
祈
り
を

込
め
て
奉
製
し
た
「
お
は
た
き
餅
」
の
授
与

を
行
い
ま
し
た
。

　
本
年
も
会
員
一
同
、
大
神
様
の
ご
神
徳
を

広
く
お
伝
え
で
き
る
よ
う
ご
奉
仕
し
て
ま
い

り
ま
す
。

神
宮
撤
下
御
神
宝
の
下
附

小
國
神
社
氏
子
青
年
会
活
動
の
ご
報
告

静
岡
県
神
道
青
年
会
神
道
行
法「
大
寒
禊
」の
実
施

○
皇
大
神
宮
御
神
宝  

梓
御
弓
　
　
　
　 

壱
張

○
皇
大
神
宮
別
宮
　  

銅
黒
造  

御
太
刀 

壱
柄

　
荒
祭
宮
御
神
宝

○
皇
大
神
宮
別
宮
　  

御
　
楯
　
　
　
　 

壱
枚

　
瀧
原
宮
御
神
宝

○
豐
受
大
神
宮
別
宮  

御
胡
籙
　
　
　
　 

壱
合

　
月
夜
見
宮
御
神
宝

だ
い
か
ん
み
そ
ぎ

6
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一

日

六

日

十
七
日

十
七
日

十
八
日

二
十
日

二
十
一
日

一

日

二

日

三

日

三

日

六

日

八

日

八

日

十
四
日

十
四
日

十
六
日

十
六
日

十
六
日

十
七
日

十
七
日

十
七
日

十
七
日

十
八
日

二
十
九
日

月
次
祭

勧
学
祭

神
武
天
皇
祭
遙
拝
式

一
宮
さ
く
ら
祭

本
宮
山
月
次
祭

杉　

祭

全
國
一
宮
等
合
殿
社
例
祭

垢
籬
祭

舞　

揃

献
詠
祭

氏
子
入
り
奉
告
祭

十
二
段
舞
楽
奉
奏

前
日
祭

十
二
段
舞
楽
奉
奏

神
幸
祭

献
茶
祭（
手
揉
み
保
存
会
）

例　

祭

昭
和
祭

（
午
前
九
時
）

（
午
前
十
一
時
）

（
午
前
九
時
）

（
午
前
十
時
）

（
午
前
十
時
）

（
午
前
九
時
）

（
午
前
九
時
半
）

（
午
前
十
一
時
）

（
午
後
二
時
）

（
午
前
九
時
）

（
午
前
十
時
）

（
午
後
二
時
）

（
午
前
十
時
）

（
午
前
十
一
時
）

（
午
後
二
時
）

（
午
後
四
時
）

（
午
前
十
時
）

（
午
前
九
時
）

月
次
祭

本
宮
山
月
次
祭

真
田
城
趾
慰
霊
祭

鉾
執
社
例
祭

月
次
祭

春
季
皇
霊
祭
遙
拝
式

一
官
祖
霊
社
春
季
祭

（
午
前
九
時
）

（
午
前
十
時
）

（
午
前
十
時
半
）

（
午
後
一
時
半
）

（
午
前
九
時
）

（
午
前
九
時
）

（
午
前
十
時
半
）

月
次
祭

こ
ど
も
祭

本
宮
山
青
葉
祭

月
次
祭

（
午
前
九
時
）

（
午
前
十
時
）

（
午
前
十
一
時
）

（
午
前
九
時
）

月
次
祭

花
菖
蒲
園
開
園
奉
告
祭

花
し
ょ
う
ぶ
ま
つ
り

本
宮
山
月
次
祭

甲
子
祭

月
次
祭

御
田
植
祭

夏
越
の
大
祓
式

（
午
前
九
時
）

（
午
前
九
時
）

（
午
前
十
時
半
）

（
午
前
十
時
）

（
午
前
九
時
）

（
午
前
九
時
）

（
午
前
九
時
）

（
午
後
三
時
）

一

日

五

日

六

日

十
八
日

一

日

一

日

五

日

六

日

十
一
日

十
八
日

二
十
一
日

三
十
日

初夏の一宮花菖蒲園（平成２７年５月３０日）

　

一
月
十
四
日
よ
り
二
十
四
日
ま
で
の
十
日

間
、
静
岡
市
内
ギ
ャ
ラ
リ
ー
濱
村
に
て
、
㈲

静
岡
木
工
が
第
二
回
「
人
と
暮
ら
し
と
か
み

の
た
な
展
」
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。　
　

　

日
常
の
「
感
謝
」
の
気
持
ち
を
届
け
る
祈

り
の
場
「
か
み
だ
な
」
を
設
け
る
こ
と
の
大

切
さ
と
「
神
さ
ま
を
身
近
に
感
じ
て
一
日
を

始
め
る
丁
寧
な
暮
ら
し
方
」
を
広
く
伝
え
る

展
示
会
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
当
社
の
ご
神
域
で
育
ま
れ
た
神
杉

で
奉
製
し
た
「
御
神
札
ま
つ
り
箱　

神
杉
の

木
霊
」
も
展
示
さ
れ
、
多
く
の
人
々
が
関
心

を
示
し
て
い
ま
し
た
。

　

本
年
五
月
に
は
当
社
研
修
室
で
第
三
回
の

開
催
も
予
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
詳
細
は
当

社
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
内
に
て
ご
案
内
い
た

し
ま
す
の
で
、
是
非
ご
来
場
下
さ
い
。

　

　

本
年
六
月
二
十
六
日
（
日
）
に
第
五
回
神
社

検
定
が
全
国
一
斉
に
開
催
さ
れ
ま
す
。
当
社
の

研
修
室
も
受
検
会
場
と
な
り
ま
す
。

　

検
定
問
題
は
、
公
式
テ
キ
ス
ト
か
ら
出
題
さ

れ
ま
す
。
三
級
が
「
神
社
の
基
礎
と
神
話
」・

二
級
が
「
神
社
の
歴
史
と
万
葉
集
」・
一
級
が

「
テ
キ
ス
ト
全
般
か
ら
」
と
な
り
ま
す
。
申
込

等
詳
し
い
内
容
は
、
神
社
検
定
公
式
ウ
ェ
ブ
で

確
認
が
で
き
ま
す
。

　

神
社
検
定
で
正
し
い
知
識
を
身
に
つ
け
て
、

神
社
に
お
ま
い
り
を
す
れ
ば
、
今
ま
で
身
近
す

ぎ
て
わ
か
ら
な
か
っ
た
日
本
文
化
が
き
っ
と
見

え
て
き
ま
す
。

　

五
月
十
八
日
（
水
）
が
締
め
切
り
と
な
り
ま

す
の
で
、
お
気
軽
に
お
申
し
込
み
下
さ
い
。

第
二
回〝
人
と
暮
ら
し
と
か
み
の
た
な
展
〞の
開
催

第
五
回
神
社
検
定
の
ご
案
内

様々な住環境に溶け込む「かみだな」の展示（1月23日）

神社検定合格を目指す㈲静岡木工のスタッフ（2月25日）

か
み 

す
ぎ

か
み 

す
ぎ

こ
　
だ
ま



平成28年3月20日第46号 玉 垂

8

　

四
月
三
日
（
日
）
午
前
十
時
よ
り
、
一
宮

さ
く
ら
ま
つ
り
を
開
催
い
た
し
ま
す
。

　

門
前
小
國
こ
と
ま
ち
横
丁
前
の
駐
車
場

を
会
場
に
し
て
特
設
ス
テ
ー
ジ
を
設
け
、
バ
ン

ド
演
奏
を
始
め
、
華
や
か
な
ダ
ン
ス
や
居
合

の
演
武
な
ど
全
十
二
組
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が

午
後
四
時
頃
ま
で
休
み
無
く
行
わ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
境
内
で
は
甘
酒
の
無
料
接
待
や
、

舞
殿
で
は
琴
・
尺
八
の
奉
納
演
奏
が
行
わ

れ
、
優
雅
な
音
色
が
響
き
渡
り
ま
す
。
会
場

で
は
露
店
の
出
店
も
行
わ
れ
終
日
多
く
の

人
々
で
賑
わ
い
ま
す
。

　

皆
さ
ま
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、
お
越
し
下

さ
い
ま
す
よ
う
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

一
宮
さ
く
ら
祭
の
開
催

華やかなダンスパフォーマンスの数々

神幸祭“春のまつり”  撮影　金子育史氏
（本年は4月17日の斎行）

勧学祭　中学生による玉串拝礼
（平成27年4月4日）

　

四
月
十
八
日
（
月
）
に
、
当
社
で
最
も
大
き

な
祭
典
「
例
祭
」
を
斎
行
い
た
し
ま
す
。
こ
の

日
は
本
宮
山
に
ご
祭
神
「
大
己
貴
命
」
が
お
祀

り
さ
れ
、
十
二
段
舞
楽
が
奉
奏
さ
れ
た
ご
縁
日

に
あ
た
り
ま
す
。

　

本
年
の
例
祭
期
間
の
日
程
は
、
十
六
日

（
土
）
午
前
中
に
氏
子
入
り
奉
告
祭
を
執
り
行

い
引
続
き
十
二
段
舞
楽
奉
奏
、
十
七
日
（
日
）

神
幸
祭
斎
行
に
引
続
き
十
二
段
舞
楽
奉
奏
、
十

八
日
（
月
）
に
例
祭
を
斎
行
い
た
し
ま
す
。

　

十
七
日
（
日
）
の
神
幸
祭
で
は
神
輿
渡
御
や

勅
使
行
列
を
行
い
、
舞
殿
に
て
十
二
段
舞
楽
が

奉
奏
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
境
内
で
は
弓
道
愛
好
家
に
よ
る
大
弓

会
、
新
茶
の
手
も
み
の
実
演
や
茶
娘
に
よ
る
無

料
接
待
、
甘
酒
の
無
料
授
与
な
ど
が
催
さ
れ
、

大
変
賑
や
か
な
一
日
と
な
り
ま
す
。

　

当
社
に
最
も
由
縁
の
深
い
吉
日
に
ご
参
拝
い

た
だ
き
、
多
く
の
方
が
大
神
様
の
ご
加
護
を
賜

り
ま
す
よ
う
、
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

平
成
二
十
八
年
例
祭
期
間
の
ご
案
内

勧
学
祭・氏
子
入
り
奉
告
祭
の
ご
案
内

　

勧
学
祭
は
、
四
月
二
日
（
土
）
の
午
前
十

一
時
よ
り
斎
行
い
た
し
ま
す
。
氏
子
地
域
内

の
小
学
校
と
中
学
校
へ
入
学
さ
れ
る
お
子
様

を
ご
案
内
し
、
学
業
成
就
・
身
体
健
全
・
交

通
安
全
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

　

氏
子
入
り
奉
告
祭
は
、
四
月
十
六
日（
土
）

午
後
二
時
よ
り
斎
行
い
た
し
ま
す
。

　

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十

八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
お
生
ま
れ
に
な

ら
れ
た
お
子
様
と
嫁
入
り
・
婿
入
り
さ
れ
た

方
、
転
入
移
住
さ
れ
た
方
々
を
ご
案
内
し
、

当
社
の
氏
子
に
加
わ
っ
た
こ
と
を
ご
神
前
に

ご
奉
告
申
し
上
げ
て
家
内
安
全
・
無
病
息
災

を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

　

お
申
し
込
み
は
、
各
地
区
の
総
代
を
通
し

て
ご
連
絡
い
た
し
ま
す
の
で
、
ご
家
族
皆
様

で
ご
参
列
下
さ
い
。

第13回優秀作品「美しき森の住民」（キビタキ）
（撮影　杉本昌弘氏）

第
十
四
回
﹁
写
真
コ
ン
テ
ス
ト
﹂

の
ご
案
内

　

当
社
主
催
の
第
十
四
回
写
真
コ
ン
テ
ス
ト

の
作
品
の
募
集
を
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

新
鮮
な
視
点
で
ご
神
域
に
溢
れ
る
小
國
大
神

様
の
恵
み
を
表
現
し
て
下
さ
い
。

　

テ
ー
マ
は
、
部
門
①「
草
花・自
然
」、
部

門
②「
祭
事・催
物
」、
部
門
③「
野
鳥
」と
な

り
ま
す
。
撮
影
期
間
は
、
平
成
二
十
七
年
十

一
月
よ
り
応
募
締
切
の
平
成
二
十
八
年
六
月

末
日
ま
で
と
な
り
ま
す
。

　

応
募
用
紙
は
、
当
社
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

か
ら
も
印
刷
が
可
能
で
す
。
ま
た
、
社
頭
及

び
静
岡
県
写
真
材
料
商
組
合
に
加
盟
し
て
い

る
カ
メ
ラ
店
で
も
配
布
し
て
お
り
ま
す
。
皆

様
方
の
多
く
の
ご
応
募
を
お
待
ち
し
て
お
り

ま
す
。

お
お
な
む
ち
の
み
こ
と
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稚児行列奉仕の子どもたち（平成27年4月19日）

　

当
社
で
は
、
献
詠
祭
で
神
前
に
奉
納
す
る

和
歌
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
左
記
の
要
項
に

て
多
数
ご
応
募
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
ご
案
内

申
し
上
げ
ま
す
。

◇
兼
題  

「
家
族（
家
）」
・
「
山
」

◇
用
紙　

短
冊

　
（
歌
は
楷
書
に
て
お
書
き
下
さ
い
。

　

  

裏
面
に
住
所・氏
名
を
明
記
下
さ
い
。）

◇
献
詠
費　

無
料

◇
締　

切　

四
月
十
三
日（
水
）

◇
宛　

先　

〒
四
三
七
ー
〇
二
二
六

　
　

静
岡
県
周
智
郡
森
町
一宮
三
九
五
六
ー一

　
　

小
國
神
社
社
務
所　

祭
儀
課
献
詠
係

本宮山より遥かに遠州灘を望む景色は絶景です

献
詠
祭
の
和
歌
募
集

　

四
月
十
七
日（
日
）午
後
二
時
よ
り
神
幸

祭（
お
わ
た
り
）を
斎
行
し
、
稚
児
行
列
を
執

り
行
い
ま
す
。
つ
き
ま
し
て
は
、
本
年
も

晴
や
か
に
ご
奉
仕
下
さ
る
お
稚
児
さ
ん
を

募
集
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
希
望
の
方

は
当
社
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

電　

話　

〇
五
三
八
ー
八
九
ー
七
三
〇
二

　

「
小
國
神
社
振
興
会　

稚
児
行
列
係
」

募
集
要
項

一
、 

対
象
者

一
、 

参
加
費

一
、 

募
集
人
員

一
、 

申
込
締
切

小
学
校
三
年
生
位
ま
で
の
男
女

五
、〇
〇
〇
円

若
干
名（
先
着
順
）

三
月
二
十
六
日（
土
）

浜
松
市

滋
賀
県

袋
井
市

浜
松
市

掛
川
市

熊
谷
市

静
岡
市

森　

町 

森　

町

森　

町

袋
井
市

袋
井
市

袋
井
市

東
京
都

森　

町

袋
井
市

袋
井
市

横
浜
市

袋
井
市

磐
田
市

掛
川
市

袋
井
市

掛
川
市

菊
川
市

掛
川
市

浜
松
市

袋
井
市

御
前
崎
市

菊
川
市

菊
川
市

浜
松
市

袋
井
市

愛
知
県

宇
賀
神
悠
杜

早
苗　

澄
人

太
田　

東
吾

外
山　

蒼
悟

河
住　

錬
人

田
中
康
太
郎

佐
々
木
康
平

今
澤
詠
太
郎

山
本　

英
人

山
本　

侑
人

村
松　

杏
菜

井
口　

砥
和

朝
比
奈
杏
奈

鈴
木　

太
賀

竹
内　

春
乃

福
本　

千
紗

森
田　

睦
己

加
藤　

平
晋

鈴
木　

奏
汰

朝
比
奈
由
芽

落
合　

莉
子

西
沢　

明
莉

森
下　

智
恵

坪
井　

美
緒

大
石　

実
幸

幸
田
ゆ
づ
な

村
松　
　

尚

松
本　
　

錬    

勝
浦
慎
一
郎　

鈴
木　

暖
乃　

花
見　

圭
亮

森
下　

煌
斗

神
谷　

真
臣

○
当
社
で
は
、
お
子
様
の
命
名
を

　

申
し
受
け
て
お
り
ま
す
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
一
日

　
　
　

〜
平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
九
日

初甲子祭にて奉奏する「豊栄舞」（2月11日）

　

豊
栄
舞
は
日
々
の
お
祭
り
を
は
じ
め
、
ご

祈
祷
、
神
前
結
婚
式
な
ど
に
お
い
て
巫
女
が

ご
奉
仕
し
て
い
ま
す
。
乙
女
の
舞
と
も
い
わ

れ
、
舞
人
は
榊
や
季
節
の
花
々
を
持
ち
な
が

ら
舞
い
ま
す
。

　

古
典
雅
楽
の
「
越
天
楽
」
と
「
風
車
」
で

構
成
さ
れ
た
楽
曲
に
国
文
学
者
の
臼
田
甚
五

郎
が
歌
詞
を
付
け
て
、
昭
和
二
十
五
年
に
祭

祀
舞
と
し
て
完
成
し
今
日
に
至
り
ま
す
。

　

舞
人
の
美
し
い
祈
り
の
舞
姿
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
美
し
い
日
本
語
で
綴
ら
れ
た
神
々

へ
の
感
謝
の
真
心
を
表
現
し
た
歌
詞
は
、
優

雅
な
楽
曲
を
介
し
て
一
層
美
し
く
響
き
ま
す
。

　

豊
栄
舞
を
ご
覧
に
な
る
際
は
、
美
し
い
歌

詞
に
も
耳
を
傾
け
て
み
て
下
さ
い
。

46

ー
豊
栄
舞
ー

と
よ
さ
か
ま
い

花筏

ー
ハ
ナ
イ
カ
ダ
ー

斎
庭
の
草
花
●6

　

当
社
は
四
季
折
々
に
自
然
を
楽
し
ん
で
い

た
だ
け
る
豊
か
な
杜
に
包
ま
れ
、
ま
た
普
段

何
気
な
く
見
て
い
る
境
内
に
は
多
く
の
草
花

が
生
き
づ
い
て
い
ま
す
。

　

シ
リ
ー
ズ
で
ご
紹
介
す
る
ご
神
域
に
生
き

づ
く
草
花
の
写
真
の
数
々
は
崇
敬
者
の
山
崎

克
巳
様
の
奉
納
写
真
を
も
と
に
掲
載
を
い
た

し
ま
す
。

ハ
ナ
イ
カ
ダ
（
花
筏
）

ミ
ズ
キ
科
　
ハ
ナ
イ
カ
ダ
属

花　

期　

四
月
〜
五
月　

草
丈　

1ｍ
〜
２ｍ

生
育
地　

森　

林

分　

布　

日
本
全
土

　

名
前
の
由
来
は
、
葉
の
中
心
に
花
や
果
実

を
つ
け
る
様
子
が
花
が
筏
に
乗
っ
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
こ
と
か
ら
ハ
ナ
イ
カ
ダ
と
呼
ば

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
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平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
日

「
玉
垂
」　
（
た
ま
だ
れ
）　

第
四
十
六
号

題
字
揮
毫　

神
社
本
廳
元
総
長　

工
藤　

伊
豆

発　

行 
 

小
國
神
社
社
務
所

郵
便
番
号　

四
三
七
ー
〇
二
二
六

住　

所
　

  

静
岡
県
周
智
郡
森
町
一
宮
三
九
五
六
ー
一

電
話
番
号　

〇
五
三
八
（
八
九
）
七
三
〇
二

Ｆ
Ａ
Ｘ
　

〇
五
三
八
（
八
九
）
七
三
六
七

印　

刷
　

  

㈲
デ
ザ
イ
ン
オ
フ
ィ
ス　
エ
ム・エ
ス・シ
ー

「
小
國
の
杜
・
点
描
」

節分祭にご奉仕の年男役・年女役の皆さま（2月3日）福を呼び込む宝槌打振り神事（２月３日） 筧　利夫様（右）

氏子内にオープンした吹きガラス工房floresta fabrica（左：鈴木努氏） ロックバンド「和楽器バンド」箏奏者　いぶくろ聖志様　新春のご参拝（右）（1月2日）

敬神婦人会による節分豆の袋詰め奉仕
（1月25日）

編

集

後

記

○
「
玉
垂
」
四
十
六
号
を
お
届
け
い
た
し
ま
す
。

　

氏
子
内
に
吹
き
ガ
ラ
ス
工
房floresta fabrica

が
オ
ー

プ
ン
い
た
し
ま
し
た
。
柔
ら
か
な
質
感
と
日
常
使
い
で

き
る
シ
ン
プ
ル
な
デ
ザ
イ
ン
が
贈
答
品
と
し
て
も
歓
ば

れ
そ
う
で
す
。
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
も
ご
ざ
い
ま
す
の

で
、
こ
ち
ら
も
是
非
ご
覧
下
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　

 http://w
w
w
.floresta-fabrica.com

○
新
春
の
ご
参
拝
を
さ
れ
た
箏
奏
者
の
い
ぶ
く
ろ
聖
志
さ

ん
が
所
属
す
る
和
楽
器
バ
ン
ド
は
、
本
年
一
月
六
日
に

日
本
武
道
館
公
演
を
行
い
ま
し
た
。
公
演
チ
ケ
ッ
ト
は

完
売
と
の
こ
と
で
、
そ
の
盛
況
ぶ
り
が
伺
え
ま
す
。
大

神
様
の
ご
加
護
を
頂
か
れ
益
々
の
ご
活
躍
を
お
祈
り
申

し
上
げ
ま
す
。http://w

agakkiband.jp/ 　

表
紙
写
真
に
つ
い
て

  

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
（
水
）
午
前
十
時
に
柔
ら
か

い
春
の
陽
射
し
の
も
と
撮
影
い
た
し
ま
し
た
。
第
二
鳥
居

前
の
枝
垂
れ
桜
は
ご
参
拝
の
皆
様
の
撮
影
ス
ポ
ッ
ト
と
な

っ
て
お
り
ま
す
。

フィリピン共和国マバラカット西飛行場跡地にて行われた
戦歿者慰霊祭に参列する打田宮司（右）（２月５日）

神社本庁長老・元衆議院議長・全国バトミントン協会会長　綿貫民輔様
小國神社御庭焼遠州みもろ焼き別所窯の視察（中央）（12月19日）


