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第十三号 武　蔵　一　宮 （２）

一
月
一
日　
歳
旦
祭

　
　
二
日
　
日
供
始
祭

　
　
三
日
　
元
始
祭

　
　
七
日
　
昭
和
天
皇
遙
拝
式

　
十
五
日
　
献
詠
祭

　
　
　
　
　（
兼
題　
望
）

　
　
　
　
　
併　
成
人
祭

　二
月
一
日
　
月
次
祭

　
　
三
日
　
節
分
祭

　
　
七
日
　
的
神
事

　
　
九
日
　
初
午
祭（
稲
荷
神
社
）

　
十
一
日
　
紀
元
祭

　
十
五
日
　
献
詠
祭

　
　
　
　
　（
兼
題　
福
枡
）

　
十
七
日
　
祈
年
祭

二
十
三
日
　
天
長
祭

三
月
一
日
　
月
次
祭
　

　
十
五
日
　
献
詠
祭

　
　
　
　
　（
兼
題　
里
神
楽
）

　
　
　
　
　
併　
郷
神
楽

　
二
十
日
　
春
分
祭

　

当
社
で
は
毎
日
の
日
供
祭
を
は
じ
め

年
間
約
七
十
の
祭
典
を
行
い
、
謹
ん
で

御
皇
室
の
弥
栄
と
国
家
安
泰
、
五
穀
豊

穣
と
氏
子
崇
敬
者
の
繁
栄
を
祈
願
し
て

お
り
ま
す
。

祭
事
暦

歳旦祭

的神事　神饌　若菜ご飯的神事天長祭

日供始祭節分祭　鳴弦の儀

　
遙
か
昔
、
大
陸
か
ら
暦
法
が
入
る
ま
で
は
正
月
の

満
月
の
夜
を
一
年
の
は
じ
ま
り
と
し
て
行
わ
れ
た
よ

う
で
、
そ
れ
が
暦
法
の
移
入
と
と
も
に
月
の
な
い
一

日
を
元
日
と
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
か
ら
十
五
日

の
満
月
ま
で
の
期
間
を
正
月
期
間
と
し
た
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
元
旦
を
大
正
月
、
十
五
日
を
小
正
月

と
し
た
の
は
月
の
大
小
に
よ
る
も
の
が
、
太
陽
暦
と

な
っ
た
た
め
に
、
行
事
と
し
て
残
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
も
と
は
正
月
行
事
で
あ
っ
た
節
分
祭
、

的い
く
わ
の
し
ん
じ

神
事
。節
分
は
季
節
の
分
か
れ
目
を
い
い
ま
す
が
、

現
代
で
は
立
春
前
の
節
分
だ
け
が
残
っ
て
お
り
ま

す
。
節
分
祭
は
平
安
時
代
か
ら
の
宮
中
の
追つ
い

儺な

に
な

ら
っ
た
神
事
で
豆
の
霊
力
に
よ
り
祓
い
を
行
い
、
か

つ
て
流
鏑
馬
を
行
っ
て
い
た
的
神
事
で
は
若
菜
ご
飯

を
供
え
、
裏
に
鬼
と
書
か
れ
た
的
を
射
抜
き
ま
す
。

　
二
月
二
十
三
日
は
天
皇
誕
生
日
で
あ
る
天
長
祭
で

す
。
天
長
の
由
来
は
『
老
子
』
の
「
天
長
地
久
章
」

第
七
の
「
天
長
地
久
天
地
所
二
以
能
長
且
久
一
者
、

以
三
其
不
二
自
生
一
、
故
能
長
生（
天
は
長
く
、
地
は

久
し
。
天
地
の
能よ

く
長
く
且か

つ
久ひ

さ
し
き
所ゆ

以え
ん
の
者
は
、

そ
の
自
ら
生
き
ざ
る
を
以
て
、
故
に
能
く
長ち
ょ
う

生せ
い

す
）」

か
ら
と
さ
れ
て
お
り
、
天
地
と
共
に
聖
寿
の
限
り
な

き
事
を
寿
い
だ
も
の
で
す
。
御
代
替
り
と
と
も
に
行

わ
れ
る
日
が
替
わ
っ
て
も
祈
る
姿
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

春
迎
え
の
神
事

天
長
祭



第十三号武　蔵　一　宮（３）

婚
礼
展
示
会

　
令
和
二
年
の
正
月
は
穏
や
か
な
陽

気
に
恵
ま
れ
、
三
が
日
の
初
詣
参
詣

者
は
約
二
百
十
万
人
で
し
た
。
一
日

に
は
大
宮
鳶
職
組
合
に
よ
る
は
し
ご

乗
り
が
行
わ
れ
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
初
詣
中

継
で
放
送
さ
れ
、
三
日
に
は
大
宮
能

楽
研
究
会
に
よ
る
謡う
た
い

初ぞ

め
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
ま
た
、
昨
年
に
続
き
神
橋

手
前
に
大
型
ビ
ジ
ョ
ン
が
設
営
さ
れ

年
中
行
事
の
映
像
な
ど
が
映
さ
れ
ま

し
た
。

　
一
月
十
日
午
前
十
一
時
、
氏
子
総

代
・
評
議
員
約
八
十
名
参
列
の
も
と

新
年
の
初
祈
祷
祭
を
行
い
、
皆
様
の

無
病
息
災
と
御
隆
盛
を
祈
願
致
し
ま

し
た
。

　
一
月
二
十
二
日
午
前
九
時
よ
り
大

宮
消
防
署
の
指
導
の
も
と
、
大
宮
消

防
団
や
氏
子
の
皆
様
と
消
火
訓
練
や

文
化
財
搬
送
の
訓
練
を
行
い
ま
し
た
。

正
月
三
が
日

氏
子
総
代
初
祈
祷
祭

防
災
訓
練

社
頭
往
来

　
一
月
二
十
六
日
、
午
後
一
時
よ
り

四
時
ま
で
呉
竹
荘
に
お
い
て
婚
礼
展

示
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

舞殿の大絵馬

写真提供：さいたま市消防局大宮消防署

大宮鳶職組合はしご乗り大宮能楽研究会　謡初め



武　蔵　一　宮 （４）第十三号
　
二
月
三
日
舞
殿
に
て
撒さ

ん
豆ず

式し
き

が
行

わ
れ
ま
し
た
。
十
二
時
半
は
当
社
で

豆
撒
き
を
行
う
如
月
会
、
二
時
は
噺

家
柳
家
小
袁
治
師
匠
、
陸み
ち

奥の
く

部
屋
力

士
、
衆
議
院
議
員
牧
原
秀
樹
様
、
さ

い
た
ま
観
光
大
使
の
ア
ロ
ハ
太
朗

様
、
日
本
郵
船
氷
川
丸
船
長
金
谷
範

夫
様
、
総
代
会
長
大
野
隆
司
様
始
め

責
任
役
員
他
地
元
名
士
、
一
般
申
し

込
み
の
年
男
・
年
女
、
三
時
は
氏
子

青
年
会
の
撒
豆
式
を
行
い
ま
し
た
。

当
日
は
福
引
き
付
の
福
豆
に
も
多
く

の
方
が
列
を
成
し
て
お
り
ま
し
た
。

　
二
月
七
日
午
前
九
時
、
大
宮
ア
ル

デ
ィ
ー
ジ
ャ
の
必
勝
祈
願
を
行
い
ま

し
た
。
森
正
志
社
長
、
高
木
琢
也
監

督
が
玉
串
を
捧
げ
選
手
と
共
に
今
季

の
必
勝
を
祈
願
し
ま
し
た
。

　
三
月
一
日
よ
り
四
月
五
日
ま
で
、

西
待
合
所
に
て
埼
玉
の
神
社
御
朱
印

展
が
開
催
さ
れ
七
十
七
社
、

三
百
三
十
九
点
の
御
朱
印
が
展
示
さ

れ
ま
し
た
。

　
二
月
三
日
よ
り
十
四
日
ま
で
大
宮

区
主
催
の
大
宮
二
十
景
絵
画
コ
ン

節
分
撒
豆
式

大
宮
ア
ル
デ
ィ
ー
ジ
ャ
必
勝
祈
願

埼
玉
の
神
社　

御
朱
印
展

大
宮
二
十
景
入
賞
作
品
展
示

ク
ー
ル
の
入
賞
作
品
二
十
四
点
の
廻

廊
展
示
を
行
い
ま
し
た
。

福引き

写真提供：大宮アルディージャ



武　蔵　一　宮（５） 第十三号

　
三
月
十
四
日
よ
り
春
限
定
の
特
別

　
三
月
二
十
三
日
、
有
限
会
社
沖
乃

郷
造
園
様
よ
り
戦
艦
武
蔵
の
碑
近
く

に
セ
ン
ダ
イ
シ
ダ
レ（
桜
）、
松
尾
神

社
隣
に
シ
ダ
レ
ウ
メ（
梅
）、
神
池
南

に
オ
ウ
ゴ
ン
カ
シ
ワ（
柏
）の
奉
納
を

頂
き
ま
し
た
。

　
三
月
十
一
日
、
復
興
祈
願
雅
楽
演

奏
を
行
い
ま
し
た
。
午
後
二
時

四
十
六
分
よ
り
一
分
間
の
黙
祷
の

後
、
豊と
よ

栄さ
か

の
舞
、
浦う

ら
安や

す
の
舞
を
奉
奏

致
し
ま
し
た
。

春
の
特
別
紙
朱
印

桜
・
梅
・
柏
奉
納

東
日
本
大
震
災
復
興
祈
願
雅
楽
演
奏

Ｈ
Ｉ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ　

Ｓ
Ａ
Ｎ
Ｄ
Ｏ

　
　
　

Ｐ
Ｒ
Ｏ
Ｊ
Ｅ
Ｃ
Ｔ

正
統
正
流
無
雙
直
傳
英
信
流

居
合
道　

奉
納
演
武

　
三
月
十
四
日
か
ら
Ａ
Ｒ
Ｔ
Ｓ　
Ｋ

Ａ
Ｗ
Ａ
Ｇ
Ｕ
Ｃ
Ｈ
Ｉ
実
行
委
員
会
主

催
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
が
参
道
、
二
の

鳥
居
付
近
に
展
示
さ
れ
ま
し
た
。「
時

の
歩
み
、
庭
を
歩
く
」
と
題
し
た
作

品
は
彫
刻
家
の
奥
村
拓
郎
氏
・
高
田

純
嗣
氏
、
ガ
ー
デ
ン
デ
ザ
イ
ナ
ー
の

鈴
木
圭
介
氏
の
合
作
で
す
。
鈴
木
圭

介
氏
が
率
い
る
一
般
社
団
法
人
ｇ
ｒ

ｅ
ｅ
ｎ
４
様
よ
り
、
さ
い
た
ま
国
際

芸
術
祭
の
シ
ン
ボ
ル
ツ
リ
ー
と
し
て

　
三
月
十
四
日
午
後
一
時
、
正
式
参

拝
の
後
、
正
統
正
流
無
雙
直
傳
英
信

流
居
合
道
国
際
連
盟
・
江
坂
道
場
主

催
の
奉
納
演
武
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

写真提供：
正統正流無雙直傳英信流居合道国際連盟

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
流
行

　

令
和
元
年
十
二
月
以
降
、
中
華
人

民
共
和
国
湖
北
省
武
漢
市
を
中
心
と

し
て
発
生
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス

は
、
年
を
明
け
る
と
世
界
的
な
流
行
の

兆
し
を
見
せ
ま
し
た
。
日
本
も
例
外
で

な
く
、
収
束
の
見
通
し
が
立
た
ず
拡
散

防
止
の
為
、
宮
内
庁
は
二
月
二
十
三
日

の
天
皇
誕
生
日
の
一
般
参
賀
を
取
り
や

め
、
庁
舎
前
の
記
帳
も
中
止
、
政
府
の

要
請
を
受
け
、
小
・
中
・
高
の
学
校
は

休
校
と
な
り
ま
し
た
。
二
月
の
終
わ
り

に
は
Ｊ
リ
ー
グ
は
リ
ー
グ
戦
の
延
期
、

プ
ロ
野
球
は
オ
ー
プ
ン
戦
を
無
観
客
試

合
に
す
る
な
ど
の
対
策
を
と
り
、
デ
ィ

ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
な
ど
の
テ
ー
マ
パ
ー
ク

も
閉
園
し
ま
し
た
。

　

当
社
で
も
予
定
し
て
い
た
奉
納
演

武
、
埼
玉
県
煎
茶
道
連
盟
の
献
茶
式
及

び
春
の
茶
会
な
ど
は
延
期
、
花
し
づ
め

奉
納
弓
道
大
会
や
薪
能
、「
神
主
さ
ん

と
神
社
を
学
ぼ
う
」
な
ど
は
中
止
と
な

り
ま
し
た
。

　
大
神
様
の
御
神
徳
に
よ
り
一
刻
も
早

く
終
息
し
平
穏
な
日
々
が
戻
る
よ
う
、

ま
た
罹
患
さ
れ
た
方
々
の
御
快
復
を
謹

ん
で
御
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

二
の
鳥
居
近
く
に
枝
垂
れ
桜
の
奉
納

を
頂
き
ま
し
た
。

紙
朱
印
「
さ
く
ら
」
の
授
与
を
開
始

致
し
ま
し
た
。



武　蔵　一　宮 （６）第十三号

　
鎮ち

ん

花か

祭さ
い

は
無
病
息
災
、
五
穀
豊
穣
を

祈
願
す
る
お
祭
り
で
す
。
桜
の
花
の
咲

く
頃
は
様
々
に
生
命
が
冬
籠
り
か
ら
起

き
ま
す
が
、
病
気
や
種
々
の
災
害
も
起

こ
り
や
す
い
為
、
疫
病
を
鎮
め
、
ま
た

桜
が
長
く
咲
く
年
は
豊
作
で
あ
る
と
い

う
こ
と
か
ら
い
つ
ま
で
も
花
が
散
ら
ぬ

よ
う
に
と
祈
り
ま
す
。

　
三
日
間
と
も
祭
典
中
、
楼
門
内
舞
殿

に
て
氏
子
崇
敬
者
の
童
女
に
よ
る
花
し

づ
め
の
舞
が
行
わ
れ
、
中
で
も
七
日
の

大
祭
は
神
職
も
装
束
の
正せ
い

服ふ
く

で
あ
る
衣い

冠か
ん

を
着
用
、
冠
に
桜
花
の
小
枝
を
付
す

優
雅
な
お
祭
り
で
、
特
殊
神
饌
と
し
て

緑
、
紅
、
白
の
菱
餅
の
上
に
桜
花
を
乗

せ
て
お
供
え
し
ま
す
。

鎮
花
祭 （
四
月
五
日
～
七
日
）

春
の
祭
典
案
内

花しづめの舞

神饌　菱餅

大祭　参進

大祭　修祓

護国神社（大宮公園） 一の鳥居平成ひろば

神
社
周
辺
の
桜

花
し
づ
め
の
歌 （
今い

ま

様よ
う

調
ち
ょ
う

）

氷
川
の
宮
の
花
し
づ
め

花
よ
や
す
ら
へ
こ
の
年
も

神
の
め
ぐ
み
に
豊ゆ

た
け
く
て

ま
幸さ

き
く
あ
ら
む
こ
と
ほ
ぎ
に

同（
鈴
舞
歌
）

一
、
さ
く
ら
さ
く
ら　
氷
川
の
杜
の

　
　
木こ

の
間ま

に
白
く　
霞
か
く
も
か

　
　
に
ほ
ひ
ぞ
出い

づ
る　
や
す
れ
や
す
れ

　
　
花
よ
や
す
れ

二
、
さ
く
ら
さ
く
ら　
氷
川
の
宮
の

　
　
花
し
づ
め
祭　
　
今
を
さ
か
り
と

　
　
に
ほ
ひ
ぞ
満み

つ
る　
や
す
れ
や
す
れ

　
　
花
よ
や
す
れ

　
　
　
間
拍
子　
四
回

三
、
さ
く
ら
さ
く
ら　
氷
川
の
宮
の

　
　
み
山
の
さ
く
ら　
め
ぐ
み
も
深
き

　
　
い
ろ
に
ぞ
匂
ふ　
や
す
れ
や
す
れ

　
　
花
よ
や
す
れ

　
　
　
間
拍
子　
一
回

四
、
さ
く
ら
さ
く
ら　
氷
川
の
宮
の

　
　
み
前ま

え
の
さ
く
ら　
い
や
年と
し
の
は毎
に

　
　
さ
か
ゆ
く
桜　
や
す
れ
や
す
れ

　
　
花
よ
や
す
れ

　
　
や
す
れ
や
す
れ　
花
よ
や
す
れ



武　蔵　一　宮（７） 第十三号

　
本
年
は
古
事
記
と
共
に
記
紀
神
話
と
い
わ
れ
る
日
本
書
紀
が
編
纂
さ
れ
て
か
ら
一
三
〇
〇
年
に
な
り
ま
す
。
当
社
の
お
み
く
じ
は
一
番
か
ら
五
十
番
ま
で
あ
り
古

事
記
、
日
本
書
紀
の
伝
承
か
ら
事
象
や
神
名
な
ど
を
題
と
し
て
お
り
ま
す
。
神
名
は
こ
の
解
説
で
は
日
本
書
紀
で
の
表
記
を
使
用
し
て
お
り
ま
す
。

日
本
書
紀
編
纂
一
三
〇
〇
年
②

禊み
そ
ぎ

祓は
ら
え　

（
十
三
番
か
ら
十
六
番
）

　

死
者
の
国
か
ら
還
っ
た
伊い

ざ
な
ぎ

弉
諾
は
身
に
つ
い
た
穢け

が

れ
を
落

と
そ
う
と
、
筑つ

く

紫し

の
国
の
日ひ

向む
か

の
小お

戸ど

の
橘た

ち
ば
な

の
檍あ

わ
ぎ

原は
ら

で
禊
を

さ
れ
ま
し
た
。
上
瀬
は
速
い（
十
三
番　
身み

そ
ぎ
か
み
つ
せ

曾
貴
上
瀬
）、
し

か
し
下
瀬
は
弱
い（
十
四
番　
身み

そ
ぎ
し
も
つ
せ

曾
貴
下
瀬
）、
中
瀬
が
程
よ

い
と（
十
五
番　

身み
そ
ぎ
な
か
つ
せ

曾
貴
中
瀬
）言
っ
て
禊
を
行
う
と

八や
そ
ま
が
つ
ひ
の
か
み

十
枉
津
日
神
と
い
う
穢
れ
の
神
が
、
次
に
そ
れ
を
矯な

お

す

神か
ん
な
お
び
の
か
み

直
日
神
と
大お

お
な
お
び
の
か
み

直
日
神
と
い
う
祓
え
の
神
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
海
で
も
禊
を
行
う
と
底そ

こ
つ
つ
の
お
の
み
こ
と

筒
男
命
、
中な

か
つ
つ
の
お
の
み
こ
と

筒
男
命
、

表う
わ
つ
つ
の
お
の
み
こ
と

筒
男
命
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
次
に
左
の
眼
を
洗
う
と

天あ
ま
て
ら
す
お
お
か
み

照
大
神
、
右
の
眼
を
洗
う
と
月つ

く
よ
み
の
み
こ
と

読
尊
、
鼻
を
洗
う
と

素す
さ
の
お
の
み
こ
と

戔
嗚
尊
と
、
貴
い
三み

は
し
ら柱

の
神
様
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

　
そ
こ
で
伊
弉
諾
は
天
照
大
神
に
天
上
界
で
あ
る
高た

か
ま
の
は
ら

天
原
を
、

月
読
に
は
同
じ
く
天
上
界
を
、
素
戔
嗚
に
は
大
海
原
を
治
め

な
さ
い
と
命
じ
ま
し
た（
十
六
番　
三み

は
し
ら
の
う
ず
の
み
こ
こ
と
よ
さ
す

貴
子
事
似
）。
先
に
高

天
原
に
行
っ
て
い
た
天
照
大
神
は
地
上
界
に
保う

け
も
ち
の
か
み

食
神
と
い
う

食
物
の
神
が
い
る
の
を
知
り
、
月
読
に
会
っ
て
く
る
よ
う
に

言
い
ま
し
た
。
月
読
が
会
い
に
行
き
ま
し
た
が
、
そ
の
神
が

口
か
ら
食
べ
物
を
生
み
出
す
の
を
見
る
と
怒
っ
て
殺
し
て
し

ま
い
ま
し
た
。

お
み
く
じ
読
み
解
き

  
(

複
数
の
伝
承
を
組
み
合
わ
せ
た
意
訳
で
す)

　

天
照
大
神
は
大
層
怒
り
月
読
と
は
顔
を
合
わ
せ
な
い
よ
う

に
す
る
と
言
い
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
昼
と
夜
と
が
分
け
ら

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
天
照
大
神
は
保
食
神
の
様
子
を

見
に
行
か
せ
る
と
、
そ
の
体
か
ら
稲
や
粟
な
ど
の
五
穀
や
大

豆
や
小
豆
、
牛
、
馬
、
繭
な
ど
様
々
な
も
の
が
生
ま
れ
て
い

ま
し
た
。
こ
の
後
か
ら
稲
作
や
養
蚕
が
始
め
ら
れ
た
と
言
う

こ
と
で
す
。

天
照
大
神
と
須
佐
之
男
命
の
誓
約

（
十
七
番
か
ら
十
九
番
）

　

伊
弉
諾
は
自
ら
の
務
め
を
終
え
、
余
生
を
過
ご
し
ま
し
た

（
十
七
番　
日ひ

之の

若わ
か

宮み
や

）。
素
戔
嗚
は
父
の
指
示
に
従
わ
ず
、

母
の
い
る
国
に
行
き
た
い
と
言
い
、
そ
の
前
に
姉
の
天
照
大

神
に
会
い
に
行
き
ま
し
た
。
し
か
し
天
照
大
神
は
乱
暴
な
素

戔
嗚
は
自
分
の
国
に
攻
め
て
き
た
と
疑
い
ま
し
た
。
素
戔
嗚

は
疑
い
を
晴
ら
す
た
め
、
天
照
大
神
と
誓う

約け
い（

十
八
番　
宇う

気け

備ひ

）を
行
い
、
自
身
の
潔
白
を
晴
ら
し
ま
し
た
。
こ
の
誓
約
の

結
果
、
素
戔
嗚
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
の
が
沖お

き

津つ

嶋し
ま

姫ひ
め

・
湍た

ぎ

津つ

姫
・
田た

心ご
り
姫ひ

め
の
宗
像
三
女
神
で
す（
十
九
番　
御み

こ
の
り
わ
け
た
ま
ふ

子
詔
別
）。

天
照
大
神
の
子
と
し
て
は
、
そ
の
後
、
子
が
地
上
界
に
降
り

る
事
に
な
る
天あ

め
の

忍お
し

穂ほ

耳み
み
の

尊み
こ
と

や
出い

づ
も
の
く
に
の
み
や
つ
こ

雲
国
造
の
祖
先
神
で
あ
る

天あ
め
の
ほ
ひ
の
み
こ
と

穂
日
命
が
生
ま
れ
て
お
り
ま
す
。

天
の
岩
戸
開
き 

（
二
十
番
か
ら
二
十
四
番
）

　

誓う

約け
い

に
よ
り
自
身
の
潔
白
を
証
明
し
た
素
戔
嗚
は
、
喜
び

の
余
り
様
々
な
乱
暴
や
狼
藉
を
は
た
ら
き
ま
し
た
。
天
照
大

神
は
目
を
つ
ぶ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
い
よ
い
よ
我
慢
な
ら
ず
、

天あ
ま
の
い
わ
や

石
窟
に
閉
じ
こ
も
っ
て
し
ま
い
、
国
中
が
暗
闇
と
な
り
ま

し
た
。
困
っ
た
八
百
万
の
神
さ
ま
た
ち
は
集
ま
り
ど
う
し
た

ら
よ
い
か
話
し
合
い
ま
し
た
。
そ
し
て
知
恵
の
神
さ
ま
で
あ

る
思お

も
い
か
ね
の
か
み

兼
神
が
考
え
た
方
法
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
ま
ず
、
常と

こ

世よ

の
長な

が

鳴な
き

鳥ど
り（
鶏
）に
一
斉
に
鳴
か
せ
、
天
石
窟
の
前
に
祭
壇
を

作
り
、
榊
に
八や

さ
か
に
の
ま
が
だ
ま

尺
瓊
勾
玉
や
八や

た
の
か
が
み

咫
鏡
な
ど
を
飾
り（
二
十
一
番

　
三み

く
さ
の
み
た
か
ら

種
神
宝
）、
中
臣
氏
の
祖
先
で
あ
る
天あ

め
の
こ
や
ね
の
み
こ
と

兒
屋
命
や
忌い

ん
部べ

氏し

の
祖
先
で
あ
る
太ふ

と
だ
ま
の
み
こ
と

玉
命
が
お
祭
り
を
行
い（
二
十
二
番　
中な

か

臣と
み

）、天あ
め
の
う
ず
め
の
み
こ
と

鈿
女
命
が
激
し
く
踊
り
ま
し
た（
二
十
番　
御み

神か
ぐ

楽ら

）。

す
る
と
自
分
が
い
な
く
て
国
中
が
暗
闇
に
な
っ
て
い
る
は
ず

な
の
に
こ
れ
は
ど
う
し
た
こ
と
か
と
不
思
議
に
思
っ
た
天
照

大
神
は
磐い

わ

戸と

を
少
し
開
け
て
外
の
様
子
を
探
ろ
う
と
し
ま
し

た
。
そ
こ
で
す
か
さ
ず
、
手た

ぢ
か
ら
お
の
か
み

力
雄
神
が
磐
戸
を
開
け
、
天
照

大
神
を
外
に
出
し
た
の
で
し
た（
二
十
三
番　
岩い

わ
と
び
ら
き

戸
開
）。

八
百
万
の
神
さ
ま
た
ち
は
こ
の
責
任
を
素
戔
嗚
に
と
ら
せ
、

高
天
原
か
ら
追
放
し
た
の
で
し
た
。
古
事
記
で
は
、
素
戔
嗚

は
こ
の
後
、
食
べ
物
の
神
さ
ま
で
あ
る
大
宜
都
比
咩
に
会
っ

た
際
に
食
べ
物
を
乞
い
ま
す
が
、
そ
の
食
べ
物
の
生
み
出
し

方
に
怒
り
殺
し
て
し
ま
い
ま
す（
二
十
四
番　
大お

お
宜げ

都つ

比ひ

咩め

）。



武　蔵　一　宮 （８）第十三号

古
絵
葉
書
集
刊
行

　

現
在
の
ケ
ヤ
キ
参
道

は
、
昭
和
初
期
ま
で
は
杉

並
木
で
「
並
木
十
八
丁
鉾

杉
つ
づ
き
」
と
親
し
ま
れ

て
お
り
ま
し
た
。
鬱
蒼
と

し
た
杉
の
参
道
は
趣
が
異

な
り
、
鎮
守
の
杜
に
続
く

昼
で
も
な
お
暗
い
森
厳
な

る
佇
ま
い
で
あ
り
ま
し

た
。
ま
た
現
在
、
当
社
の

代
表
的
な
建
物
で
あ
る
楼

門
は
昭
和
十
五
年
の
造
営

で
す
が
、以
前
は
神
門
が
、

そ
の
前
に
は
鳥
居
の
あ
る

風
景
で
し
た
。

　
本
殿
や
拝
殿
も
ま
た
昭

和
の
大
造
営
に
よ
る
も
の

で
す
が
、
そ
れ
ま
で
の
本

殿
は
杜
の
中
に
鎮
ま
る
お

社
で
し
た
。
古
絵
葉
書
は

往
時
の
景
色
を
、
時
を
超

え
て
雄
弁
に
物
語
っ
て
お

り
ま
す
。
悠
久
の
歴
史
が

息
づ
く
氷
川
の
杜
、
古
絵

葉
書
集
を
片
手
に
、
現
在

の
姿
と
見
比
べ
な
が
ら
境

内
を
散
策
し
て
み
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。

　
此
の
度
、
明
治
時
代
末
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
発
行
さ
れ
た
絵
葉

書
を
ま
と
め
た
古
絵
葉
書
集
を
刊
行
致
し
ま
し
た
。

　
社
頭
授
与
所
で
千
五
百
円
で
頒
布
し
て
お
り
ま
す
。

大正期 参道

大正期 社殿　社務所

大正期 三の鳥居

大正期 本殿



武　蔵　一　宮（９） 第十三号

　
桜
の
名
所
と
し
て
知
ら
れ
る
大
宮
公
園
。

明
治
十
八
年
に
氷
川
公
園
と
し
て
開
園
し

た
大
宮
公
園
は
今
年
で
百
三
十
五
年
に
な

り
ま
す
。
も
と
も
と
、
こ
の
地
は
氷
川
神

社
の
奥
山
と
言
わ
れ
る
場
所
で
、
開
園
当

初
は
松
林
や
雑
木
林
、
萩
、
薄
の
群
生
し

旅
館
な
ど
も
あ
る
野
趣
溢
れ
る
都
心
に
近

い
景
勝
地
で
し
た
。
森
鴎
外
や
正
岡
子
規
、

夏
目
漱
石
の
よ
う
な
文
人
も
訪
れ
、
文
学

作
品
に
も
登
場
し
て
い
ま
す
。
現
在
の
よ

う
な
公
園
の
姿
は
、
大
正
十
年
に
本
多
清

六
博
士
ら
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
氷
川
公

園
改
良
計
画
案
に
よ
る
も
の
で
す
。
昭
和

に
な
る
と
児
童
遊
園
地
や
児
童
プ
ー
ル
、

ボ
ー
ト
池
な
ど
が
造
成
さ
れ
、
大
宮
球
場

や
自
転
車
競
技
場
や
陸
上
競
技
場
な
ど
も

建
設
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
れ
ま
で
国

家
の
為
に
一
命
を
捧
げ
ら
れ
た
方
々
の
慰

霊
は
浦
和
の
調
神
社
の
境
内
で
臨
時
に
行

わ
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
そ
の
数
が
多
く

な
る
に
伴
い
桜
の
美
し
い
氷
川
公
園
内
に

常
設
の
神
社
を
と
、
埼
玉
県
招
魂
社（
昭
和

十
四
年
に
埼
玉
県
護
国
神
社
に
改
称
）が
祀

ら
れ
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
大

宮
遊
園
地
ホ
テ
ル
の
跡
地
に
は
埼
玉
百
年

の
森
が
整
備
、
料
亭
石
州
楼
の
跡
地
に
は

日
本
庭
園
が
開
園
す
る
な
ど
現
在
の
大
宮

公
園
に
つ
な
が
っ
て
お
り
ま
す
。

昭和10年頃　ボートハウス

大宮遊園地ホテル明治期　名所だった蛇松



武　蔵　一　宮 （10）第十三号

一
月
の
奉
納
献
華

三
月
の
奉
納
献
華

二
月
の
奉
納
献
華

古流松藤会　岩波理豊
池坊　　　　草谷智花
草月流　　　沖山草俊
桂古流　　　小林華侊
桂古流　　　高橋典花

古流松藤会　岩波理豊
池坊　　　　草谷智花
桂古流　　　小林華侊
古流松藤会　川嶋理智

　
参
道
の
清
掃
活
動
を
頂
き
ま
し
た
皆
様
の

芳
名
を
紹
介
し
、
謹
ん
で
御
篤
志
に
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
。
参
道
清
掃
の
お
申
し
出
、
お

問
い
合
わ
せ
は
社
務
所
ま
で
お
願
い
致
し
ま

す
。 　
　
　
　
　
　

  （
五
十
音
順
、敬
称
略
）

I love Saitam
a

ぷ
ろ
で
ゅ
ー
す

阿
含
宗
埼
玉
道
場

大
宮
明
る
い
社
会
づ
く
り
の
会

パ
ー
ソ
ル
テ
ン
プ
ス
タ
ッ
フ
株
式
会
社

（
さ
い
た
ま
市
ジ
ョ
ブ
ア
シ
ス
ト
事
業
）

ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
さ
い
た
ま
１
団

み
ず
ほ
証
券
株
式
会
社

参
道
清
掃
奉
仕
御
礼

（
敬
称
略
）

一
月
　
一
日
　
大
宮
鳶
職
組
合

　
　
　
三
日
　
大
宮
能
楽
研
究
会

　
　
　
八
日
　
衆
議
院
議
員
枝
野
幸
男

　
　
　
八
日
　
参
議
院
議
員
熊
谷
裕
人

　
　
　
八
日
　
靖
國
神
社
宮
司

　
　
　
十
日
　
氏
子
総
代
評
議
員
会
互
礼
会

　
　
十
三
日
　
さ
い
た
ま
市
長　
清
水
勇
人

　
　
十
四
日
　
氷
川
ほ
た
る
の
会

　
　
十
七
日
　
氷
川
神
社
敬
神
婦
人
会

　
　
十
七
日
　
埼
玉
県
神
社
庁
庁
長
中
山
高
嶺

　
　
　
　
　
　
外
県
内
神
職
一
同

　
二
十
一
日
　
解
脱
会
埼
玉
教
区
女
性
部

　
二
十
三
日
　
い
き
が
い
大
学

　
二
十
六
日
　
品
川
神
社

　
二
十
六
日
　
羽
村
稲
荷
神
社

　
二
十
八
日
　
立
正
佼
成
会
大
宮
教
会

二
月
　
六
日
　
高
鼻
二
丁
目
友
の
会

　
　
　
六
日
　
大
宮
観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
会

　
　
　
七
日
　
大
宮
ア
ル
デ
ィ
ー
ジ
ャ

　
　
十
一
日
　
鎮
花
祭
奉
仕
者
説
明
会

　
　
十
六
日
　
千
葉
寒
川
神
社
奉
賛
会

　
　
十
六
日
　
東
部
地
区
社
会
福
祉
協
議
会

三
月
　
九
日
　
責
任
役
員
会
、
敬
神
講
社
理
事
会
、

　
　
　
　
　
　
氏
子
総
代
会
並
評
議
員
会

　
　
十
四
日
　
武
蔵
菊
花
会

　
　
十
四
日
　
正
統
正
流
無
雙
直
傳
英
信
流
居
合
道

　
二
十
七
日
　
笑
観
の
会

正
式
参
拝
及
び
諸
会
議

草月流　　　　竹下尚峰
正風流一光会　桐生一光
春草流　　　　栗原春彩

古流松藤会　岩波理豊
池坊　　　　草谷智花
草月流　　　沖山草俊

桂古流　　　　小林華侊
桂古流　　　　高橋典花
草月流　　　　竹下尚峰
正風流一光会　桐生一光

桂古流　　　　高橋典花
草月流　　　　竹下尚峰
正風流一光会　桐生一光
春草流　　　　栗原春彩



武　蔵　一　宮（11） 第十三号

　
横
浜
の
山
下
公
園
前
に
係
留
さ
れ
る
日
本
郵
船
氷
川
丸
は
、
令
和
二
年
四
月
二
十
五
日
に

竣
工
九
十
周
年
を
迎
え
ま
す
。氷
川
神
社
よ
り
名
前
を
授
か
っ
た
氷
川
丸
は
、横
浜
船
渠
㈱（
現 

三
菱
重
工
業
㈱
横
浜
製
作
所
）で
当
時
の
造
船
技
術
の
粋
が
集
め
ら
れ
た
優
秀
貨
客
船
と
し
て

竣
工
し
ま
し
た
。
デ
ン
マ
ー
ク
の
Ｂ
＆
Ｗ
社
製
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
エ
ン
ジ
ン
を
搭
載
し
、
内
装

に
お
い
て
も
フ
ラ
ン
ス
人
工
芸
家
の
マ
ル
ク
・
シ
モ
ン
に
よ
る
ア
ー
ル
デ
コ
様
式
の
デ
ザ
イ

ン
が
施
さ
れ
ま
し
た
。
船
内
の
神
棚
に
は
氷
川
神
社
の
御
祭
神
が
祀
ら
れ
、
船
内
の
中
央
階

段
の
手
す
り
に
は
、
八
雲
の
神
紋
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
氷
川
丸
は
シ
ア
ト
ル
航
路
に
就
航
し
、
戦
時
中
は
病
院
船
、
戦
後
は
復
員
船
・
引
揚
船
を

経
て
再
び
、
シ
ア
ト
ル
航
路
で
活
躍
し
ま
し
た
。
戦
前
に
造
ら
れ
た
船
で
沈
ま
ず
に
残
っ
た

船
は
氷
川
丸
の
他
、
高
砂
丸
、
有
馬
山
丸
な
ど
数
隻
だ
け
で
、
氷
川
丸
は
そ
の
中
で
一
番
大

き
な
船
で
し
た
。
氷
川
丸
は
戦
争
中
に
三
度
も
触
雷
し
、
敵
機
か
ら
銃
撃
を
受
け
、
ま
た
潜

水
艦
に
遭
遇
し
な
が
ら
も
、
生
き
残
っ
た
こ
と
か
ら
、
強
運
の
船
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
船
齢
三
十
年
を
迎
え
引
退
し
た
氷
川
丸
は
、
青
少
年
の
海
事
・
海
洋
思
想
普
及
の

為
に
、
昭
和
三
十
五
年
の
最
後
の
航
海
の
後
に
改
装
工
事
が
行
わ
れ
、
昭
和
三
十
六
年
に
山

下
公
園
前
に
係
留
さ
れ
、
一
般
公
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
戦
前
の
日
本
で
建
造
さ

れ
現
存
す
る
唯
一
の
貨
客
船
で
あ
り
、
造
船
技
術
や
船
内
装
飾
を
伝
え
る
貴
重
な
産
業
遺
産

と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
、
平
成
二
十
八
年
に
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

氷
川
丸　

九
十
周
年

八雲の船内装飾

操舵室

当社に奉納された羅針盤と浮き輪
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開館時間10：00~17：00　［最終入館16：30まで］　休館日　月曜日（※祝日の場合は開館、翌平日休館）
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第
十
四
号
は
七
月
十
五
日
発
行
予
定
で
す

夏
越
大
祓
の
ご
案
内

　
六
月
三
十
日
午
後
二
時
、
半
年
間
の
罪

穢
れ
を
祓
う
大
祓
式
を
斎
行
致
し
ま
す
。

六
月
の
大
祓
式
は
夏
越
の
大
祓
と
も
い
わ

れ
、
茅
の
輪
を
く
ぐ
っ
て
災
厄
を
祓
う
事

か
ら
輪
く
ぐ
り
の
神
事
と
も
い
わ
れ
ま

す
。
本
年
、
神
橋
の
茅
の
輪
は
六
月

二
十
七
日
よ
り
七
月
五
日
ま
で
設
置
予
定

で
す
。

第６回氷川ほたる鑑賞会
 会場　本殿西側　蛇の池及び水路

※入場無料、社務所前にて当日申込み制、詳しくは
　氷川ほたるの会ホームページを御参照願います。

氷川マルシェ
会場　参道

※詳しくは氷川マルシェホームページを御参照
　願います。https://hikawa-marche.com/

公式インスタグラム
始めました。祭典や
四季の移り変わりな
どお知らせ致します。

茅の輪守
（初穂料1000円）


