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第十五号 武　蔵　一　宮 （２）

例
祭　

神じ

ん

幸こ

う

祭さ

い

斎
行

　
八
月
一
日
午
前
十
時
よ
り
例
祭
を

斎
行
致
し
ま
し
た
。
畏
き
辺
り
よ
り

勅
使
と
し
て
掌
典
の
唐
橋
在
倫
様
の

御
参
向
の
も
と
厳
粛
に
行
い
、
皇
室

の
弥
栄
と
氏
子
崇
敬
者
の
幸
福
を
祈

念
致
し
ま
し
た
。

　
神
社
本
庁
統
理
の
御
名
代
に
神
社

本
庁
総
長
で
あ
る
石
清
水
八
幡
宮

（
京
都
府
）の
田
中
恆
清
宮
司
、
大
野

元
裕
埼
玉
県
知
事
、
清
水
勇
人
さ
い

た
ま
市
長
、
大
野
総
代
会
長
は
じ
め

氏
子
総
代
、
埼
玉
県
神
社
庁
庁
長
で

あ
る
三
峯
神
社
の
中
山
高
嶺
宮
司
、

県
内
神
職
、
限
定
し
て
招
待
し
た
崇

敬
者
な
ど
約
一
四
〇
名
の
御
参
列
を

頂
き
ま
し
た
。
御
参
列
に
あ
た
っ
て

は
密
集
と
な
ら
な
い
よ
う
二
メ
ー
ト

ル
の
間
隔
を
空
け
て
椅
子
を
配
置

し
、
玉
串
拝
礼
時
に
は
授
与
す
る
神

職
は
マ
ス
ク
着
用
、
手
指
を
ア
ル

コ
ー
ル
消
毒
し
て
実
施
、
祭
典
後
の

直
会
は
中
止
と
致
し
ま
し
た
。

　
例
年
、
勅
使
奉
迎
の
た
め
の
各
町

内
山
車
・
神
輿
の
参
集
は
、
本
年
中

止
と
致
し
ま
し
た
。

　
例
祭
に
あ
わ
せ
市
内
で
開
催
さ
れ

ま
す
中
山
道
ま
つ
り
や
花
火
大
会
も

本
年
は
中
止
と
な
り
ま
し
た
。

　
八
月
二
日
午
後
三
時
、
神
幸
祭
を

斎
行
致
し
ま
し
た
。
例
年
で
は
旧
神

領
地
の
六
町
内（
堀
の
内
、
土
手
、

大お
お

成な
り

、
上か

み

落お
ち

合あ
い

、
新し

び
ら
き開
、
東
大
成
）

の
氏
子
約
百
名
の
皆
様
に
神
輿
な
ど

の
担
ぎ
手
と
な
っ
て
頂
い
て
お
り
ま

す
が
、
本
年
は
中
止
と
し
、
神
職
が

舞
殿
に
神
輿
を
遷
し
、
橋
上
祭
を
舞

殿
で
斎
行
し
ま
し
た
。

　
尚
、
旧
神
領
地
の
各
町
内
か
ら
は

代
表
と
し
て
氏
子
総
代
の
皆
様
に
御

参
列
頂
き
、
例
年
通
り
神
饌
の
奉
納

を
頂
き
ま
し
た
。

　
例
祭
に
際
し
左
記
の
皆
様
よ
り
奉
納
を

頂
き
ま
し
た
。
御
篤
志
に
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。（
順
不
同
敬
称
略
）

　
み
ず
ほ
証
券
㈱
大
宮
支
店

　
立
正
佼
成
会
大
宮
教
会

　
㈱
ノ
ー
ス
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

　
㈱
榮
太
樓
總
本
鋪

　
北
西
酒
造
㈱

　
㈱
電
成
社

　
㈱
和
泉
空
調
設
備

　
㈱
中
村
写
真
館

　
㈲
Ｓ
ａ
ｉ
ｎ
ｔ
ａ
ｒ
ｒ
ｏ
ｗ
５

　
サ
ン
・
ア
ド
ニ
ィ
ス
㈲

　
㈱
み
ど
り
建
設

　
㈱
武
蔵
野
銀
行

　
丸
三
屋

　
解
脱
会

　
福
寿
堂

　
久
伊
豆
神
社

　
篠
竹
静
子

　
髙
木
洋
明

　
藤
野
泰
功

奉
納
御
礼

静かな境内を参進する勅使

一定の間隔を空けた参列者 

舞殿での橋上祭本殿に還御する神輿



第十五号武　蔵　一　宮（３）

七
月
　
一
日
　
月
次
祭

　
　
十
五
日
　
献
詠
祭（
兼
題
　
南
風
）

　
三
十
一
日
　
例
祭
前
日
祭

八
月
　
一
日
　
例
祭

　
　
　
二
日
　
神
幸
祭

　
　
十
五
日
　
献
詠
祭（
兼
題
　
祭
）

　
　
　
　
　
　
埼
玉
縣
護
國
神
社
み
た
ま
祭

九
月
　
一
日
　
月
次
祭

　
　
十
五
日
　
献
詠
祭（
兼
題
　
献
華
）

　
　
　
　
　
　
敬
老
祭

　
二
十
三
日
　
秋
季
皇
霊
祭
遥
拝
式

　
　
　
　
　
　
秋
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

例祭神饌 翼舎橋上祭 神饌
神饌所の炊煙

熟饌は神饌所で調理されます

内
田　
す
ず
子　
　
寺
井　
朴
堂

堀
澤　
節　
　
　
　
山
田　
郁
子

田
邉　
勝
江　
　
　
小
林　
瞳

牧
野　
安
甫　
　
　
飯
野　
直
紀

牧
田　
範
男　
　
　
加
藤　
正

秋
山　
静
子　
　
　
蓜
島　
雲
外

金
田　
石
城　
　
　
山
北　
知
子

髙
橋　
憲
房　
　
　
清
水　
昌
子

島
﨑　
英
子　
　
　
吉
澤　
公
子

（
順
不
同
敬
称
略
）

　
神
饌
と
は
古
来
、
ミ
ケ
と
い
い
神
様
に
お

供
え
す
る
飲
食
の
総
称
で
す
。
お
祭
り
は
神

様
へ
の
饗き

ょ
う

応お
う

の
形
を
と
っ
て
お
り
ま
す
の

で
、
神
饌
を
お
供
え
す
る
事
は
非
常
に
大
切

で
す
。
調
理
を
し
て
い
な
い
神
饌
は
生せ

い

饌せ
ん

と

い
い
、
通
常
の
神
饌
に
あ
た
り
ま
す
。
数
量

や
種
類
に
違
い
は
あ
り
ま
す
が
、
毎
日
の
日に

っ

供く

祭さ
い

や
例
祭
で
は
生
饌
が
お
供
え
さ
れ
ま

す
。
調
理
し
た
神
饌
は
熟じ

ゅ
く

饌せ
ん

と
い
わ
れ
、
そ

の
お
祭
り
の
特
色
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
歴

史
を
紡
い
で
い
ま
す
。

　
当
社
で
は
神
幸
祭（
橋
上
祭
）の
小
麦
御
飯

や
大
湯
祭
の
百ひ

ゃ
く

味み

膳ぜ
ん

な
ど
が
熟
饌
に
あ
た
り

ま
す
。
神
幸
祭
は
も
と
も
と
旧
暦
六
月
に
行

わ
れ
て
い
た
祭
典
で
、
小
麦
の
収
穫
儀
礼
を

象
徴
し
、
拝
殿
や
神
橋
で
の
祭
典
時
に
は
さ

い
た
ま
市
中
央
区
の
上
落
合
地
区
か
ら
奉
納

の
小
麦
藁
の
莚む

し
ろ
が
敷
か
れ
ま
す
。
こ
れ
は
こ

の
一
帯
が
、
か
つ
て
麦
作
地
帯
で
あ
っ
た
事

を
伝
え
る
も
の
と
い
え
ま
す
。

　

現
在
の
よ
う
に
本
殿
が
一
つ
に
な
る
前

の
、
男な

ん

体た
い

社し
ゃ

と
女に

ょ

体た
い

社し
ゃ

と
簸ひ

王お
う

子じ

社し
ゃ

で
あ
っ

た
時
代
の
神
幸
祭
は
、
男
体
社
と
女
体
社
の

神
霊
を
神
輿
に
遷
し
仮
殿
で
一
泊
し
、
橋
上

祭
の
後
に
簸
王
子
社
に
神
幸
す
る
と
い
う
も

の
で
し
た
。

神
饌

献詠祭では、八雲会会員によ
る和歌が奏上されております。

雪
洞
書
画
奉
納
者



武　蔵　一　宮 （４）第十五号
　
七
月
五
日
よ
り
貸
衣
裳
と
写
真
撮

影
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
七
五
三
の
説

明
会
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

七
月
二
十
七
日
午
前
九
時
よ
り
例

祭
前
の
神
域
清
掃
奉
仕
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
本
年
は
当
番
町
内
で
あ
る
宮
原

町
、
吉
野
町
の
氏
子
の
他
、
氏
子
青

年
会
、
敬
神
婦
人
会
、
八
雲
会
、
解

脱
会
の
皆
様
に
ご
奉
仕
頂
き
ま
し
た
。

　
八
月
三
十
日
午
後
一
時
よ
り
四
時

ま
で
、
呉
竹
荘
に
て
婚
礼
展
示
会
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

七
五
三
セ
ッ
ト
プ
ラ
ン
説
明
会

例
祭
前
清
掃
奉
仕

神
前
読
経

見
沼
田
ん
ぼ
の
小
麦
奉
納

柳
生
心
眼
流
兵
法
奉
納
演
武

助
勤
説
明
会

婚
礼
展
示
会

社
頭
往
来

　
七
月
二
十
七
日
午
後
三
時
半
、
各

一
宮
を
巡
る
日
蓮
宗
の
僧
侶
有
志
六

名
が
正
式
参
拝
を
さ
れ
ま
し
た
。
そ

の
後
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
終
息
を

願
い
、神
前
読
経
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
七
月
三
十
日
午
前
十
一
時
、
小
麦

を
奉
納
の
武
蔵
野
銀
行
様
、
ク
ラ
フ

ト
ビ
ー
ル
を
奉
納
の
氷
川
ブ
リ
ュ
ワ

リ
ー
様
参
列
の
も
と
、
奉
納
奉
告
参

拝
を
行
い
ま
し
た
。
こ
ち
ら
の
小
麦

は
、
見
沼
田
ん
ぼ
を
舞
台
に
さ
い
た

ま
市
内
で
の
小
麦
の
地
産
地
消
を
促

進
す
る
事
を
目
的
と
し
た
、「
見
沼

田
ん
ぼ“

小
麦
“６
次
産
業
創
造
プ
ロ

　
九
月
六
日
午
前
十
時
、
正
式
参
拝

の
後
、
柳
生
心
眼
流
兵
法
柳
正
館
会

員
に
よ
り
奉
納
演
武
が
ご
ざ
い
ま
し

た
。

　
令
和
三
年
正
月
に
御
奉
仕
頂
く
助

勤
の
希
望
者
に
向
け
説
明
会
を
実
施

致
し
ま
し
た
。
一
日
か
ら
七
日
ま
で

で
男
子
三
十
名
、
女
子
百
五
十
名
募

集
の
予
定
で
す
。
八
月
三
十
日
に
第

一
回
説
明
会
を
実
施
致
し
ま
し
た
。

ジ
ェ
ク
ト
」
の
小
麦
で
す
。
ク
ラ
フ

ト
ビ
ー
ル
は
こ
ち
ら
の
小
麦
を
醸
造

し
作
ら
れ
た
も
の
で
す
。



武　蔵　一　宮（５） 第十五号

秋
の
祭
典　

新に

い

嘗な

め

祭さ

い

冬
の
祭
典　

大だ

い

湯と

う

祭さ

い

　
十
一
月
二
十
三
日
に
は
収
穫
感
謝

の
お
祭
り
で
あ
る
新
嘗
祭
が
行
わ
れ

ま
す
。
宮
中
で
は
天
神
地
祇
を
祀
る

神し
ん

嘉か

殿で
ん

に
お
い
て
、
天
皇
陛
下
が
天

照
大
御
神
を
始
め
、
神
々
に
本
年
の

新
穀
を
御
親
供
な
さ
れ
て
自
ら
も
お

召
し
上
が
り
に
な
る
お
祭
り
が
行
わ

れ
ま
す
。

　
お
米
が
食
物
の
中
で
も
特
に
神
聖

と
さ
れ
る
の
は
、
天
照
大
御
神
が
天

孫
降
臨
の
際
に
高
天
原
の
稲
穂
を
授

け
た
事
に
由
来
し
ま
す
。「
斎ゆ

庭に
わ

の

稲い
な

穂ほ

の
神し

ん

勅ち
ょ
く

」
と
い
わ
れ
る
三
大
神

勅
の
一
つ
が
新
嘗
祭
の
起
源
で
、
そ

の
他
の
三
大
神
勅
は
皇
位
の
永
遠
を

聖
約
す
る
「
天て

ん

壌じ
ょ
う

無む

窮き
ゅ
う

の
神
勅
」、

伊
勢
の
神
宮
の
起
源
で
も
あ
る
「
宝ほ

う

鏡き
ょ
う

奉ほ
う

斎さ
い

の
神
勅
」と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
新
嘗
祭
の
祭
典
日
は
、
古
く
は
干

支
に
よ
っ
て
い
た
た
め
、
日
が
定

ま
っ
て
お
ら
ず
、
十
一
月
の
下
の
卯

の
日
に
行
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、

明
治
六
年
の
新
暦
採
用
か
ら
十
一
月

二
十
三
日
に
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
当
社
で
は
新
嘗
祭
に
あ
わ
せ
、
当

社
を
崇
敬
す
る
敬
神
講
社
の
講
員
の

　
大
湯
祭
は
明
治
初
頭
ま
で
当
社
の

境
内
に
そ
れ
ぞ
れ
社
殿
が
鎮
座
し
て

い
た
男
体
社
・
女
体
社
・
簸
王
子
社

三
社
の
う
ち
の
簸
王
子
社
の
祭
祀
で

す
。
至
徳
二
年（
１
３
８
５
）の
「
武

蔵
州
足
立
大
宮
氷
川
太
明
神
縁
起
之

書
」
に
よ
る
と
、
十
二
月
十
日
に
干

柴
薪
を
焼
い
て
炉
壇
の
よ
う
に
し
、

こ
れ
を
あ
ま
ね
く
足
で
踏
む
火
剣
祭

礼
を
行
う
と
あ
り
ま
す
。

　
大
湯
祭
の
名
前
の
由
来
は
、
簸
王

子
社
の
社
殿
前
に
湯
釜
を
据
え
、
こ

の
湯
で
庶
人
を
清
め
た
事
と
伝
え
ら

れ
て
お
り
、
江
戸
期
に
な
っ
て
清
祓

い
の
神
事
に
祭
り
替
え
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

　
現
在
は
十
一
月
三
十
日
よ
り
十
二

月
九
日
ま
で
前
斎
、
十
日
が
本
祭
、

十
一
日
が
後
斎
で
十
二
日
間
か
ら
な

る
お
祭
り
で
す
。

　
前
斎
は
厳
重
な
潔
斎
期
間
で
、
毎

夜
七
時
半
に
か
つ
て
の
火
祭
り
を
伝

え
る
篝
火
が
焚
か
れ
儀
式
が
行
わ
れ

ま
す
。
こ
の
火
に
あ
た
る
と
、
無
病

息
災
の
神
徳
に
あ
ず
か
る
と
い
わ

れ
、
祭
典
終
了
後
に
消
し
炭
を
持
ち

た
め
の
講
社
大
祭
が
斎
行
さ
れ
ま

す
。
町
内
ご
と
の
取
り
ま
と
め
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
氏
子
総
代
の

方
々
に
お
願
い
し
て
お
り
ま
す
。

帰
り
家
内
安
全
、
無
病
息
災
の
神
徳

を
祈
る
信
仰
も
ご
ざ
い
ま
す
。

　
本
祭
は
午
前
八
時
に
始
ま
り
、米・

酒
を
は
じ
め
、
特
殊
神
饌
で
あ
る
百

味
膳
、
更
に
菱
餅
・
海
老
・
長
芋
・

鮒
串
な
ど
を
本
社
並
び
に
摂
末
社
に

お
供
え
し
ま
す
。

　
後
斎
は
、
大
湯
祭
終
了
の
旨
を
神

前
に
奉
告
し
、
祭
典
後
、
饗き

ょ
う

膳ぜ
ん

式し
き

と

い
う
直
会
が
斎
館
で
行
わ
れ
、
神
職

が
「
幾い

く

久ひ
さ

、
幾
久
」
と
社
頭
隆
盛
の

言
祝
ぎ
を
発
し
、神
酒
を
拝
戴
し
ま
す
。

大野講長 祈願文奏上

篝火百味膳

拝殿前 修祓



武　蔵　一　宮 （６）第十五号

日
本
書
紀
編
纂
一
三
〇
〇
年
④

　
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
。

（　
）は
お
み
く
じ
の
番
号
と
題
で
す
。

大お
お
な
む
ち

己
貴
と
少す

く
な
ひ
こ
な

彦
名
の
国
つ
く
り

　

大
己
貴
が
出
雲
の
御み

ほ

の

さ

き

大
之
御
前
に
い
た
時
に
、
波
の
彼
方

か
ら
天あ

め
の
か
が
み
の
ふ
ね

之
羅
摩
船
と
い
う
ガ
ガ
イ
モ
の
殻
の
船
に
乗
り
、
鵝

お
お
か
り

（
蛾
。
一
説
で
は
雁
）の
皮
を
衣
服
に
し
た
小
さ
な
神
が
や
っ

て
き
ま
し
た
。
誰
も
そ
の
神
を
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
物

知
り
の
案か

山か

子し

が
、「
こ
の
神
は
神か

み
む
す
ひ
の
か
み

産
巣
日
神
の
子
の
少
彦
名

で
す
」
と
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
神
産
巣
日
か
ら
協
力
し
て

国
作
り
を
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
二
柱
の
神
は
よ
く
様
々
に

国
作
り
を
し
ま
し
た
が
、
少
彦
名
は
淡
島
に
行
き
粟
の
茎
に

上
っ
た
際
に
、
弾
か
れ
て
常
世
の
国
と
い
う
海
の
彼
方
に
飛

ば
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
少
彦
名
を
淡
島
の
神
と
い
う
の

は
こ
れ
が
由
来
で
す（
三
十
二
番
　
少す

く

名な

毘ひ

古こ

那な
の

神か
み

）。
一
人

残
さ
れ
た
大
己
貴
が
悲
し
ん
で
い
る
と
海
上
を
照
ら
し
や
っ

て
く
る
神
が
い
ま
し

た
。何
者
か
問
う
と「
私

は
あ
な
た
の
幸さ

き
魂み

た
ま

奇く
し

魂み
た
ま

で
あ
る
。
私
を
祀
れ
ば

共
に
国
つ
く
り
を
し
よ

う
」
と
答
え
ま
し
た
。

こ
の
神
は
三み

諸も
ろ

山や
ま（

三

輪
山
）に
祀
ら
れ
、
大お

お

三み

輪わ

之の

神か
み

と
伝
え
ら
れ

て
お
り
ま
す（
三
十
三

番
　
幸さ

き
魂み

た
ま

奇く
し
魂み

た
ま

）。

天
孫
降
臨

　

大
己
貴
の
国
譲
り
を
受
け
、
い
よ
い
よ
天
孫

で
あ
る
瓊
瓊
杵
尊
が
天
照
大
神
よ
り
三
種
の
神

器
を
授
か
り
、天あ

め
の
こ
や
ね
の
み
こ
と

兒
屋
命
を
は
じ
め
様
々
な
神
々

と
共
に
天
降
る
事
と
な
り
ま
し
た
。（
四
十
一
番

　
御み

あ
も
り

天
降
）。
こ
の
時
、
高た

か
み
む
す
び
の
み
こ
と

皇
産
霊
尊
は
天
兒
屋

命
と
太ふ

と
だ
ま
の
み
こ
と

玉
命
に
、
天あ

ま
つ
ひ
も
ろ
ぎ

津
神
籬
を
持
っ
て
降
り
天

孫
の
た
め
に
祭
祀
を
行
う
よ
う
に
勅
命
を
下
し

ま
し
た（
四
十
二
番
　
天あ

ま
つ
ひ
も
ろ
ぎ

津
神
籬
）。
瓊
瓊
杵
尊

ら
が
降
ろ
う
と
す
る
と
天
と
地
の
間
で
、
国
つ

神
の
猿
田
彦
が
道
案
内
を
申
し
出
て
き
ま
し
た

（
四
十
三
番
　
猿さ

る
た
ひ
こ
の
み
こ
と

田
毘
古
命
）。
そ
し
て
、
日
向

国
の
高
千
穂
に
降
臨
な
さ
れ
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)

大己貴と少彦名の国つくり

大
己
貴
の
国
譲
り

　
天
照
大
神
は
孫
の
瓊に

に
ぎ
の
み
こ
と

瓊
杵
尊
を
地
上
界
で
あ
る
葦あ

し
は
ら
の
な
か
つ
く
に

原
中
国
の
主
に
し
よ

う
と
思
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
こ
は
悪
し
き
神
や
邪
鬼
が
多
く
い
る
と

聞
き
、
祓
い
退
け
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た（
三
十
四
番
　
國く

に
む
け
し
み
は
か
り

平
御
議
）。
そ

こ
で
、
八
百
万
の
神
々
が
集
ま
り
、
知
恵
の
神
様
で
あ
る
天あ

め
の
お
も
い
か
ね
の
み
こ
と

思
金
命
を
中

心
に
誰
を
行
か
せ
る
か
話
し
合
い
ま
し
た（
三
十
五
番
　
天あ

め
の
お
も
い
か
ね
の
み
こ
と

思
金
命
）。
ま

ず
白
羽
の
矢
が
立
っ
た
の
が
天あ

め
の
ほ
ひ
の
み
こ
と

穂
日
命
で
し
た
が
、
こ
の
神
は
大
己
貴
に

媚
び
て
し
ま
い
帰
っ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た（
三
十
六
番
　
天あ

め
の
ほ
ひ
の
み
こ
と

菩
日
命
）。
次

に
行
か
せ
た
天あ

め
の
わ
か
ひ
こ

稚
彦
も
ま
た
、
大
己
貴
の
娘
の
下し

た
て
る
ひ
め

照
姫
を
妃
と
し
て
帰
っ

て
こ
な
い
た
め
、
経ふ

つ
ぬ
し
の
か
み

津
主
神
と
武た

け
み
か
づ
ち
の
か
み

甕
槌
神
を
行
か
せ
る
事
に
し
ま
し
た

（
三
十
七
番
　
経ふ

つ
の
み
た
ま

津
魂
）。
二
柱
の
神
は
、
大
己
貴
に
国
を
譲
る
よ
う
迫
る

と
、
大
己
貴
は
「
息
子
と
相
談
し
て
か
ら
返
答
す
る
」
と
答
え
ま
し
た

（
三
十
八
番
　
御み

く
に
さ
り
し

國
避
）。
そ
こ
で
出
雲
の
三み

穂ほ

之の

碕さ
き
に
い
る
事こ

と
し
ろ
ぬ
し
の
か
み

代
主
神
に

問
う
と
、「
国
を
譲
る
の
が
良
い
で

し
ょ
う
」
と
答
え
ま
し
た（
三
十
九

番
　
三み

ほ
の
さ
き

穂
崎
）。
大
己
貴
は
二
柱
の

神
に
「
こ
の
国
を
譲
り
ま
し
ょ
う
。

た
だ
、
立
派
な
宮
殿
を
建
て
私
が

祀
ら
れ
る
事
を
お
許
し
下
さ
い
。

そ
し
て
私
の
他
の
百
八
十
神
の
子

は
事
代
主
が
統
率
す
る
な
ら
ば
、

他
に
背
く
神
は
お
り
ま
せ
ん
。」
と

答
え
、
国
譲
り
が
行
わ
れ
た
の
で

し
た（
四
十
番
　
杵き

つ
き
の
み
や
つ
く
り

築
宮
造
）。

大国主命（大己貴の別名）

天孫降臨

資料提供：埼玉県神社庁
  絵  ：笠原正夫氏
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瓊
瓊
杵
尊
の
物
語

　
瓊
瓊
杵
尊
は
日
向
国
の
海
辺
に
行
っ
て
み

る
と
、
美
し
い
木こ

の
は
な
の
さ
く
や
ひ
め

花
開
耶
姫
と
い
う
大お

お
山や

ま
祇づ

み
の

神か
み

の
娘
に
出
会
い
ま
し
た（
四
十
四
番
　
日ひ

向む
か
の

宮み
や

）。
一
目
で
恋
に
落
ち
た
瓊
瓊
杵
尊
は

求
婚
を
申
し
込
む
と
、
大
山
祇
は
大
い
に
喜

び
姉
の
磐い

わ
長な

が
姫ひ

め
も
是
非
妻
に
と
送
っ
て
き
ま

し
た
。
し
か
し
、
瓊
瓊
杵
尊
は
磐
長
姫
を
醜

い
と
拒
否
し
て
送
り
返
し
て
し
ま
い
ま
し

た
。
磐
長
姫
は
大
い
に
嘆
き
、「
私
を
拒
ま

ず
に
子
を
成
し
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
の
命
は

磐
の
よ
う
に
永
い
も
の
に
な
っ
た
で
し
ょ

う
。し
か
し
妹
だ
け
を
妻
と
し
た
か
ら
に
は
、

そ
の
命
は
花
の
よ
う
に
儚
い
も
の
と
な
る
で

し
ょ
う
」
と
言
い
ま
し
た
。
世
の
人
に
寿
命

が
出
来
た
の
は
こ
の
為
と
い
う
事
で
す

（
四
十
五
番
　
御み

さ
き
む
か
え

后
迎
）。

　
瓊
瓊
杵
尊
と
一
夜
を
共
に
し
た
木
花
開
耶

姫
は
身
籠
り
ま
し
た
が
、
瓊
瓊
杵
尊
は
自
分

の
子
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
疑
い
ま
し

た
。
木
花
開
耶
姫
は
「
天
孫
の
子
で
あ
れ
ば

無
事
に
出
産
出
来
る
で
し
ょ
う
」
と
言
い
、

出
入
り
口
の
無
い
建
物
に
入
り
火
を
つ
け
て

出
産
し
ま
し
た
。
火
の
起
こ
り
始
め
の
頃
に

火ほ
す
せ
り
の
み
こ
と

酢
芹
命
、
火
の
盛
ん
な
頃
に
火ほ

あ
か
り
の
み
こ
と

明
命
、
そ

し
て
火
の
収
ま
る
頃
に
火ほ

ほ
で
み
の
み
こ
と

火
出
見
命
で
す
。

火
酢
芹
命
は
海
幸
、
火
火
出
見
命
は
山
幸
と

も
申
し
ま
す（
四
十
六
番
　
無う

つ
む
ろ
戸
室
）。

海う
み

幸さ
ち

　
山や

ま

　さ
ち幸

　
海
幸
は
海
で
釣
り
を
、
山
幸
は
山
で
狩
り
を
得
意
と
し
て
い
ま
し
た
。
あ
る
時
、
兄
弟
は
仕
事
を
交
代
し
て
み
る
事
に
し
た
の
で
す
が
、
互
い
に
う

ま
く
い
か
ず
、
山
幸
は
借
り
た
釣
り
針
を
無
く
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
新
し
い
釣
り
針
を
作
っ
て
い
く
ら
謝
っ
て
も
許
し
て
も
ら
え
な
い
の
で
、
途
方

に
暮
れ
た
山
幸
は
海
辺
で
出
会
っ
た
鹽し

お
つ
ち
の
お
ぢ

土
老
翁
に
事
情
を
話
し
ま
し
た
。（
四
十
七
番
　
塩し

お
つ
ち
の
お
ぢ

土
老
翁
）。
鹽
土
老
翁
は
山
幸
を
籠
の
中
に
入
れ
て
海わ

だ
つ
み
の
か
み神

の

宮
殿
へ
と
運
ん
で
く
れ
ま
し
た
。
宮
殿
の
前
に
は
井
戸
が
あ
り
、
傍
ら
の
木
に
登
り
様
子
を
伺
っ
て
い
る
と
、
宮
殿
か
ら
海
神
の
娘
で
あ
る
大
変
美
し

い
豊と

よ
玉た

ま
姫ひ

め
が
出
て
き
て
井
戸
で
水
を
汲
も
う
と
し
ま
し
た
。
井
戸
の
水
面
に
映
る
山
幸
に
気
づ
き
、
出
会
っ
た
二
人
は
た
ち
ま
ち
に
恋
に
落
ち
ま
し
た
。

宮
殿
に
入
り
事
情
を
聞
い
た
海
神
は
釣
り
針
を
飲
み
込
ん
だ
鯛
を
探
し
出
し
て
く
れ
ま
し
た（
四
十
八
番
　
綿わ

た
つ
み
の
み
や

積
宮
）。

　
山
幸
は
三
年
を
海
神
の
宮
殿
で
過
ご
し
ま
し
た
が
、
地
上
に
帰
る
事
を
決
め
ま
し
た
。
海
神
は
、
も
し
海
幸
が
攻
め
て
き
た
ら
使
う
よ
う
に
と
海
の

干
満
を
操
れ
る
二
つ
の
玉
を
渡
し
て
く
れ
、
山
幸
は
海
幸
を
従
わ
せ
る
事
が
出
来
ま
し
た
。
そ
の
後
、
山
幸
の
子
を
身
籠
っ
て
い
た
豊
玉
姫
は
、
山
幸

の
い
る
地
上
で
産
も
う
と
し
、
産
屋
を
建
て
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
屋
根
を
葺
き
終
え
る
前
に
産
気
づ
き
ま
し
た
。
豊
玉
姫
は
出
産
の
姿
は
決
し
て
見

な
い
よ
う
に
と
話
し
ま
し
た
が
、
山
幸
は
こ
っ
そ
り
覗
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。
中
に
は
出
産
に
苦
し
む
鰐わ

に（
鮫
）が
お
り
、
山
幸
は
驚
き
逃
げ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
こ
れ
に
怒
っ
た
豊
玉
姫
は
出
産
を
終
え
る
と
海
へ
と
帰
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
の
時
、
生
ま
れ
た
子
は
屋
根
を
葺
き
終
え
る
前
に
生
ま
れ

た
事
か
ら
鸕う

が
や
ふ
き
あ
え
ず
の
み
こ
と

鷀
草
葺
不
合
尊
と
い
い
ま
す
。
山
幸
は
豊
玉
姫
を
恋
し
く
思
う
和
歌
を
詠
み
、
海
へ
と
帰
っ
た
豊
玉
姫
も
ま
た
、
山
幸
を
恋
し
く
思
う
気

持
ち
を
抑
え
き
れ
ず
、
子
の
世
話
を
妹
の
玉た

ま
依よ

り
姫ひ

め
に
託
し
、
山
幸
を
想
う
和
歌
を
詠
ん
だ
の
で
し
た（
四
十
九
番
　
赤あ

か
だ
ま
の
か
み
の
う
た

玉
神
詠
）。

日
向
三
代

仕事を交代した海幸 山幸

山幸と鹽土老翁

海神の宮で出会う山幸と豊玉姫

約束を破ってしまう山幸
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①
「
武
蔵
國
一
宮
」
の
標
石
。
享
保
七
年（
一
七
二
二
）氏
子

中
の
奉
納
。
慶
応
四
年（
一
八
六
八
）に
官
軍
が
大
宮
に
宿
泊

す
る
際
、
こ
の
標
石
に
「
氷
川
大
明
神
」
と
神
仏
習
合
色
の

強
い
銘
が
あ
っ
た
為
、
基
壇
基
礎
を
残
し
脇
に
片
付
け
ら
れ

た
模
様
。
明
治
十
四
年
に
背
面
に
「
官
幣
大
社　
氷
川
神
社
」

と
彫
り
再
建
。
戦
後
、
米
軍
の
命
令
で
「
官
幣
大
社
」
の
部

分
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
埋
め
て
い
る
。
現
存
す
る
石
造
遺
物

の
中
で
最
も
古
い
も
の
。

②
石
燈
籠
一
対
。
安
政
三
年（
一
八
五
六
）深
川
の
丸
屋
七
右

衛
門
寄
進
の
常
夜
燈
。
石
工
は
岩
槻
の
田
中
武
兵
衛
。

③
石
幟
立
。
嘉
永

二
年（
一
八
四
九
）

吉
舗
町
氏
子
中

の
寄
進
。
氷
川
神

社
の
祭
日
に
際

し
幟
を
立
て
る

習
慣
は
他
に
仲

町
・
大
門
町（
大

宮
区
）な
ど
に
も

あ
っ
た
と
の
事
。

④
「
是
よ
り
宮
ま
で
十
八
丁
」
の
碑
。
寄
進
者
は
高
鼻

町
の
大
沢
鉄
雄
氏
、
世
話
人
と
し
て
仲
町
の
大
野
弥
平

氏
、
土
手
町
の
北
沢
怡
佐
雄
氏
、
髙
鼻
町
の
髙
槗
喜
種

氏
で
平
成
元
年
の
奉
納
。
石
工
は
立
入
石
材
。

⑤
石
燈
籠
。「
氷
川
大
明
神
」
の
銘
。
宝
暦
十
年

（
一
七
六
〇
）吉
鋪
町
講
中
の
寄
進
。
鋪
は
舗
の
本
字
。

丁
石
は
一
丁（
六
十
間
、
約

一
〇
九
メ
ー
ト
ル
）ご
と

に
、
参
道
東
側
に
建
て
ら

れ
て
い
ま
す
。

参
道
に
残
る

信
仰
の
記
憶
（石
造
物
）

一
の
鳥
居
周
辺

1

2

234

5

5

一の鳥居

1
表裏

3

1

4

2

５
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⑦
石
燈
籠
一
対
。
嘉
永
六
年

（
一
八
五
三
）近
隣
を
は
じ
め
、

鳩
ヶ
谷
宿
や
立
野
邑
、江
戸
な
ど

広
範
囲
の
氏
子
崇
敬
者
の
奉
納
。

⑧
㈱
武
蔵
野
銀
行
よ
り
創
業

六
十
五
年
記
念
と
し
て
、
奉
納

さ
れ
た
狛
犬
。
竣
工
祭
及
び
除

幕
式
は
平
成
三
十
年
十
二
月

二
十
五
日
。
稲
田
石
を
用
い
、

左
側
は
獅
子
型
、
右
側
は
狛
犬

型
で
株
式
会
社
石
の
正
、
鈴
木

石
材
の
製
作
。

⑥
「
官
幣
大
社
氷
川
神
社
」
の
石

碑
。
明
治
三
十
二
年（
一
八
九
九
）

大
宮
町
松
坂
屋
の
尾
熊
惣
次
郎
が

先
代
尾
熊
初
五
郎
の
遺
志
を
継
ぎ

建
立
。
弟
の
尾
熊
政
之
助
書
。
中

村
金
五
郎
彫
。

⑨
石
燈
籠
。
安
政
六
年（
一
八
五
九
）

近
遠
の
氏
子
中
か
ら
の
奉
納
。「
武
蔵

國
一
宮
東
國
總
鎮
守
氷
川
両
本
宮
」

の
銘
。
物
部
周
臣
書
。
石
工
は
吉
田

右
近
源
朝
保
。

⑩
石
燈
籠
。文
化
十
四
年（
一
八
一
七
）

近
遠
の
氏
子
中
か
ら
の
奉
納
。「
氷
川

大
宮
御
橋
内
」「
武
蔵
國
總
鎮
守
一
宮

式
内
名
神
大
月
次
新
嘗
」
の
由
緒
。

御
橋
と
は
神
橋
の
事
。平
林
可
儀
書
。

石
工
は
与
野
の
佐
藤
太
平
次
光
重
。

古
絵
葉
書
集

「
氷
川
の
杜
を
訪
ね
て
」よ
り

二
の
鳥
居
周
辺

二
の
鳥
居
～
三
の
鳥
居
間

二
の
鳥
居
～
三
の
鳥
居
間

8

8

7

7 6

9

10

77

6

88

910

二の鳥居三の鳥居

参道に四の鳥居とともに移築された石燈籠の様子。
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七
月
の
奉
納
献
華

九
月
の
奉
納
献
華

八
月
の
奉
納
献
華

古流松藤会　岩波理豊
草月流　　　沖山草俊
古流松藤会　川嶋理智

古流松藤会　岩波理豊
池坊　　　　草谷智花
草月流　　　沖山草俊

古流松藤会　岩波理豊
草月流　　　沖山草俊
桂古流　　　小林華侊
古流松藤会　川嶋理智

桂古流　　　　高橋典花
草月流　　　　竹下尚峰
正風流一光会　桐生一光
池坊　　　　　草谷智花

桂古流　　　小林華侊
古流松藤会　川嶋理智
桂古流　　　高橋典花

（
敬
称
略
）

七
月

　
　
　
一
日
　
敬
神
婦
人
会
役
員
会

　
二
十
七
日
　
日
蓮
宗
僧
侶
有
志

　
　
三
十
日
　
武
蔵
野
銀
行

　
　
　
　
　
　
氷
川
ブ
リ
ュ
ワ
リ
ー

八
月

　
　
三
十
日
　
助
勤
説
明
会

　
　
　
　
　
　
婚
礼
展
示
会

九
月

　
　
　
一
日
　
参
道
対
策
会
議

　
　
　
五
日
　
武
蔵
菊
花
会
役
員
会

　
　
　
六
日
　
柳
生
心
眼
流
兵
法
柳
正
館

　
　
十
五
日
　
敬
神
講
社
理
事
会
、
評
議
員
会

正
式
参
拝
及
び
諸
会
議

　

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
。

　
　
　
　
　
（
五
十
音
順
、
敬
称
略
）

・
阿
含
宗
埼
玉
道
場

・
大
宮
明
る
い
社
会
づ
く
り
の
会

・
み
ず
ほ
証
券
株
式
会
社

マ
ス
ク　
医
療
法
人
社
団　
聡
真
会

　
稲
荷
神
社
に
て
鳥
居
奉
納
奉
告
祭

を
執
り
行
い
ま
し
た
。
奉
納
さ
れ
た

鳥
居
に
は
お
名
前
と
ご
希
望
の
願
種

を
記
載
し
た
札
を
お
掛
け
し
ま
す
。

設
置
期
間
は
お
よ
そ
十
年
で
す
。

七
月　
十
八
日　
石
原
徹
也

七
月
二
十
七
日　
山
崎
広
徳

参
道
清
掃
奉
仕
御
礼

奉
納
御
礼

鳥
居
奉
納
奉
告
祭 池坊　　　　草谷智花

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
春草流　　　　栗原春彩
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観
月
雅
楽
演
奏
会
中
止
の
お
知
ら
せ

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
の
た
め
、
本
年
の

氷
川
雅
楽
会
観
月
雅
楽
演
奏
会
は
中
止
と
致
し
ま
す
。

　

本
年
は
、
浦
安
の
舞
が
皇
紀
二
六
〇
〇
年
を
奉
祝
し

て
、
昭
和
十
五
年
に
作
舞
さ
れ
て
か
ら
八
十
年
に
な
り

ま
す
。

　

浦
安
の
舞
は
昭
和
天
皇
の
御
製
に
、
多
忠
朝
宮
内
庁

楽
部
楽
長
が
作
曲
作
舞
さ
れ
て
作
製
さ
れ
ま
し
た
。

浦
安
と
は
心
安
か
れ
と
い
う
意
味
で
、
古
く
日
本
の
国

が
「
浦
安
の
国
」
と
い
わ
れ
た
の
は
風
土
が
美
し
く
穏

や
か
で
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

　

平
和
へ
の
祈
り
が
込
め
ら
れ
た
浦
安
の
舞
が
、
感
染

症
対
策
の
た
め
と
は
い
え
、
御
覧
頂
け
な
い
の
は
大
変

残
念
な
事
で
す
が
、
皆
様
の
安
全
を
考
慮
し
て
の
事
で

す
の
で
ご
理
解
の
程
、
宜
敷
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

武
蔵
菊
花
会
菊
花
展

　
十
一
月
一
日
よ
り
十
五
日
ま
で
武
蔵

菊
花
会
の
第
七
十
一
回
奉
納
菊
花
展
が

開
催
さ
れ
ま
す
。
楼
門
前
や
楼
門
内
廻

廊
、
舞
殿
な
ど
に
大
作
り
や
懸
崖
、
盆

養
、
ダ
ル
マ
な
ど
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
菊

花
が
展
示
予
定
で
す
。

昭
和
天
皇
御
製

「
天
地
の

神
に
ぞ
い
の
る

 　
　
朝
な
ぎ
の

　
海
の
ご
と
く
に

波
た
た
ぬ
世
を
」

七
五
三
ロ
ケ
撮
影
の
ご
案
内

　
氷
川
神
社
写
真
御
用
部
で
は
、
お
子
様
の
大
切
な

晴
れ
の
日
を
美
し
く
残
す
た
め
、
約
二
十
分
間
の
ロ

ケ
撮
影
を
承
っ
て
お
り
ま
す
。
土
日
祝
日
で
、
期
日

限
定
で
す（
予
約
不
要
）。
撮
影
は
プ
ロ
カ
メ
ラ
マ
ン

が
担
当
し
、
撮
影
し
た
写
真
は
目
つ
ぶ
り
カ
ッ
ト
等

以
外
は
、
す
べ
て
お
渡
し
致
し
ま
す
。

　
詳
細
は
㈱
中
村
写
真
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
参

照
下
さ
い
。

ロケ撮影のみ（スタジオ撮影無し） 10,000円（税込）
ロケ撮影　　（スタジオ撮影有り）   7,000円（税込）
お問い合わせ先　㈱中村写真館　048-643-2890
http://nakamura-syashinkan.com/index.html
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第
十
六
号
は

令
和
三
年
一
月
十
五
日

発
行
予
定
で
す

十と

お

日か

市ま

ち

の
中
止
の
お
知
ら
せ

初
詣
に
つ
い
て

　
当
社
の
冬
の
風
物
詩
で
あ
る
大
湯
祭
。
十
二
月

十
日
の
本
祭
に
あ
わ
せ
酉
の
市
が
た
つ
事
か
ら
、

十
日
市
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。

　
例
年
、大
勢
の
参
拝
者
で
賑
う
十
日
市
で
す
が
、

本
年
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大

防
止
の
観
点
か
ら
、
熊
手
商
を
含
む
露
店
の
出
店

を
見
合
わ
せ
る
事
と
致
し
ま
し
た
。

　
祭
典
は
例
年
通
り
斎
行
の
予
定
で
す
が
、
社
会

情
勢
を
鑑
み
て
の
決
定
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
氏

子
崇
敬
者
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
ご
理
解

を
頂
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
尚
、十
二
月
十
日
の
み
授
与
し
て
お
り
ま
し
た
、

福
神
札
、
福
種
銭
な
ど
は
分
散
し
て
お
求
め
頂
け

ま
す
よ
う
、
十
一
月
三
十
日
よ
り
神
札
所
に
て
授

与
を
開
始
致
し
ま
す
。
二
福
神
の
お
祓
い
も
行
い

ま
す
の
で
、
変
わ
ら
ぬ
ご
崇
敬
を
お
寄
せ
頂
き
ま

す
よ
う
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

　

来
る
令
和
三
年
の
お
正
月
に
は
氏
子
崇
敬
者

の
皆
様
が
安
心
し
て
ご
参
拝
を
頂
け
ま
す
よ
う
、

左
記
の
対
応
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

記

　
・
二
の
鳥
居
か
ら
参
道
一
方
通
行
化

　
・
三
が
日
の
参
道
へ
の
露
店
出
店
中
止

　
・
ご
祈
祷
の
人
数
制
限

　
　（
一
願
種
に
つ
き
一
名
の
み
）

　
・
ご
祈
祷
の
神
札
記
名
は
一
万
円
以
上

      
（
一
月
八
日
よ
り
五
千
円
以
上
の
方
全
員

　
　
に
お
名
前
を
記
名
致
し
ま
す
）

　
・
ご
朱
印
は
紙
朱
印
の
み

　
　（
帳
面
へ
の
記
入
は
一
月
八
日
よ
り
）

　
・
手
水
の
使
用
禁
止

　
令
和
二
年
十
一
月
三
十
日
よ
り
新
年
の
神
札
、

破
魔
矢
、
縁
起
物
等
を
授
与
致
し
ま
す
の
で
混

雑
を
避
け
て
参
拝
頂
き
ま
す
様
ご
協
力
を
お
願

い
致
し
ま
す
。

初
詣
の
分
散
化
の
お
願
い

氷川神社の福熊手授与
は11月30日より神札所
にて行います

　秋の特別紙朱印「紅葉」は数量限定
で９月１日より授与開始致しました。
十日市、正月、時期の特別紙朱印の他、
最新のご案内はホームページ、インス
タグラムをご覧下さい。

大 3000円　小 1500円


