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年
の
瀬
を
迎
え
て

　

季
節
の
巡
り
は
早
い
も
の
で
、
今
季
も
多
く
の
皆
様
に
当
社
の
紅
葉
を
お
楽

し
み
戴
き
ま
し
た
。
本
年
の
色
づ
き
は
非
常
に
美
し
く
、
ご
神
域
の
至
る
所
で

感
嘆
の
声
が
聞
え
て
参
り
ま
し
た
。
ま
た
、
昨
年
十
月
に
大
沼
建
設
株
式
会
社

様
、
有
限
会
社
一
十
園
様
の
ご
奉
納
に
よ
り
宮
川
沿
い
に
設
置
さ
れ
た
石
橋
と

自
然
が
描
く
極
上
の
色
彩
に
染
ま
っ
た
も
み
じ
と
の
共
演
に
目
を
奪
わ
れ
、
立

ち
止
ま
る
方
が
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
し
た
。
毎
年
の
事
な
が
ら
、
神
々
が
運
ぶ

季
節
の
移
ろ
い
が
見
せ
る
自
然
の
深
遠
さ
に
心
を
打
た
れ
ま
す
。

　

さ
て
、
本
年
八
月
八
日
午
後
三
時
、
畏
く
も
天
皇
陛
下
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

ビ
デ
オ
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
て
「
象
徴
と
し
て
の
お
務
め
に
つ
い
て
」の「
お
言
葉
」

を
国
民
に
向
け
て
直
接
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
全
身
全
霊
を
も
っ
て
象
徴
の
お
務

め
を
果
し
て
こ
ら
れ
た
お
姿
に
多
く
の
国
民
が
感
動
し
、
信
頼
と
敬
愛
の
念
を

抱
い
た
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

　

我
が
国
は
建
国
以
来
、
天
皇
を
中
心
と
し
て
歴
史
を
紡
ぎ
、
伝
統
文
化
を
築

い
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
天
皇
は
「
祈
り
の
ご
存
在
」
と
し
て
い
つ
の
時
代

も
変
わ
る
こ
と
な
く
神
々
へ
感
謝
の
誠
を
捧
げ
、
国
家
、
国
民
の
安
寧
と
幸
福

を
願
い
続
け
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
「
祈
り
」
の
深
く
し
て
重
い
本
質
は
、
毎

年
十
一
月
二
十
三
日
に
宮
中
の
神
嘉
殿
に
於
い
て
執
り
行
わ
れ
る
新
嘗
祭
に
代

表
さ
れ
る
「
宮
中
祭
祀
」
に
高
貴
な
精
神
が
継
承
さ
れ
て
い
ま
す
。
改
め
て
陛

下
の
お
言
葉
を
拝
し
ま
す
と
、
「
何
よ
り
も
ま
ず
国
民
の
安
寧
と
幸
せ
を
祈
る

こ
と
を
大
切
に
考
え
て
来
ま
し
た
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。「
伝
統
的
な
祭

祀
の
祈
り
」
を
最
も
神
聖
な
天
皇
の
お
務
め
と
し
て
何
よ
り
も
優
先
し
て
お
ら

れ
る
ご
姿
勢
が
明
確
に
伺
え
ま
す
。

　

一
方
、
こ
の
度
の
お
言
葉
を
受
け
、
す
で
に
多
く
の
有
識
者
よ
り
様
々
な
意

見
が
交
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
議
論
の
中
心
に
は
、
日
本
国
の
礎
と
な

る
「
精
神
文
化
」
を
ど
の
よ
う
に
護
り
伝
え
て
ゆ
く
か
を
熟
慮
し
、
皇
統
の
尊

厳
護
持
と
神
聖
性
の
保
持
、
そ
し
て
安
定
的
な
継
承
を
十
分
に
配
慮
し
た
も
の

で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

聖
寿
の
万
歳
、
皇
室
の
弥
栄
を
寿
ぎ
奉
り
、
国
の
隆
昌
と
世
界
の
平
和
、
そ

し
て
氏
子
崇
敬
者
各
位
の
ご
健
勝
と
ご
多
幸
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

に
い
な
め
さ
い

き
ゅ
う
ち
ゅ
う
さ
い
し
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篤
志
奉
納
者
へ
感
謝
状
の
贈
呈

新嘗祭　宮司玉串を奉りて拝礼
（11月23日）

豊栄舞の奉奏
（11月23日）

　

境
内
の
紅
葉
が
見
頃
を
迎
え
、
大
勢
の
参

拝
者
で
賑
わ
う
十
一
月
二
十
三
日
㈬
に
新
嘗

祭
を
斎
行
い
た
し
ま
し
た
。

　

氏
子
の
皆
様
方
よ
り
ご
奉
納
い
た
だ
き
ま

し
た
農
産
物
を
ご
神
前
に
お
供
え
し
、
今
年

一
年
の
豊
か
な
稔
り
と
諸
産
業
の
発
展
に
感

謝
い
た
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
毎
年
恒
例
の
小
國
神
社
振
興
会
主

催
に
よ
る
「
奉
納
農
産
物
品
評
会
」
を
拝
殿

前
に
て
開
催
い
た
し
ま
し
た
。

　

本
年
で
六
十
回
目
を
迎
え
る
品
評
会
は
、

台
風
や
季
節
外
れ
の
長
雨
に
よ
る
作
物
へ
の

影
響
が
心
配
さ
れ
ま
し
た
が
、
二
五
四
点
も

の
奉
納
を
い
た
だ
き
、
新
嘗
祭
斎
行
後
の
即

売
会
に
て
大
盛
況
の
う
ち
に
完
売
と
な
り
ま

し
た
。

　

こ
こ
に
品
評
会
に
て
受
賞
さ
れ
た
方
々
を

ご
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
と
も
に
、

ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
様
方
に
篤
く
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
。

〈
協
力
賞
〉

　
　
　

第
一
位　
　
　
　
　

牛　

飼
部
農
会

　
　
　

第
二
位　
　
　
　
　

円
田
上
部
農
会

　
　
　

第
三
位　
　
　
　
　

上
川
原
部
農
会

　
　
　

第
四
位　
　
　
　
　

中
川
上
部
農
会

　
　
　

第
五
位　
　
　
　
　
　

橘　

部
農
会

〈
小
國
神
社
賞
〉

　
　
　

米　
　
　

中
川
上　
　

鈴
木　

定
男

　
　
　
こ
ん
に
ゃ
く
芋　

円
田
下　
　

北
島　

恵
介

　
　
　

白
菜　
　

中
川
上　
　

本
多　

利
吉

　
　
　

治
郎
柿　

谷　

中　
　

井
口　
　

始

　
　
　

茶　
　
　

中
川
上　
　

本
多　

利
吉

〈
遠
州
中
央
農
業
協
同
組
合
代
表
理
事
長
賞
〉

　
　
　

米　
　
　

中
川
上　
　

伊
藤　

忠
男

　
　
　

大
根　
　

片　

瀬　
　

毛
利　

正
雄

　
　
　

生
姜　
　

宮
代
東　
　

松
尾　

貞
子

　
　
　
キ
ャ
ベ
ツ　

宮
代
東　
　

松
尾　

貞
子

　
　
　

メ
ロ
ン　

米　

倉　
　

今
村　

芳
信

〈
小
國
神
社
振
興
会
賞
〉

　
　
　

米　
　
　

円
田
上　
　

鈴
木　

伸
明

　
　
　

人
参　
　

中
川
上　
　

伊
藤　

忠
敏

　
　
　

レ
タ
ス　

大
久
保　
　

松
下　

義
則

　
　
　

レ
モ
ン　
　

橘　
　
　

山
田　

信
男

　
　
　

椎
茸　
　

宮
代
東　
　

松
尾　

貞
子

〈
特
等
賞
〉

　
　
　

米　
　
　

中
川
上　
　

石
黒　

朔
郎

　
　
　

里
芋　
　

赤　

根　
　

鈴
木　

正
利

　
　
　

か
ぶ　
　

円
田
下　
　

鈴
木　

和
則

　
　
　

ワ
ケ
ギ　

米　

倉　
　

山
出　

博
司

　
　
　

キ
ウ
イ　

牛　

飼　
　

村
松
伊
佐
雄

〈
特
別
賞
〉

　

十
四
点
出
品　

宮
代
東　
　

松
尾　

貞
子

（
敬
称
略
）

新
嘗
祭
の
斎
行
・

　
奉
納
農
産
物
品
評
会
の
表
彰

㈱
久
米
吉
様
に
よ
る

　
　
猫
足
六
角
釣
燈
籠
ご
奉
納

　
十
一
月
二
十
三
日
の
新
嘗
祭
斎
行
後
、
拝
殿
に
お
き
ま

し
て
篤
志
奉
納
者
の
皆
様
に
感
謝
状
と
記
念
品
の
贈
呈
を

い
た
し
ま
し
た
。

　
ご
奉
納
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
様
の
ご
芳
名
を
掲
載
し
、

改
め
ま
し
て
篤
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

浄
財
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
藤
　
　
晃

浄
財
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
　
政
春

浄
財
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
崎
電
気
工
事

浄
財
　
　
　
　
　
　
　
　
　
梶
谷
　
雅
春
・
梶
谷
　
静
江

浄
財
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
塲
喜
久
司

浄
財
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浜
名
梱
包
輸
送
株
式
会
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
代
表
取
締
役
　
鈴
木
　
　
猛

御
本
殿
釣
燈
籠
一
対
　
　
　
株
式
会
社
久
米
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
代
表
取
締
役
　
倉
島
　
正
三

絵
画
一
幅
「
小
國
神
社
」
　
栗
原
　
幸
彦

藪
椿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
有
限
会
社
一
十
園

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
代
表
取
締
役
　
小
林
　
　
健

黒
松
　
　
　
　
　
　
　
　
　
株
式
会
社
庭
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
社
長
　
鈴
木
　
政
之

大
型
絵
巻
物
一
巻
「
小
國
神
社
物
語
」
た
た
ら
　
な
お
き

神
饌
米
　
　
　
　
　
　
　
　
兼
子
　
弘
史
・
兼
子
　
友
秀

四
人
掛
け
胡
床
十
二
脚
　
　
小
國
神
社
敬
神
婦
人
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
順
不
同
・
敬
称
略
）

　
九
月
四
㈰
、
㈱
久
米
吉
の
倉
島
正
三
・
良

枝
ご
夫
妻
よ
り
、
青
銅
製
金
箔
張
り
の
猫
足

六
角
釣
燈
籠
二
基
を
ご
奉
納
頂
き
ま
し
た
。

ご
奉
納
頂
い
た
釣
燈
籠
は
ご
神
前
に
最
も
近

い
大
床
の
庇
下
に
取
り
付
け
い
た
し
ま
し
た
。

　
当
社
で
は
、
「
明
治
十
九
年
九
月
吉
日
」

銘
の
社
殿
再
建
時
に
奉
納
さ
れ
た
釣
燈
籠
を

所
蔵
し
て
お
り
ま
す
が
、
劣
化
が
激
し
く
永

き
に
亘
り
献
灯
が
叶
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
こ
の
度
の
ご
奉
納
に
よ
り
、
大
前
に
再
び

浄
火
を
献
灯
で
き
ま
し
た
こ
と
を
深
く
感
謝

い
た
し
ま
す
と
と
も
に
、
小
國
大
神
様
の
ご

神
慮
を
い
た
だ
か
れ
、
益
々
の
ご
健
勝
と
お

栄
え
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

御本殿大床に献灯となった釣燈籠（8月7日）

㈱庭政様による黒松の奉納（5月18日）
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九
月
十
一
日
、
森
町
長
太
田
康
雄
様
を
始

め
、
関
係
者
ご
参
列
の
元
、
厳
粛
に
除
幕
式

を
執
り
行
い
ま
し
た
。

　
こ
の
碑
は
、
当
社
の
例
祭
に
て
周
智
茶

手
揉
保
存
会
の
皆
さ
ま
が
、
大
前
に
倉
開

流
手
揉
茶
を
奉
献
さ
れ
て
よ
り
六
十
年
の

佳
節
迎
え
た
こ
と
を
記
念
し
境
内
に
建
立

さ
れ
ま
し
た
。

　
倉
開
流
の
技
法
は
、
茶
師
橋
山
倉
吉
に

よ
り
明
治
時
代
に
創
案
さ
れ
た
製
茶
法
で

す
。
現
在
で
は
森
、
春
野
地
域
に
の
み
に

伝
わ
り
、
そ
の
技
術
は
静
岡
県
指
定
無
形

民
俗
文
化
財
と
し
て
も
登
録
さ
れ
高
く
評

価
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
今
後
と
も
大
神
様
の
ご
加
護
を
い
た
だ
か

れ
、
倉
開
流
手
揉
茶
の
技
法
が
末
永
く
後
世

に
伝
承
さ
れ
ま
す
よ
う
心
よ
り
お
祈
り
申
し

上
げ
ま
す
。

　
う
さ
ぎ
の
姿
を
か
た
ど
り
、
静
岡
の
お
茶
を

練
り
込
ん
だ
可
愛
ら
し
い
お
饅
頭
「
遠
江
国
う

さ
ぎ
の
恩
返
し
」
が
発
売
に
な
り
ま
し
た
。

　
ご
祭
神
大
己
貴
命
は
神
話
に
お
い
て
傷
つ
い

た
白
う
さ
ぎ
を
助
け
た
心
の
優
し
い
神
様
と
し

て
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
神
話
の
続
き
で
は
、
傷
の
癒
え
た
白
う
さ
ぎ

が
大
己
貴
命
へ
「
美
し
い
女
神
さ
ま
と
契
り
を

結
ぶ
で
し
ょ
う
」
と
予
言
し
、
そ
の
通
り
に
目

出
度
く
結
ば
れ
ま
し
た
。

　
不
思
議
な
力
で
恩
返
し
を
し
た
白
う
さ
ぎ
に

因
ん
だ
、
日
頃
の
感
謝
の
気
持
ち
を
伝
え
る
お

土
産
で
す
。

　
小
國
こ
と
ま
ち
横
丁
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト

森
町
宮
の
市
店
、
新
東
名
遠
州
森
町
上
り

P
A
、
東
名
牧
之
原
下
り
S
A
な
ど
で
お
求
め

に
な
れ
ま
す
。

新しいご当地土産「遠江国うさぎの恩返し」

ご参列の皆さま　森町長　太田康雄様（中央）（9月11日）

　

周
智
茶
手
揉
保
存
会「
倉
開
流
の
碑
」除
幕
式

　
五
月
二
十
九
日
、
当
社
第
三
駐
車
場
に
て

「
も
り
も
り
ま
ー
け
っ
と
　
i
n 

小
國
神

社
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
イ
ベ
ン
ト

は
、
森
町
で
土
屋
製
菓
を
営
む
今
泉
京
子
さ

ん
ら
森
町
出
身
の
若
者
が
中
心
と
な
り
、
森

町
の
活
性
化
に
向
け
て
始
め
ら
れ
た
も
の
で
、

今
回
で
四
回
目
の
開
催
と
な
り
ま
す
。

　
当
日
早
朝
、
実
行
委
員
会
と
出
店
者
は
正

式
参
拝
を
行
い
、
日
々
の
感
謝
と
も
り
も
り

ま
ー
け
っ
と
の
成
功
を
お
祈
り
し
、
イ
ベ
ン

ト
が
開
始
と
な
り
ま
し
た
。

　
会
場
で
は
、
可
愛
ら
し
い
雑
貨
や
和
菓
子
、

有
機
栽
培
の
ピ
ー
ナ
ッ
ツ
バ
タ
ー
の
販
売
、

ア
ロ
マ
テ
ラ
ピ
ー
の
専
門
店
な
ど
の
こ
だ
わ

り
の
店
舗
が
多
数
並
び
大
変
な
賑
わ
い
を
見

せ
て
い
ま
し
た
。

「
も
り
も
り
ま
ー
け
っ
と 

i
n 

小
國
神
社
」の
開
催

ご
参
拝
の
お
土
産
に

「
遠
江
国
う
さ
ぎ
の
恩
返
し
」の
ご
紹
介

　「
遠
州
と
こ
わ
か
塾
」
第
七
期
第
一
回
を

十
月
二
十
三
日
㈰
に
開
催
い
た
し
ま
し
た
。

　
講
師
に
は
、
日
本
初
の
女
性
樹
木
医
で

　
浜
松
市
花
み
ど
り
振
興
財
団
・
は
ま
ま
つ

フ
ラ
ワ
ー
パ
ー
ク
理
事
長
塚
本
こ
な
み
先
生

を
お
招
き
し
、
ご
講
話
を
賜
り
ま
し
た
。

　
先
生
は
、
常
に
木
々
に
真
心
を
寄
せ
、
木

の
心
と
命
に
真
摯
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
で
様
々

な
角
度
か
ら
園
の
改
善
点
を
見
つ
け
だ
し
、

経
営
難
に
あ
っ
た
は
ま
ま
つ
フ
ラ
ワ
ー
パ
ー

ク
を
卓
越
し
た
手
腕
で
再
生
さ
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
再
生
手
法
の
原
点
は
、
山
川
草
木
全

て
に
命
が
宿
り
、
偉
大
な
自
然
に
神
々
を
感

じ
、
感
謝
と
畏
敬
の
念
を
も
っ
て
自
然
と
共

生
す
る
姿
勢
で
し
た
。

　
塾
生
一
同
、
熱
心
に
拝
聴
し
て
い
ま
し
た
。

第
七
期  

第
一
回〝
遠
州
と
こ
わ
か
塾
〞の
開
催講師　塚本こなみ先生　演題 “木の心、木の命”

多くの参拝者で賑わう会場（5月29日）

（公社）

（公財）



㈲静岡木工のスタッフの皆さま（6月26日）

県立掛川工業高校　木村　穂野先生（中央）（9月24日）

神社総代会周智支部森町分会
祭式研修会の開催（9月23日）

宮代神饌田 抜穂祭（10月1日） 太田辰美氏撮影野鳥写真「ヒヨドリ」

　

私
は
、
静
岡
県
榛
原
郡

吉
田
町
で
神
棚
を
奉
製
す

る
会
社
を
営
ん
で
お
り
ま

す
。
今
か
ら
四
年
前
の
六

月
に
三
十
三
歳
で
後
継
者
と
し
て
会
社
を
背

負
う
よ
う
に
な
り
、
改
め
て
自
身
が
行
な
う

べ
き
仕
事
に
つ
い
て
様
々
に
思
い
を
巡
ら
せ

て
お
り
ま
し
た
。

　

全
国
的
な
少
子
高
齢
化
や
地
方
過
疎
化
な

ど
の
影
響
を
受
け
て
、
親
か
ら
子
へ
伝
え
ら

れ
て
き
た
「
家
庭
の
お
ま
つ
り
」
や
「
季
節

の
行
事
」の
継
承
が
希
薄
化
し
、
「
自
然
の

恵
み
に
感
謝
す
る
気
持
ち
」
や
「
何
気
な
い

日
々
に
感
謝
す
る
気
持
ち
」
を
ど
こ
か
に
置

き
忘
れ
て
き
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
感
じ
る
よ
う
な
り
ま
し
た
。

　

私
ど
も
の
お
店
に
お
越
し
に
な
る
お
客
様

と
の
会
話
で
一
番
に
感
じ
る
こ
と
は
、
家
庭

や
会
社
で
の
お
ま
つ
り
を
大
切
に
し
て
い
る

方
は
、
日
々
に
感
謝
し
前
向
き
に
生
き
て
い

る
方
ば
か
り
で
あ
る
と
い
う
事
で
す
。
こ
の

よ
う
な
「
神
さ
ま
を
身
近
に
感
じ
、
晴
れ
や

か
な
気
持
ち
で
日
々
を
送
る
こ
と
の
素
晴
ら

し
さ
」
を
広
く
伝
え
た
い
と
強
く
思
う
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
製
品
と
し
て
の

神
棚
の
知
識
は
あ
っ
て
も
い
ざ
、
神
さ
ま
や

神
社
に
つ
い
て
の
知
識
を
問
わ
れ
る
と
あ
ま

り
に
身
近
す
ぎ
て
答
え
に
窮
す
る
こ
と
が

多
々
あ
り
ま
し
た
。
「
こ
れ
で
は
何
も
伝
え

ら
れ
な
い
」
と
焦
り
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
折
り
、
小
國
神
社
様
に
「
神
社

検
定
」
を
ご
紹
介
頂
き
、
会
社
の
従
業
員
を

誘
っ
て
検
定
を
受
け
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

早
速
、
公
式
テ
キ
ス
ト
を
手
に
入
れ
て
皆

で
問
題
を
出
し
合
い
な
が
ら
楽
し
く
勉
強
を

始
め
ま
し
た
。
今
ま
で
身
近
す
ぎ
て
気
が
つ

か
な
か
っ
た
日
本
人
の
豊
か
な
感
性
の
根
底

に
あ
る
神
道
の
考
え
方
を
深
く
知
り
、
改
め

て
日
本
の
素
晴
ら
し
さ
に
気
が
つ
き
ま
し

た
。
ま
た
、
従
業
員
も
日
本
文
化
の
継
承
に

携
わ
る
者
と
し
て
の
自
覚
を
高
め
、
仕
事
に

自
信
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

今
後
は
検
定
で
得
た
知
識
を
活
か
し
、
日

本
の
美
し
い
国
柄
で
あ
る
「
神
ま
つ
り
」
の

大
切
さ
を
多
く
の
人
々
に
伝
え
、
次
世
代
に

受
け
継
が
れ
る
よ
う
な
神
棚
の
奉
製
を
通

し
て
社
会
に
貢
献
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

八
月
八
日
㈪
に
掛
川
工
業
高
校
地
歴
公
民

科
教
員
、
木
村
穂
野
先
生
の
体
験
研
修
を
実

施
し
ま
し
た
。

　

当
社
の
ご
鎮
座
の
由
来
を
始
め
、
古
典

「
古
事
記
」
を
テ
キ
ス
ト
に
自
然
を
敬
い
、

神
々
へ
感
謝
す
る
日
本
古
来
の
考
え
方
と
道

徳
観
に
つ
い
て
の
講
義
を
い
た
し
ま
し
た
。

　
「
古
事
記
」は
神
代
か
ら
続
く
我
が
国
の

の
成
り
立
ち
や
先
人
よ
り
受
け
継
い
で
き
た

大
ら
か
で
豊
か
な
感
性
の
源
流
が
記
さ
れ

た
貴
重
な
書
物
で
す
。
今
後
の
授
業
作
り

に
大
い
に
役
立
つ
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

　

木
村
先
生
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
本
研
修

で
体
験
し
た
日
本
の
心
を
大
切
に
益
々
の
ご

活
躍
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

新
規
採
用
教
員
体
験
研
修
の
実
施

第
五
回
神
社
検
定
を
受
検
し
て

㈲
静
岡
木
工
　
代
表
取
締
役
　
　

杉
本
か
づ
行
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ご夫婦の闘病生活の軌跡“はぐるま”

「小國神社ものがたり」についての
説明を受ける会員の皆さま（9月18日）

グッドデザイン賞受賞の神だな

森町産の神饌米（11月23日） 豊富な種類の神だなと神具（11月23日）

　
こ
の
度
、
小
國
神
社
振
興
会
前
幹
事
、
ご

例
祭
の
神
輿
役
、
福
神
像
頒
布
の
世
話
人
と

し
て
三
十
年
の
永
き
に
亘
り
ご
奉
仕
さ
れ
た

筒
井
誠
司
様
が
、
若
年
性
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー

を
患
っ
た
ご
夫
人
と
の
闘
病
生
活
を
記
し
た

体
験
記
を
全
国
出
版
さ
れ
ま
し
た
。

　
本
書
は
、
近
年
社
会
問
題
と
し
て
大
き
く

注
目
さ
れ
る
認
知
症
患
者
へ
の
介
護
問
題

を
実
際
の
厳
し
い
介
護
経
験
を
も
と
に
リ

ア
リ
テ
ィ
ー
溢
れ
る
文
体
で
書
き
記
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
介
護
問
題
は
高
齢
化
社
会
に
生
き
る
私
た

ち
が
直
面
す
る
重
大
な
問
題
の
一
つ
で
す
。

多
く
の
皆
さ
ま
に
本
書
を
ご
一
読
さ
れ
、
若

年
性
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
へ
の
理
解
、
介
護
問

題
へ
の
見
識
を
深
め
て
い
た
だ
き
た
く
存
じ

ま
す
。

　
㈲
静
岡
木
工
主
催
「
小
國
神
社
と
人
と
暮

ら
し
か
み
の
た
な
展
」
が
十
一
月
十
九
日
㈯

か
ら
十
一
月
二
十
七
日
㈰
ま
で
の
日
程
で

休
憩
所
二
階
特
別
展
示
室
に
て
開
催
さ
れ

ま
し
た
。

　
当
社
境
内
の
神
杉
を
使
い
奉
製
さ
れ
た

〝
神
杉
の
木
霊
〞
や
、
二
〇
一
六
年
グ
ッ
ド

デ
ザ
イ
ン
賞
受
賞
の
〝
か
み
さ
ま
の
お
み
や

／
ま
る
た
〞
な
ど
が
展
示
さ
れ
、
近
年
主
流

と
な
り
つ
つ
あ
る
現
代
の
建
築
様
式
に
も
馴

染
む
「
神
だ
な
」
や
「
神
具
」
な
ど
に
多
く

の
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　
特
別
展
示
で
は
、
日
本
人
の
心
の
源
流

「
新
嘗
祭
」
を
メ
イ
ン
テ
ー
マ
に
様
々
な
展

示
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
神
だ
な
に
新
米
を
お
供
え
し
た
後
に
、

ご
家
族
で
お
下
が
り
を
お
召
し
上
が
り
い
た

だ
け
る
よ
う
に
、
森
町
産
の
美
味
し
い
新
米

を
神
饌
米
と
し
て
お
わ
け
い
た
し
ま
し
た
。

　
期
間
中
は
、
約
二
〇
〇
〇
人
が
訪
れ
、
大

変
な
賑
わ
い
と
な
り
ま
し
た
。

　
平
成
二
十
八
年
九
月
十
八
日
㈰
午
前
十
時

よ
り
敬
神
婦
人
会
研
修
会
が
開
催
さ
れ
、
会

員
五
十
一
名
が
参
加
し
ま
し
た
。
一
同
は
月

次
祭
に
参
列
後
大
宝
殿
に
て
、
戦
歿
者
慰
霊

に
つ
い
て
の
研
修
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

　
今
日
の
我
が
国
の
繁
栄
は
先
の
大
戦
に
よ

る
多
く
の
戦
歿
者
の
礎
の
上
に
築
か
れ
ま
し

た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
に
お
い
て
、
英
霊
に

感
謝
す
る
気
持
ち
を
語
り
継
い
で
い
く
こ
と

が
何
よ
り
も
大
切
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
講
話
後
は
、
こ
の
度
ご
奉
納
い
た
だ
い
た

大
型
絵
巻
「
小
國
神
社
も
の
が
た
り
」
の
上

演
が
行
わ
れ
、
親
し
み
や
す
く
描
か
れ
た
大

神
様
の
物
語
に
会
員
一
同
、
自
然
と
笑
み
が

こ
ぼ
れ
ま
し
た
。

　
研
修
会
は
毎
年
九
月
に
行
わ
れ
ま
す
。会

員
皆
様
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

小
國
神
社
敬
神
婦
人
会
研
修
会
の
開
催

小
國
神
社
振
興
会
前
幹
事  

筒
井
誠
司
様

「
は
ぐ
る
ま
」若
年
性
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
の
妻
と
私 

出
版

第
二
回  

小
國
神
社
と
人
と
暮
ら
し
と
か
み
の
た
な
展
の
開
催

か
み
す
ぎ

こ
だ
ま
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九
月
十
一
日
㈰
か
ら
十
月
二
日
㈰
の
日
程

で
「
第
十
四
回
古
代
の
森
小
國
神
社
写
真
コ

ン
テ
ス
ト
」
写
真
展
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。

　
本
年
は
、
ご
神
域
の
四
季
折
々
の
お
祭
り

や
自
然
の
表
情
、
大
神
様
の
様
々
な
恵
み
を

表
現
し
た
二
五
五
作
品
の
中
か
ら
、
受
賞
作

品
五
十
点
を
選
出
い
た
し
ま
し
た
。

　
来
場
者
か
ら
は
「
美
し
い
自
然
が
目
に
し

み
心
が
癒
さ
れ
た
」、「
神
社
の
知
ら
な
か
っ

た
世
界
を
味
わ
え
た
」
と
多
く
の
ご
好
評
を

い
た
だ
き
、
会
場
で
は
感
嘆
の
声
が
上
が
っ

て
い
ま
し
た
。

　
第
十
五
回
か
ら
は
撮
影
期
間
が
一
年
間
と

な
り
、
よ
り
多
く
の
シ
ャ
ッ
タ
ー
チ
ャ
ン
ス

が
ご
ざ
い
ま
す
。
沢
山
の
ご
応
募
を
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。

○
当
社
で
は
、
お
子
様
の
命
名
を

　
申
し
受
け
て
お
り
ま
す
。

平
成
二
十
八
年
五
月
一
日
〜

　
　
　
　
平
成
二
十
八
年
十
一
月
三
十
日

最
優
秀
賞

優
秀
賞

優
秀
賞

優
秀
賞

特
別
賞

入
選

入
選

入
選

入
選

入
選

入
選

入
選

入
選

入
選

入
選

入
選

入
選

入
選

入
選

入
選

（
浜
松
市
）

（
掛
川
市
）

（
森
　
町
）

（
浜
松
市
）

（
森
　
町
）

（
掛
川
市
）

（
静
岡
市
）

（
浜
松
市
）

（
磐
田
市
）

（
島
田
市
）

（
浜
松
市
）

（
静
岡
市
）

（
島
田
市
）

（
浜
松
市
）

（
磐
田
市
）

（
森
　
町
）

（
藤
枝
市
）

（
静
岡
市
）

（
磐
田
市
）

（
磐
田
市
）

（
敬
称
略
）

加
藤
　
義
昭

戸
塚
　
敏
明

丸
山
　
俊
治

野
末
　
昌
稔

鈴
木
　
信
子

名
波
　
　
豊

村
上
　
雅
巳

藤
田
　
正
雄

鈴
木
ミ
ツ
ヒ
ロ

相
場
　
　
清

太
田
　
辰
美

望
月
　
正
晴

光
飛
田
悦
子

小
松
　
原
清

宮
村
　
博
明

岩
本
　
雅
志

杉
本
　
昌
弘

稲
葉
　
康
雄

大
中
　
誠
治

榎
本
　
　
賢

大
力
　
輝
士
　
浜
松
市

榑
柗
　
成
貞
　
菊
川
市

安
藤
　
優
花
　
浜
松
市

大
嶋
　
琥
珀
　
袋
井
市

山
田
　
瑛
大
　
袋
井
市

田
畑
　
知
沙
　
浜
松
市

市
川
　
夏
菜
　
浜
松
市

　
原
　
佑
心
　
掛
川
市

松
尾
　
和
香
　
袋
井
市        

松
本
　
篤
人
　
磐
田
市

平
城
　
慶
多
　
袋
井
市

内
海
　
拓
実
　
掛
川
市

小
池
　
智
己
　
磐
田
市

奥
宮
　
千
紗
　
掛
川
市

中
村
　
　
旭
　
磐
田
市

廣
瀬
　
介
人
　
袋
井
市

山
﨑
　
優
花
　
磐
田
市

山
本
　
陽
悠
　
菊
川
市

外
山
　
華
瑠
　
浜
松
市

瀧
井
　
嘉
一
　
小
田
原
市

山
崎
　
智
晴
　
袋
井
市

古
𣘺
　
妃
毬
　
袋
井
市

石
田
　
　
詞
　
袋
井
市

赤
堀
　
紗
良
　
掛
川
市

山
道
　
絢
仁
　
浜
松
市

藤
田
　
　
凛
　
浜
松
市

大
庭
　
鈴
音
　
掛
川
市

村
松
　
蓮
斗
　
掛
川
市

髙
柳
天
之
介
　
袋
井
市

佐
藤
茉
理
愛
　
掛
川
市

大
島
　
蒼
士
　
掛
川
市

横
山
　
千
紘
　
掛
川
市

増
田
　
悠
真
　
磐
田
市

渥
美
　
飛
勇
　
掛
川
市

篠
﨑
　
由
佳
　
御
前
崎
市

中
川
　
智
聖
　
御
前
崎
市

久
保
田
　
涼
　
森
　
町

五
藤
　
晴
舟
　
掛
川
市

鈴
木
　
里
奈
　
磐
田
市

永
田
志
穂
子
　
浜
松
市

山
下
　
夏
希
　
牧
ノ
原
市

山
口
　
数
真
　
東
京
都

塚
﨑
　
陽
菜
　
湖
西
市

平
尾
　
颯
真
　
森
　
町

高
倉
　
佐
和
　
浜
松
市

大
場
　
奈
波
　
袋
井
市

河
村
　
和
香
　
浜
松
市

松
下
　
陽
亮
　
森
　
町

谷
古
宇
咲
來
　
川
崎
市

髙
柳
　
凱
斗
　
浜
松
市

柴
田
　
瑛
斗
　
掛
川
市

柳
澤
　
歩
美
　
春
野
町

岸
　
　
大
晴
　
掛
川
市

大
場
　
咲
季
　
浜
松
市

鈴
木
　
瑛
登
　
牧
ノ
原
市

國
枝
　
　
翼
　
磐
田
市

松
井
　
絢
杜
　
浜
松
市

太
田
　
裕
奈
　
袋
井
市

北
島
　
怜
奈
　
浜
松
市

市
村
　
知
己
　
浜
松
市

山
田
晃
太
郎
　
袋
井
市

小
口
　
哲
平
　
袋
井
市

小
川
　
裕
大
　
浜
松
市

山
本
　
莉
有
　
掛
川
市

村
松
　
　
芽
　
磐
田
市

大
場
　
結
太
　
磐
田
市

織
田
　
悠
杜
　
浜
松
市

佐
藤
　
迅
人
　
掛
川
市

寺
田
優
衣
果
　
磐
田
市

坪
井
　
里
紗
　
浜
松
市

横
谷
　
侑
吾
　
掛
川
市

市
村
　
　
亘
　
掛
川
市

佐
藤
　
侑
和
　
袋
井
市

下
位
　
茉
里
　
浜
松
市

笠
原
　
晴
香
　
袋
井
市

山
田
　
葉
月
　
森
　
町

大
杉
晃
大
朗
　
浜
松
市

早
川
　
泰
司
　
掛
川
市

松
浦
　
瑠
生
　
袋
井
市

田
邊
　
皓
大
　
浜
松
市

大
脇
　
瑞
稀
　
袋
井
市

西
川
　
侑
希
　
森
　
町

佐
藤
　
彩
葉
　
掛
川
市

熊
切
　
蓮
介
　
掛
川
市

伊
藤
　
惟
太
　
袋
井
市

鈴
木
　
稀
智
　
磐
田
市

田
形
　
橘
平
　
牧
ノ
原
市      

花
島
　
暁
仁
　
浜
松
市

多
田
　
萩
香
　
掛
川
市        

西
尾
　
　
歩
　
浜
松
市

大
森
　
友
翔
　
浜
松
市

小
野
田
華
子
　
袋
井
市

田
口
　
寛
斗
　
浜
松
市

第
十
四
回
「
古
代
の
森
小
國
神
社

写
真
コ
ン
テ
ス
ト
」
の
ご
報
告

最優秀賞「晩秋の宮川」加藤義昭

優秀賞「御田植祭」丸山俊治

優秀賞「古代の森の住人」戸塚敏明

特別賞「祭りのフィナーレ」鈴木信子

優秀賞 深緑でさえずり
（サンコウチョウ）野末昌稔
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骨董商との会話を楽しむ来場者（11月6日）

杭迫柏樹先生の揮毫による「諸芸上達守り」

け
が
れ

ひ
と
が
た

え
ん
と
う

お
お
ぬ
さ

し
ゅ
ば
つ

は
ら

は
ら
え
こ
と
ば

　
平
成
二
十
八
年
十
一
月
五
日
・
六
日
の
二

日
間
に
か
け
て
、
当
社
第
五
駐
車
場
に
て

「
第
十
三
回
大
骨
董
蚤
の
市
」
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
当
日
は
約
五
十
店
舗
が
出
店
し
、

早
朝
よ
り
県
内
外
か
ら
多
く
の
来
場
者
で
賑

わ
い
ま
し
た
。

　
店
先
に
は
様
々
な
ア
ン
テ
ィ
ー
ク
品
が
並

び
、
訪
れ
た
人
々
は
一
つ
一
つ
の
品
を
吟
味

し
な
が
ら
お
気
に
入
り
の
逸
品
を
探
し
て
い

ま
し
た
。
朝
早
く
に
会
場
を
訪
れ
る
と
、
意

外
な
掘
り
出
し
物
が
見
つ
か
る
か
も
知
れ
ま

せ
ん
。

　
毎
月
の
第
一
土
曜
日
・
日
曜
日
に
開
催
さ

れ
ま
す
の
で
、
皆
様
の
ご
来
場
を
お
待
ち
し

て
お
り
ま
す
。
詳
し
く
は
当
社
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
下
さ
い
。

　
当
社
で
は
、
森
町
出
身
で
京
都
在
住
の
日

本
を
代
表
す
る
書
家
で
当
社
の
崇
敬
者
で
も

あ
ら
れ
る
、
杭
迫
柏
樹
先
生
の
揮
毫
に
よ
る

文
芸
、
武
芸
、
技
芸
に
携
わ
る
様
々
な
人
々

を
守
護
す
る
「
諸
芸
上
達
守
り
」
を
授
与
し

て
お
り
ま
す
。

　
大
神
様
は
古
事
記
や
日
本
書
紀
に
も
記
さ

れ
る
よ
う
に
人
々
に
知
識
や
文
化
を
授
け
た

神
様
と
し
て
今
日
ま
で
篤
く
信
仰
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
大
神
様
の
お
力
が
宿
っ
た
書
の
妙
手
の
揮

毫
に
よ
る
縁
起
の
良
い
お
守
り
を
お
受
け
に

な
り
、
ご
加
護
を
よ
り
身
近
に
感
じ
て
い
た

だ
き
た
く
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

祭典に先立ちお祓いを受ける参列者（2月18日  祈年祭）

48

ー
修
祓
ー

し
ゅ
ば
つ

　
修
祓
は
祓
い
に
よ
っ
て
心
身
を
清
浄
に
す

る
神
事
で
す
。
ま
ず
神
職
が
ご
神
前
で
祓
詞

を
奏
上
し
、
次
に
大
麻
で
参
列
者
の
罪
穢

れ
を
祓
い
ま
す
。
さ
ら
に
塩
湯
を
使
っ
て
祓

う
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　
い
わ
ゆ
る
一
神
教
的
な
価
値
観
で
は
、

「
人
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
罪
を
背
負
っ

て
い
る
」
と
い
う
「
原
罪
」
の
観
念
が
あ
り

ま
す
が
、
神
道
で
は
修
祓
に
よ
り
心
身
が
清

め
ら
れ
「
神
様
よ
り
授
か
っ
た
最
も
無
垢
な

状
態
」
に
還
る
事
が
出
来
ま
す
。

　
ま
た
、
全
て
の
祭
典
・
ご
祈
祷
で
は
必
ず

修
祓
を
行
な
い
、
清
ら
か
な
状
態
に
な
っ
て

か
ら
ご
神
前
に
進
み
ま
す
。

　
修
祓
は
短
時
間
の
行
事
で
す
が
、
神
道
に

お
け
る
根
幹
を
司
る
重
要
な
神
事
で
す
。

「
諸
芸
上
達
守
り
」
の
ご
紹
介

遠
江
国
一
宮　

小
國
神
社

　
　
「
大
骨
董
蚤
の
市
」
の
開
催

「祓物」で祓い清める人 （々平成27年12月31日）
はらえつもの

　
十
二
月
三
十
一
日
㈯
午
後
三
時
よ
り
師
走

の
大
祓
式
を
執
り
行
い
ま
す
。
大
祓
式
は
日

常
生
活
の
中
で
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
犯

し
た
罪
や
過
ち
、
心
身
の
穢
れ
を
人
形
に
託

し
て
て
川
や
海
に
流
し
、
祓
い
清
め
る
神
事

で
す
。
古
来
よ
り
、
清
浄
を
大
切
に
し
て
き

た
日
本
人
の
慣
わ
し
で
す
。

　
大
祓
式
は
ど
な
た
で
も
ご
参
列
し
て
い
た

だ
け
ま
す
。
社
務
所
に
て
申
込
用
紙
と
人
形

を
お
頒
か
ち
い
た
し
ま
す
の
で
、
ご
希
望
の

方
は
お
申
し
出
下
さ
い
。
当
日
は
、
大
祓
式

に
引
続
き
一
年
の
無
事
平
穏
を
感
謝
し
佳
き

年
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
お
祈
り

を
す
る
除
夜
祭
を
執
り
行
い
ま
す
。

　
一
年
の
罪
穢
れ
を
祓
い
、
身
も
心
も
清
々

し
い
気
持
ち
で
新
年
を
お
迎
え
下
さ
い
。

師
走
の
大
祓
式

平成28年12月20日第48号 玉 垂
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一

日

六

日

八

日

十
七
日

十
八
日

十
八
日

十
八
日

二
十
三
日

二
十
五
日

三
十
一
日

月
次
祭

本
宮
山
月
次
祭

甲
子
祭

鎮
火
祭

月
次
祭

滝
宮
社
例
祭

初
穂
献
納
祭

天
長
祭

煤
払
祭

大
祓
式
・
除
夜
祭

（
午
前
九
時
）

（
午
前
十
時
）

（
午
前
九
時
）

（
午
後
三
時
半
）

（
午
前
九
時
）

（
午
前
十
時
）

（
午
前
十
一
時
半
）

（
午
前
九
時
）

（
午
後
一
時
）

（
午
後
三
時
）

一

日

一

日

二

日

三

日

三

日

六

日

七

日

七

日

十
一
日

十
四
日

十
五
日

十
七
日

十
七
日

十
八
日

二
十
日

初
祈
祷
祭

歳
旦
祭

日
供
始
祭

元
始
祭
・
追
儺
祭

田
遊
祭

本
宮
山
例
祭

昭
和
天
皇
祭
遙
拝
式

神
明
宮
参
拝

手
釿
始
祭

寒
の
丑
日
水
汲
祭

ど
ん
ど
焼
祭

八
王
子
社
例
祭

御
弓
始
祭

月
次
祭

〜
二
月
三
日
　
厄
除
大
祭

（
午
前
零
時
）

（
午
前
三
時
）

（
午
前
八
時
）

（
午
前
八
時
）

（
午
後
一
時
）

（
午
前
十
時
）

（
午
前
八
時
）

（
午
前
九
時
）

（
午
前
八
時
）

（
午
前
二
時
）

（
午
前
九
時
）

（
午
前
九
時
）

（
午
前
十
時
）

（
午
前
九
時
）

一

日

三

日

三

日

六

日

六

日

十
一
日

十
五
日

十
五
日

十
八
日

月
次
祭

節
分
祭
世
話
人
祈
祷
祭

節
分
祭

初
甲
子
祭

本
宮
山
月
次
祭

紀
元
祭

宗
像
社・飯
王
子
社・白
山
社
例
祭

塩
井
神
社
例
祭

祈
年
祭

（
午
前
九
時
）

（
午
前
十
一
時
）

（
午
後
二
時
）

（
午
前
九
時
）

（
午
前
十
時
）

（
午
前
十
時
半
）

（
午
前
九
時
）

（
午
前
十
時
）

（
午
前
十
時
）

一

日

六

日

十
七
日

十
七
日

十
八
日

二
十
日

四
　
月
十
五
日

十
五
日

十
五
日

十
六
日

十
六
日

十
七
日

十
八
日

献
詠
祭

氏
子
入

舞
楽
奉
奏

舞
楽
奉
奏

神
幸
祭

前
日
祭

例
祭

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

〈
例
祭
日
程
の
お
知
ら
せ
〉

（
午
前
九
時
）

（
午
前
十
時
）

（
午
前
十
時
半
）

（
午
後
一
時
半
）

（
午
前
九
時
）

（
午
前
八
時
）

（
午
前
九
時
）

（
午
後
二
時
）

（
午
後
二
時
）

（
午
前
十
一
時
）

（
午
後
二
時
）

（
午
前
十
時
）

（
午
前
十
時
）

五穀豊穣と疫神鎮送を祈願する御弓始祭（平成28年1月17日）

恒例のどんど焼き（平成29年は1月15日に斎行）

　
平
成
二
十
九
年
の
新
春
祈
祷
の
ご
予
約

を
承
り
ま
す
。

　
当
日
の
団
体
受
付
は
大
変
な
混
雑
が
予

想
さ
れ
ま
す
の
で
、
年
内
の
予
約
受
付
を

お
申
込
み
下
さ
い
。
当
日
の
円
滑
な
ご
案

内
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

一
、
予
約
対
象
　
法
人
・
会
社
・
諸
団
体

　
　
　
　
　
　
　
・
個
人
事
業
者

一
、
申
込
方
法
　
申
込
用
紙
を
送
付
い
た

　
　
　
　
　
　
し
ま
す
の
で
、
係
ま
で

　
　
　
　
　
　
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

一
、
備
　
　
考
　
祈
願
内
容
・
申
込
み
に

　
　
　
　
　
　
つ
い
て
の
ご
質
問
な
ど

　
　
　
　
　
　
は
係
ま
で
お
問
い
合
わ

　
　
　
　
　
　
せ
く
だ
さ
い

新
春
祈
祷
の
ご
案
内

小
國
神
社　

新
春
祈
祷
予
約
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
小
國
・
森
越
）

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

〇
五
三
八
ー
八
九
ー
七
三
〇
二

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
五
三
八
ー
八
九
ー
七
三
六
七諸業繁栄の大國だるま　元旦より授与

奉
告
祭



昭和33年 60歳
昭和52年 41歳
平成 6年

平成 5年

24歳

昭和57年 36歳
昭和61年 32歳
平成 年

平成11

10

年

平成 年

18歳
昭和32年 61歳
昭和51年 42歳

25歳

昭和56年 37歳
昭和60年 33歳

19歳
昭和31年 62歳
昭和50年 43歳

26歳

昭和55年 38歳
昭和59年 34歳

20歳平成 4年

12

厄除大祭
1月20日(金)～2月3日(金)

健康で充実した人生を願って

　
小
國
神
社
で
は
、一
月
二
十
日
よ

り
二
月
三
日
ま
で
厄
除
大
祭
を
執

り
行
い
ま
す
。厄
年
の
お
祓
い
を
は

じ
め
八
方
塞
が
り
・
黒
星
・
災
厄
除

等
諸
々
の
ご
祈
祷
を
ご
奉
仕
申
し

上
げ
て
お
り
ま
す
。

黒　　　星

八方塞がり 万事に慎重を要する
年まわりと言われています。

運気が低迷する年まわりと
言われています。

厄
年
と
は
何
で
す
か

「
年
」を
大
切
に 

し
て
き
た
日
本
人

と
し

ち
ん
じ
ゅ
　
　     

も
り

　
厄
年
と
は
古
く
か
ら
日
本
に
伝
わ
る
考

え
方
で
、身
の
回
り
の
凶
事
・
体
調
不
良
な

ど
、様
々
な
難
を
招
き
や
す
い
年
と
さ
れ
ま

す
。男
性
は
二
十
五
歳
・
四
十
二
歳
・
六
十
一

歳
、女
性
は
十
九
歳
・
三
十
三
歳
・
三
十
七

歳
が
厄
年
と
さ
れ
、そ
の
前
後
の
年
齢
を

「
前
厄
」「
後
厄
」と
言
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
年
は
神
事
で
重
要
な
役
目
を

担
う
風
習
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、神
祭
り
で

の「
役（
や
く
）」が
厄
年
の
語
源
で
あ
る
と

も
言
わ
れ
、神
さ
ま
に
失
礼
の
な
い
よ
う
慎

み
、心
身
を
清
浄
に
す
る
た
め
、ご
祈
祷
を

受
け
た
の
が
厄
除
の
は
じ
ま
り
と
も
考
え

ら
え
ま
す
。全
国
的
に
は
お
正
月
か
ら
節

分
ま
で
に
神
社
で
厄
除
の
ご
祈
祷
を
受
け

ま
す
。

　
厄
年
と
は
古
く
か
ら
日
本
に
伝
わ
る
考

え
方
で
、身
の
回
り
の
凶
事
・
体
調
不
良
な

ど
、様
々
な
難
を
招
き
や
す
い
年
と
さ
れ
ま

す
。男
性
は
二
十
五
歳
・
四
十
二
歳
・
六
十
一

歳
、女
性
は
十
九
歳
・
三
十
三
歳
・
三
十
七

歳
が
厄
年
と
さ
れ
、そ
の
前
後
の
年
齢
を

「
前
厄
」「
後
厄
」と
言
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
年
は
神
事
で
重
要
な
役
目
を

担
う
風
習
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、神
祭
り
で

の「
役（
や
く
）」が
厄
年
の
語
源
で
あ
る
と

も
言
わ
れ
、神
さ
ま
に
失
礼
の
な
い
よ
う
慎

み
、心
身
を
清
浄
に
す
る
た
め
、ご
祈
祷
を

受
け
た
の
が
厄
除
の
は
じ
ま
り
と
も
考
え

ら
え
ま
す
。全
国
的
に
は
お
正
月
か
ら
節

分
ま
で
に
神
社
で
厄
除
の
ご
祈
祷
を
受
け

ま
す
。

「
心
の
安
ら
ぎ
」と「
鎮
守
の
杜
」

厄
年
の
過
ご
し
方

　
神
社
に
お
参
り
を
す
る
と
心
が
清
々
し

く
な
り
ま
す
。

　
日
々
の
暮
ら
し
で
は
様
々
な
厄
災
が
あ

り
、と
り
わ
け
今
日
で
は
、現
代
社
会
の
歪

み
か
ら
く
る
事
件
・
事
故
な
ど
凶
事
も
多

く
な
り
、心
の
荒
廃
な
ど
精
神
を
病
む
こ

と
も
増
え
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　
日
本
人
の
多
く
は
、お
正
月
を
始
め
節

目
に
は
必
ず
神
社
を
お
参
り
し
、神
様
に

守
ら
れ
導
か
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
感
謝
と

日
々
の
健
康
な
ど
を
祈
っ
て
き
ま
し
た
。鳥

居
を
く
ぐ
り
手
水
舎
に
て
手
と
口
を
す
す

ぎ
、玉
砂
利
を
踏
み
し
め
て
ご
神
前
に
向

か
う
間
に
、心
身
は
清
め
ら
れ
て
い
き
ま

す
。心
の
環
境
を
も
整
え
る
場
所
が
、「
鎮

守
の
杜
」と
い
う
癒
し
の
空
間
な
の
で
す
。

厄 年   平成29年

URL
http://www.
okunijinja.or.jp/

　
私
た
ち
は
人
生
の
様
々
な
節
目
の「
年
」

を
大
切
に
し
て
き
ま
し
た
。初
宮
詣
・
七
五

三
詣
・
成
人
式
・
還
暦
や
米
寿
の「
年
祝
い
」

な
ど
、人
生
儀
礼
の
お
祝
い
を
行
っ
て
き
ま

し
た
。

　
人
生
は
山
あ
り
谷
あ
り
様
々
な
厄
災
が

あ
り
、そ
れ
ら
を
乗
り
越
え
て
ゆ
く
こ
と
の

難
し
さ
を
日
々
の
生
活
か
ら
学
び
ま
す
。

だ
か
ら
こ
そ
、私
た
ち
の
祖
先
は
一
日
一
日

を
大
切
に
し
、「
年
」を
重
ね
る
喜
び
と
、

神
々
に「
生
か
さ
れ
て
い
る
」こ
と
へ
の
感

謝
を
忘
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
厄
年
は
、人
生
の
節
目
を
大
切
に
し
た

生
活
の
知
恵
や
教
訓
が
込
め
ら
れ
て
い
ま

す
。身
体
の
変
調
期
や
生
活
環
境
の
変
わ
り

目
に
あ
た
り
、体
調
を
崩
し
や
す
い
と
き
に

重
な
り
ま
す
。厄
除
祈
祷
の
際
に
授
与
さ
れ

た
お
神
札
を
お
ま
つ
り
し
、お
守
り
を
身
近

に
持
つ
な
ど
し
た
上
で
、健
康
に
留
意
し
慎

み
を
持
っ
て
生
活
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
無
事
に
年
を
重
ね
た
こ
と
の
喜
び
を
か

み
し
め
、神
々
に「
生
か
さ
れ
て
」い
る
こ
と

を
感
じ
、日
々
の
家
庭
の

お
ま
つ
り
を
通

じ
清
々
し
い
心

で
生
活
し
た
い

も
の
で
す
。

　
人
生
の
節
目
の
年
に
あ
た
る
厄
年

は
、健
康
、仕
事
、私
生
活
な
ど
あ
ら

ゆ
る
面
で
難
を
招
き
や
す
い
年
頃
と

い
わ
れ
、誰
も
が
健
康
で
充
実
し
た

人
生
を
無
事
送
り
た
い
と
願
う
気

持
ち
は
昔
も
今
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。

破
魔
弓
矢

　
初
穂
料
二
、〇
〇
〇
円
也

限
定
授
与
品

※年齢は数え年です。

64歳

55歳

昭和47年

19歳

昭和29年

昭和38年
平成20年

平成  11年

10歳46歳

一
白
水
星
生
ま
れ
の
方

平成 年 28歳2

37歳昭和56年

六
白
金
星
生
ま
れ
の
方

昭和24年 69歳

昭和33年 60歳

昭和42年 51歳
昭和51年 42歳

昭和60年 33歳

平成 6年 24歳

平成15年 15歳

◆ 

祈
祷
料
五
、〇
〇
〇
円
よ
り

◆ 

厄
除
大
祭
神
札
及
び
お
守
を
授
与
い
た
し
ま
す
。

◆ 

祈
祷
受
付
午
前
九
時
〜
午
後
四
時

平成28年12月20日第48号 玉 垂
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平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日

「
玉
垂
」　
（
た
ま
だ
れ
）　

第
四
十
八
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
」

賑わいの七五三詣
寺田侑生君（森町）・浅海愛莉ちゃん（袋井市）（11月10日） 神道政治連盟四役会の開催（10月5日）

巫女祭祀舞研修会　講師　稲葉悦子先生（右）（7月26日） 森町立宮園小学校2年生体験学習（6月16日）

縄巻修巳氏による
奉納紅葉野外コンサート（11月23日）

編

集

後

記

○
「
玉
垂
」
四
十
八
号
を
お
届
け
い
た
し
ま
す
。

　

近
年
、
カ
メ
ラ
女
子
と
呼
ば
れ
る
女
性
が
一
眼
レ
フ
を

携
え
、
紅
葉
の
季
節
に
多
く
ご
参
拝
に
来
ら
れ
て
い
ま

す
。
女
性
が
持
つ
き
め
細
や
か
な
感
性
で
被
写
体
を
見

つ
け
て
撮
影
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
存
じ
ま
す
。
当
社
写

真
コ
ン
テ
ス
ト
に
も
是
非
、
ご
応
募
下
さ
い
。

○
今
年
も
縄
巻
修
巳
様
に
よ
る
奉
納
紅
葉
野
外
コ
ン
サ
ー

ト
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
ご
神
域
と
調
和
し
た
癒
や
し

の
音
色
が
多
く
の
皆
さ
ま
を
魅
了
し
て
お
り
ま
し
た
。

表
紙
写
真
に
つ
い
て

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
日
（
日
）
撮
影

新
た
な
紅
葉
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
多
く
の
皆
さ
ま
が
足
を
止

め
て
季
節
の
移
ろ
い
を
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。

現の証拠

ー
ゲ
ン
ノ
シ
ョ
ウ
コ
ー

斎
庭
の
草
花
●8

花　

期　

七
月
〜
十
月

草　

丈　

30
㎝
〜
50
㎝

生
育
地　

草
地

分　

布　

北
海
道
・
本
州
・
四
国

　
　
　
　

九
州
・
沖
縄

　

ゲ
ン
ノ
シ
ョ
ウ
コ
は
フ
ウ
ロ
ソ
ウ
科
の
多

年
草
で
草
地
や
道
端
に
生
え
て
い
ま
す
。

　

花
の
色
は
白
紫
と
朱
紫
の
二
色
が
あ
り
、

当
社
に
は
白
紫
色
の
も
の
が
多
く
咲
い
て
い

ま
す
。
古
く
か
ら
ド
ク
ダ
ミ
、
セ
ン
ブ
リ
な

ど
と
共
に
薬
草
と
し
て
知
ら
れ
、
主
に
下
痢

止
め
や
胃
薬
と
し
て
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

花
名
の
由
来
は
、
飲
ん
だ
途
端
に
効
果
が

出
る
様
子
を
表
し
て
い
る
と
言
わ
れ
、
「
現

の
証
拠
」
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。


