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平
成
二
十
二
年
は
小
雪
模
様
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
降
雨
よ
り
は
良
い
の
で
す
が
、

ご
参
拝
の
皆
様
に
と
っ
て
は
折
角
の
初
詣
、
好
天
で
あ
っ
て
ほ
し
か
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

さ
す
が
に
ご
年
配
の
方
々
の
お
参
り
が
少
な
く
、
若
い
方
が
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
し
た
。

二
日
以
降
は
晴
天
が
続
き
気
温
も
上
昇
し
ま
し
た
の
で
、
大
勢
の
参
拝
の
方
が
お
越
し

に
な
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
間
、
当
社
で
は
恒
例
の
神
事
・
祭
事
も
順
調
に
斎
行
し
た
と

こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
お
正
月
の
喧
噪
は
二
月
の
節
分
過
ぎ
ま
で
続
き
、
紀

元
祭
・
祈
年
祭
を
無
事
斎
行
い
た
し
や
っ
と
一
段
落
と
な
り
ま
し
た
。 

　
そ
し
て
弥
生
三
月
に
な
り
ま
す
と
、
四
月
の
例
祭
に
向
け
て
の
諸
準
備
が
本
格
化
い

た
し
ま
す
。
例
祭
に
奉
奏
奉
仕
さ
れ
ま
す
国
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
の
「
古
式
舞

楽
」
で
は
、
三
月
下
旬
に
舞
人
の
小
学
生
達
八
名
全
員
が
舞
楽
伝
習
所
に
お
籠
り
い
た

し
ま
す
。
中
に
は
今
ま
で
親
御
さ
ん
か
ら
離
れ
て
泊
ま
っ
た
経
験
の
な
い
子
供
も
い
ま

す
。
昼
間
は
舞
の
稽
古
や
神
社
境
内
で
の
遊
び
な
ど
が
有
る
の
で
仲
間
と
一
緒
に
過
ご

す
時
間
が
多
く
寂
し
さ
を
感
じ
ま
せ
ん
が
、
夜
に
な
る
と
心
細
く
な
る
よ
う
で
す
。
指

南
役
を
は
じ
め
と
す
る
師
匠
達
も
一
緒
に
お
籠
り
し
て
寝
食
を
共
に
す
る
わ
け
で
す
が
、

こ
の
期
間
中
は
親
御
さ
ん
同
様
に
子
供
達
の
面
倒
を
見
て
戴
き
ま
す
。
こ
の
お
籠
り
は

四
月
の
例
祭
前
に
も
実
施
い
た
し
ま
す
の
で
、
都
合
十
日
以
上
に
も
亘
り
ま
す
。
伝
習

所
に
於
い
て
の
稽
古
と
お
籠
り
を
通
じ
て
、
師
匠
と
子
供
達
の
篤
い
信
頼
関
係
が
築
か

れ
る
の
で
す
。
伝
統
あ
る
舞
楽
の
経
験
を
通
じ
て
、
様
々
な
文
化
に
目
を
向
け
て
学
ん

だ
り
、
地
域
の
人
々
と
の
ふ
れ
合
い
を
大
切
に
す
る
優
し
い
心
や
こ
ま
や
か
な
感
性
を

育
ん
で
も
ら
い
た
い
も
の
で
す
。
と
こ
ろ
で
当
社
に
は
子
供
達
が
主
体
の
神
事
芸
能
が

も
う
一
つ
あ
り
ま
す
。
神
幸
祭
に
て
奉
仕
さ
れ
る
町
指
定
民
俗
文
化
財
の
「
神
楽
舞
」

で
す
。
四
月
に
な
り
ま
す
と
指
南
役
の
ご
自
宅
に
舞
人
の
少
女
四
人
が
訪
れ
て
、
稽
古

が
行
わ
れ
ま
す
。
奉
仕
者
は
「
い
ち
こ
」
と
呼
ば
れ
、
天
正
十
八
年（
一
五
九
〇
）の
古

記
録
で
も
「
八
乙
女
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
古
い
伝
統
神
事
で
す
。
舞
楽
の
よ
う
に
お

籠
り
は
し
ま
せ
ん
が
、
小
学
校
を
午
前
中
で
終
え
、
稽
古
に
通
い
ま
す
。
奉
仕
者
の
中

に
は
母
子
二
代
で
ご
奉
仕
を
さ
れ
た
方
も
あ
る
と
の
こ
と
で
す
。
本
年
は
十
八
日
午
後

二
時
斎
行
の
神
幸
祭
で
ご
覧
に
な
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
是
非
ご
参
拝
く
だ
さ
い
。 

　
地
球
温
暖
化
等
で
日
本
の
二
十
四
節
気
は
現
実
か
ら
少
し
離
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ

る
こ
の
頃
で
は
あ
り
ま
す
が
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
内
に
確
実
に
季
節
は
巡
っ
て
き
ま
す
。

全
国
の
神
社
で
は
祭
事
で
そ
の
季
節
の
花
が
供
え
ら
れ
た
り
、
諸
道
具
と
し
て
使
わ
れ

た
り
い
た
し
ま
す
。
理
由
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
当
社
で
も
舞
楽
行
列
で
先
頭

を
務
め
る
十
万
石
役
は
桃
の
花
の
小
枝
を
持
っ
て
ご
奉
仕
し
ま
す
。
ま
さ
に
神
様
と
人

と
が
一
体
と
な
り
春
の
慶
び
を
感
じ
る
様
子
は
、
「
神
人
和
楽
」
の
日
本
文
化
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
氏
子
崇
敬
者
の
皆
様
方
に
は
ご
壮
健
に
て
、
日
々
お
過
ご
し
に
な
ら

れ
ま
す
よ
う
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。 

春
の
慶
び 



年
末
年
始
の
ご
報
告 
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斎館建設業者ご奉納の「液晶テレビ」（研修室） 森町・中根省二氏ご奉納の「斎館玄関用衝立」 

新しい宇治橋を渡る打田宮司以下参宮団の皆様（12月4日） 師走の大祓式（12月31日） 

八王子社例祭の御弓神事（1月17日） 

「寅」歳（作・鈴木格子氏） 

小雪の元旦（1月1日） 



「
鳥
居  

禮
」展（
後
期
）の
開
催 

  

　
昨
年
、
記
念
事
業
の
竣
功
に
あ
た
り
柿
落
と

し
を
兼
ね
て
日
本
画
家
鳥
居
禮
先
生
の
個
展
を
、

研
修
室
に
お
き
ま
し
て
開
催
い
た
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
新
年
を
迎
え
後
期
と
い
た
し
ま
し
て

一
月
二
日
よ
り
十
七
日
ま
で
内
容
も
新
た
に
開

催
い
た
し
ま
し
た
。
初
詣
に
お
越
し
い
た
だ
き

ま
し
た
多
く
の
参
拝
者
の
皆
様
に
ご
覧
い
た
だ

き
盛
況
の
う
ち
に
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

　
終
了
後
は
こ
の
個
展
の
た
め
に
描
か
れ
ま
し

た
舞
楽
絵
「
色
香
」
を
ご
奉
納
賜
り
ま
し
た
。 

紀
元
祭
の
斎
行 
節
分
祭
の
斎
行 
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節分祭特別奉仕の磋牙司関（左）と伊調馨選手（右） 

建国記念奉祝式典 ー「紀元節の歌」を合唱ー 

鳥居　禮展（後期）（1月10日） 奉納の「色香舞」 

舞殿にての豆撒き神事（2月3日） 

  

　
二
月
十
一
日
は
神
武
天
皇
が
御
即
位
さ
れ

日
本
を
治
め
ら
れ
た
と
と
も
に
、
我
が
国
が

建
国
し
た
「
建
国
記
念
の
日
」
に
あ
た
り
ま
す
。 

　
当
社
で
は
、
毎
年
奉
祝
行
事
を
実
施
し
て

お
り
ま
す
が
本
年
は
、
生
憎
の
雨
天
と
な
り

予
定
し
て
お
り
ま
し
た
奉
祝
パ
レ
ー
ド
や
餅

つ
き
大
会
等
は
、
中
止
と
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。 

　
拝
殿
で
は
午
前
十
時
三
十
分
よ
り
紀
元
祭

が
斎
行
さ
れ
、
静
岡
県
議
会
議
員
奥
之
山
隆

様
始
め
、
森
町
議
会
副
議
長
鈴
木
晃
様
な
ど

大
勢
の
皆
様
の
ご
参
列
を
賜
り
、
無
事
滞
り

な
く
斎
行
い
た
し
ま
し
た
。
祭
典
後
に
は
当

社
大
宝
殿
に
て
奉
祝
式
典
が
行
わ
れ
、
ご
来

賓
の
皆
様
方
よ
り
ご
祝
辞
を
賜
り
ま
し
た
。 

　
生
憎
の
天
候
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
恵
み

の
雨
に
感
謝
を
し
な
が
ら
建
国
の
日
を
お
祝

い
い
た
し
ま
し
た
。 

 

  

　
二
月
三
日
（
水
）
午
後
二
時
よ
り
節
分
祭

を
斎
行
い
た
し
ま
し
た
。
本
年
の
特
別
奉
仕

者
と
し
て
、
三
島
市
出
身
で
入
間
川
部
屋
の

磋
牙
司
関
、
ま
た
北
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
女
子

レ
ス
リ
ン
グ
金
メ
ダ
リ
ス
ト
の
伊
調
馨
選
手

を
お
招
き
し
、
年
男
年
女
役
と
し
て
ご
参
加

い
た
だ
き
ま
し
た
。 

　
当
日
は
天
候
に
も
恵
ま
れ
、
大
紋
を
身
に

ま
と
わ
れ
た
お
二
人
は
、
殿
内
に
て
約
一
〇
〇

名
の
年
役
の
方
々
と
共
に
追
儺
神
事
や
大

声
で
笑
い
厄
災
を
祓
う
福
笑
い
神
事
等
を
ご

奉
仕
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

　
ま
た
神
事
後
の
豆
撒
き
で
は
、
お
二
人
の

姿
を
一
目
見
よ
う
と
集
ま
っ
た
大
勢
の
参
拝

者
か
ら
の
声
援
に
、
笑
顔
で
手
を
振
っ
て
お

応
え
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
豆
撒
き
終

了
後
、
磋
牙
司
関
は
「
地
元
の
皆
様
に
感
動

を
与
え
ら
れ
る
相
撲
を
取
る
よ
う
頑
張
り
た

い
」
と
、
ま
た
伊
調
選
手
は
「
福
笑
い
の
よ

う
に
大
笑
い
出
来
る
よ
う
な
一
年
に
し
た
い
、

ロ
ン
ド
ン
五
輪
目
指
し
て
頑
張
り
ま
す
」
と

笑
顔
で
話
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。 

　
今
後
も
、
お
二
人
の
更
な
る
ご
活
躍
に
ご

期
待
い
た
し
ま
す
。 

  

つ
い 

な  

し
ん 

じ 
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当社幹部との懇談会 

神
道
政
治
連
盟
推
薦 

参
議
院
議
員 

比
例
代
表（
全
国
区
）　
山 

谷 

え 

り 

子 

﹁
鎮
守
の
森
を
守
る
こ
と
﹂

特

別

寄

稿

　
新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。 

　
平
素
は
格
別
の
ご
高
配
を
賜
り
、

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
本
年
も

山
積
す
る
課
題
に
全
力
で
取
り
組
ん

で
い
く
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

　
昨
年
、
私
は
参
議
院
環
境
委
員
会

の
委
員
長
に
就
任
い
た
し
ま
し
た
。 

　
環
境
保
護
と
い
う
こ
と
で
、
私
が

思
い
出
す
の
は
、
明
治
末
期
か
ら
行

わ
れ
た
神
社
合
祀
政
策
と
、
そ
れ
に

対
す
る
南
方
熊
楠
、
柳
田
国
男
ら
の

反
対
運
動
で
す
。 

　
明
治
末
期
、
政
府
の
神
社
合
祀
政

策
に
よ
り
、
そ
の
頃
全
国
約
十
九
万

社
あ
っ
た
神
社
が
、
大
正
八
年
に
は

約
十
一
万
六
千
社
に
減
少
し
ま
し
た
。
約
八
万
も
の
神
社
が
失
わ
れ
ま
し
た
。

当
時
は
国
家
神
道
の
時
代
で
し
た
の
で
、
中
央
集
権
化
と
国
の
財
政
支
出
を
抑

え
る
こ
と
も
目
的
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
神
社
合
祀
に
対
し
て
、
反
対
運
動
を
展
開
し
た
の
が
、

博
物
学
者
、
民
俗
学
者
の
南
方
熊
楠
で
し
た
。
当
時
官
吏
を
し
て
い
た
柳
田
国

男
も
南
方
に
協
力
し
、
神
社
合
祀
中
止
の
機
運
を
盛
り
上
げ
て
い
き
ま
し
た
。

そ
し
て
運
動
は
実
を
結
び
、
大
正
九
年
、
貴
族
院
が
「
神
社
合
祀
無
益
決
議
」

を
採
択
し
、
神
社
合
祀
政
策
は
終
息
を
迎
え
た
の
で
し
た
。 

　
こ
の
神
社
合
祀
政
策
で
、
地
域
の
生
態
系
は
破
壊
さ
れ
、
水
害
や
風
害
が

村
々
を
襲
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
南
方
は
、
「
神
社
合
祀
に
関
す
る
意

見
」
と
い
う
文
章
の
中
で
、
環
境
保
護
の
観
点
か
ら
、
「
千
百
年
を
経
て
よ
う

や
く
長
ぜ
し
神
林
巨
樹
は
、
一
度
伐
ら
ば
億
万
金
を
費
や
す
も
た
ち
ま
ち
再
生

せ
ず
」
と
訴
え
ま
し
た
。 

　
し
か
し
、
南
方
の
思
想
は
、
単
な
る
生
態
的
環
境
保
護
に
と
ど
ま
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
神
社
を
守
る
こ
と
、
自
然
と
共
生
す
る
こ
と
こ
そ
、

皇
室
崇
敬
の
念
を
育
み
、
よ
き
国
が
ら
を
守
る
こ
と
な
の
だ
と
主
張
し
た
の
で

す
。 

 

「
漁
夫
よ
り
漁
神
を
奪
い
、
猟
夫
よ
り
山
神
を
奪
い
、
そ
の
祀
を
滅
す
る
は
治

道
の
要
に
合
わ
ず
。
い
わ
ん
や
、
山
神
も
海
神
も
い
ず
れ
も
わ
が
皇
祖
の
御
一

族
た
る
に
お
い
て
を
や
。
神
威
を
滅
す
る
は
、
取
り
も
直
さ
ず
、
皇
威
に
及
ぼ

す
と
こ
ろ
あ
り
と
知
る
べ
し
」 

 

「
わ
が
国
の
神
社
、
神
林
、
池
泉
は
、
人
民
の
心
を
清
澄
に
し
、
国
恩
の
あ
り

が
た
き
と
、
日
本
人
は
終
始
日
本
人
と
し
て
楽
し
ん
で
世
界
に
立
つ
べ
き
由
来

あ
る
を
、
い
か
な
る
無
学
無
筆
の
輩
に
ま
で
も
円
悟
徹
底
せ
し
む
る
結
構
至
極

の
秘
密
儀
軌
た
る
に
あ
ら
ず
や
。
」 

 

　
神
社
を
守
る
こ
と
は
、
心
を
清
澄
に
し
、
円
悟
の
生
き
方
を
叶
え
る
と
い
っ

て
い
る
の
で
す
。
環
境
保
護
が
盛
ん
に
訴
え
ら
れ
る
社
会
と
な
り
ま
し
た
が
、

真
の
環
境
保
護
と
は
、
単
に
二
酸
化
炭
素
を
減
ら
す
こ
と
に
と
ど
ま
る
も
の
で

は
な
く
、
日
本
の
国
が
ら
を
守
る
こ
と
に
つ
な
が
る
も
の
で
す
。
こ
の
こ
と
を

胸
に
、
仕
事
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。 
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㈱
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垣
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型
製
作
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ユ
ー
シ
ン
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以
上
以
上 

以
上 

  

　
二
月
十
八
日
（
木
）
午
前
十
時
よ
り
祈
年

祭
が
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。
当
日
は
早
朝
よ
り

生
憎
の
天
候
に
見
舞
わ
れ
心
配
を
い
た
し
ま

し
た
が
、
少
し
ず
つ
回
復
し
祭
典
前
に
は
晴

れ
わ
た
り
大
祭
に
ふ
さ
わ
し
い
好
天
と
な
り

ま
し
た
。 

　
祭
典
に
は
、
静
岡
県
議
会
議
員
の
岩
瀬 

護
様
を
始
め
約
七
十
名
の
ご
参
列
を
賜
り
本

年
の
五
穀
豊
穣
・
国
家
の
安
泰
を
祈
願
い
た

し
ま
し
た
。 

  

　
二
月
上
旬
、
当
社
門
前
で
は
宮
川
沿
い
に

あ
る
梅
の
花
が
咲
き
、
見
頃
を
迎
え
ま
し
た
。 

紅
白
色
に
咲
く
梅
は
、
当
社
か
ら
東
へ
進
ん

だ
道
沿
い
と
そ
の
先
に
あ
る
宮
ノ
谷
池
付
近

の
梅
園
で
も
楽
し
む
こ
と
が
で
き
、
そ
の
色

彩
と
芳
香
は
参
拝
者
の
方
々
に
心
地
よ
い
一

時
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。 

  

　
昨
年
十
二
月
七
日
、
当
社
氏
子
青
年
会（
両

角
浩
樹
会
長
）で
は
、
お
正
月
を
迎
え
る
に

あ
た
り
、
拝
殿
並
び
に
神
徳
殿
の
注
連
縄
を

奉
製
し
、
二
十
七
日
に
奉
納
い
た
し
ま
し
た
。 

　
ま
た
、
本
年
の
年
頭
は
例
年
に
な
く
寒
さ

の
厳
し
い
中
、
元
旦
か
ら
十
一
日
ま
で
「
開

運
福
だ
る
ま
」
の
授
与
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。

十
七
日
は
恒
例
の
ど
ん
ど
焼
き
に
て
お
は
た

き
餅
の
授
与
を
奉
仕
い
た
し
ま
し
た
。
当
日

は
天
候
に
恵
ま
れ
、
多
く
の
参
拝
者
の
方
々

で
賑
わ
い
、
お
正
月
の
伝
統
行
事
に
親
し
ん

で
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

  
小國神社の公式Webサイトがリニューアル 

「開運福だるま」の授与（1月1日） 

梅の開花（平成22年2月1日） 

車のお祓い進入路が整備 

祈年祭・宮司以下参進（2月18日） 

祈
年
祭
の
斎
行 

梅
の
開
花 

氏
子
青
年
会
の
活
動 
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平
成
二
十
二
年
例
祭 

ー 

神
輿 

ー

み
こ
し

神幸祭の神輿（平成21年4月19日） 

神幸祭にての「神楽舞」（平成21年4月19日） 

  

　
本
年
の
例
祭
は
、
四
月
十
七
日
・
十
八
日

の
二
日
間
に
亘
り
斎
行
さ
れ
ま
す
。
最
も
神

社
に
由
緒
あ
る
日
に
行
う
大
祭
で
す
。
例
祭

（
十
八
日
）
を
始
め
十
二
段
舞
楽
【
国
指
定

重
要
無
形
文
化
財
】（
十
七
・
十
八
日
）
神

幸
祭
・
巫
女
舞
【
森
町
指
定
無
形
文
化
財
】・

稚
児
行
列
・
勅
使
行
列
（
十
八
日
）
な
ど
が

行
わ
れ
ま
す
。
二
日
目
の
舞
楽
終
了
後
に
は
、

振
興
行
事
と
し
て
福
引
き
入
り
の
餅
ま
き
が

行
わ
れ
ま
す
。 

　
ま
た
献
茶
祭
・
献
詠
祭
・
氏
子
入
り
奉
告

祭
な
ど
例
祭
に
伴
う
諸
祭
典
が
斎
行
さ
れ
ま

す
。
境
内
で
は
、
新
茶
の
手
揉
み
実
演
や
露

店
の
出
店
な
ど
で
境
内
は
賑
わ
い
ま
す
。 

第7回優秀賞・杉本昌弘「深まる秋」 

一
宮
さ
く
ら
祭
の
開
催 

社務所前の枝垂れ桜（平成21年4月3日） 

  

　
四
月
四
日（
日
）午
前
十
時
よ
り
恒
例
の

「
一
宮
さ
く
ら
祭
」
を
開
催
い
た
し
ま
す
。

メ
イ
ン
会
場
と
な
る
門
前
の
特
設
ス
テ
ー
ジ

で
は
、
バ
ン
ド
演
奏
や
ダ
ン
ス
な
ど
の
公
演

を
お
楽
し
み
い
た
だ
き
、
終
演
予
定
の
午
後

三
時
二
十
分
頃
に
は
投
餅
を
実
施
し
ま
す
。 

境
内
で
は
、
拝
殿
前
舞
殿
に
て
琴
・
尺
八
演

奏
、
参
拝
者
休
憩
所
前
の
参
道
西
側
に
て
野

点
や
甘
酒
が
ふ
る
ま
わ
れ
ま
す
。 

　
ま
た
、
午
後
九
時
ま
で
門
前
周
辺
を
ラ
イ

ト
ア
ッ
プ
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
皆
様
お
誘

い
合
わ
せ
の
上
お
出
か
け
下
さ
い
。 

   

　
神
輿
は
祭
典
の
中
で
、
御
神
霊
が
御
旅
所

と
呼
ば
れ
る
別
の
祭
場
ま
で
移
動
す
る
際
に
、

一
時
的
に
鎮
ま
ら
れ
る
「
神
様
の
乗
り
物
」

で
す
。 

　
当
社
の
神
輿
は
、
明
治
二
十
二
年
に
愛
知

県
名
古
屋
市
玉
屋
町
の
音
羽
屋
・
青
山
儀
兵

衛
の
も
と
で
奉
製
さ
れ
ま
し
た
。
磐
田
市
の

見
付
ま
で
は
鉄
道
馬
車
で
運
ば
れ
、
見
付
か

ら
は
人
の
手
に
よ
っ
て
担
が
れ
て
き
た
も
の

で
す
。
屋
根
の
四
方
に
は
金
色
の
菊
花
紋
、

頂
に
は
鳳
凰
を
飾
り
付
け
て
い
ま
す
。 

　
常
に
は
宝
蔵
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

例
祭
で
の
神
幸
祭
に
て
使
わ
れ
ま
す
。 

　
本
年
の
写
真
コ
ン
テ
ス
ト
は
前
回

と
同
様
に
テ
ー
マ
を
「
境
内
に
咲
く

草
花
・
樹
木
な
ど
の
自
然
写
真
及
び

祭
事
・
催
物
」
と
し
て
実
施
い
た
し
ま
す
。

平
成
二
十
一
年
十
一
月
よ
り
平
成
二
十
二
年

六
月
下
旬
ま
で
が
撮
影
対
象
で
、
本
年
六
月

末
日
に
て
締
切
と
な
り
ま
す
。
皆
様
方
の
多

く
の
ご
応
募
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。 

　
尚
、
応
募
用
紙
は
小
國
神
社
と
写
真
材
料

商
組
合
中
遠
支
部
加
盟
店
に
て
配
布
し
て
お

り
ま
す
。
詳
し
く
は
小
國
神
社
写
真
コ
ン
テ

ス
ト
係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。 

　  

Ｔ
Ｅ
Ｌ  

〇
五
三
八
（
八
九
）
七
三
〇
二 
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稚児行列（平成21年4月19日） 

一

日

 

六

日

 

十
五
日 

十
八
日

十
八
日 

十
八
日 

二
十
一
日 

一

日

 

三

日

 

三

日

 

四

日

 

六

日

 

八

日

 

八

日

 

十
五
日 

十
五
日 

十
七
日 

十
七
日 

十
七
日 

十
七
日 

十
八
日 

十
八
日 

十
八
日 

十
八
日 

二
十
九
日 

月
次
祭 

神
武
天
皇
祭
遙
拝
式

勧
学
祭 

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 

前
日
祭 

氏
子
入
り
奉
告
祭 

十
二
段
舞
楽
奉
奏 

例
　
祭 

十
二
段
舞
楽
奉
奏 

神
幸
祭 

献
茶
祭（
手
揉
み
保
存
会
） 

昭
和
祭 

（
午
前
九
時
） 

（
午
前
九
時
） 

（
午
前
十
一
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
一
時
） 

（
午
後
二
時
） 

（
午
後
二
時
） 

（
午
前
十
時
）

（
午
前
十
一
時
）

（
午
後
二
時
） 

（
午
後
四
時
） 

（
午
前
九
時
） 

 

月
次
祭 

本
宮
山
月
次
祭 

初
甲
子
祭 

月
次
祭 

真
田
城
趾
慰
霊
祭 

鉾
執
社
例
祭 

春
季
皇
霊
祭
遙
拝
式 

（
午
前
九
時
） 

（
午
前
十
時
） 

（
午
前
九
時
） 

（
午
前
九
時
） 

（
午
前
十
時
半
） 

（
午
後
一
時
半
） 

（
午
前
九
時
） 

月
次
祭 

こ
ど
も
祭 

本
宮
山
青
葉
祭 

甲
子
祭 

月
次
祭 

（
午
前
九
時
） 

（
午
前
十
時
） 

（
午
前
十
一
時
） 

（
午
前
九
時
） 

（
午
前
九
時
） 

月
次
祭 

花
菖
蒲
園
開
園
奉
告
祭 

花
菖
蒲
観
賞
祭 

本
宮
山
月
次
祭 

花
し
ょ
う
ぶ
ま
つ
り 

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
十
時
半
） 

（
午
前
九
時
） 

（
午
前
九
時
） 

（
午
後
三
時
） 

一

日

 

五

日

 

六

日

 

十
四
日 

十
八
日 

一

日

 

一

日

 

五

日

 

六

日

 

六

日

 

十
八
日 

二
十
一
日 

三
十
日 

初夏の花菖蒲園（平成21年5月31日） 

　
四
月
十
八
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
行
列
に

参
加
さ
れ
る
稚
児
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

　
　
　
　
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 

　
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  

「
国
」・「
光
」 

◇
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
日
（
土
） 

◇
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 

 

夏越の大祓式「茅の輪神事」（6月30日） 

磐
田
市 

浜
松
市 

袋
井
市 

豊
橋
市 

掛
川
市 

掛
川
市 

浜
松
市 

浜
松
市 

掛
川
市 

袋
井
市 

磐
田
市 

袋
井
市 

掛
川
市 

掛
川
市 

浜
松
市 

名
古
屋
市 

森
　
町 

浜
松
市 

松
下
　
和
也 

大
貫
結
依
菜 

松
下
　
絢
愛 

彦
坂
　  

昴 

後
藤
　
瞭
仁 

深
尾
　
悠
太 

武
藤
　
　
蒼 

濱
口
　
湧
大 

永
田
　
遥
飛 

足
立
　
龍
希 

大
場  

健
跳 

　
柳
　
旭
希 

鈴
木
　
陵
真 

横
田
　
静
玖 

須
藤
　
悠
有 

野
口
恵
里
瑳 

鈴
木
　
健
琉 

菅
沼
晃
之
輔 

○
当
社
で
は
、
お
子
様
の
命
名
を
申
し
受
け
て
お
り
ま
す
。 

平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日 

　
〜
平
成
二
十
二
年
一
月
三
十
一
日 

小
学
校
三
年
生
位
ま
で
の
男
女 

五
、〇
〇
〇
円 

先
着
二
十
名 

四
月
三
日（
土
） 

 



平
成
二
十
二
年
三
月
十
日 

「
玉
垂
」
（
た
ま
だ
れ
）
第
二
十
八
号 

題
字
揮
毫
　
神
社
本
廳
前
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 

8

「
小
國
の
杜
・
点
描
」 

宮奥の「しゃが」 

宮代神饌田の抜穂祭（10月1日） 

俳優・筧利夫氏の大ヒット祈願の俵・映画「交渉人 THE  MOVIE」 

本宮山例祭での焚き火（1月6日） 斎館屋上より御本殿を望む（11月4日） 

NPO法人静岡犯罪被害者支援センターへ寄付（12月14日） 

表
紙
写
真
に
つ
い
て 

編

集

後

記

 

　
平
成
二
十
二
年
一
月
三
日（
日
）午
後
三
時
に
舞
殿
に

お
い
て
奉
納
奉
仕
さ
れ
て
お
り
ま
す
「
田
遊
び
神
事
」
を

撮
影
い
た
し
ま
し
た
。
寒
風
の
中
白
丁
の
い
で
た
ち
で
、

約
二
時
間
の
演
目
奉
仕
後
に
は
新
年
か
ら
縁
起
の
良
い

投
げ
餅
が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

○
『
玉
垂
』二
十
八
号
を
お
届
け
い
た
し
ま
す
。
年
末
か

ら
お
正
月
・
祈
年
祭
迄
の
祭
事
行
事
を
ご
報
告
さ
せ
て
戴

き
ま
し
た
。節
分
祭
に
ご
奉
仕
の
磋
牙
司
関
に
は
怪
我
な

く
長
く
土
俵
上
で
活
躍
し
て
戴
き
た
い
も
の
で
す
。郷
土

ご
出
身
の
関
取
を
今
後
も
熱
く
応
援
い
た
し
ま
す
。ま
た
、

伊
調
馨
選
手
は
今
回
で
二
回
目
の
ご
奉
仕
と
な
り
ま
し

た
。ロ
ン
ド
ン
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
出
場
が
当
面
の
目
標
と
の
こ

と
で
す
が
、長
い
期
間
世
界
の
ト
ッ
プ
ア
ス
リ
ー
ト
と
し
て

続
け
て
い
く
精
神
面
の
タ
フ
さ
に
は
感
心
い
た
し
ま
す
。 

○
梅
に
続
き
河
津
桜
も
咲
き
ま
し
た
。そ
し
て
次
は
染

井
吉
野
と
な
り
ま
す
。や
っ
と
到
来
し
た
春
の
季
節
で
す
。

そ
し
て
境
内
が
花
に
囲
ま
れ
る
と
例
祭
と
な
り
ま
す
。ご

関
係
の
皆
様
方
の
ご
協
力
を
例
年
の
通
り
に
宜
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。 

平成22年3月10日 第28号 玉 垂  


