
   

平
成
か
ら
令
和
へ
の
御
代
替

わ
り
か
ら
も
う
五
年
が
経
ち
ま

し
た
。
新
春
の
お
慶
び
を
申
し

上
げ
ま
す
。
な
か
な
か
出
口
が

見
え
な
か
っ
た
疫
禍
が
終
息
し

て
、
そ
ろ
そ
ろ
令
和
の
時
代
気

風
の
よ
う
な
も
の
が
表
れ
始
め

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

令
和
六
年
で
一
番
大
き
な
変

革
と
な
る
で
あ
ろ
う
事
は
、
何

と
言
っ
て
も
紙
幣
の
デ
ザ
イ
ン

一
新
で
し
ょ
う
。
一
万
円
札
の

顔
は
福
沢
諭
吉
か
ら
渋
沢
栄
一

に
変
り
ま
す
。
万
札
に
刷
ら
れ

た
福
沢
諭
吉
は
、
平
成
時
代
の

幕
開
け
と
期
を
同
じ
く
し
て
起

き
た
バ
ブ
ル
崩
壊
と
そ
こ
か
ら

始
ま
っ
た
激
動
の
経
済
状
況
を

見
守
っ
て
き
ま
し
た
。 

   

そ
し
て
令
和
の
御
代
を
迎
え
、

今
度
は
渋
沢
栄
一
翁
が
新
時
代

の
経
済
の
顔
と
な
る
こ
と
で
し

ょ
う
。
「
自
由
闊
達
」
を
旨
と

す
る
渋
沢
翁
の
気
概
が
経
済
と

生
活
に
良
好
な
気
風
を
呼
び
込

ん
で
く
れ
る
事
を
期
待
し
て
已

み
ま
せ
ん
。
渋
沢
翁
に
は
『
論

語
と
算
盤
』
と
い
う
著
書
が
あ

り
ま
す
。
そ
こ
に
は
『
論
語
』

を
鑑
と
す
る
道
徳
と
経
済
の
合

一
が
説
か
れ
、
公
益
と
道
徳
を

重
視
し
た
翁
の
経
済
哲
学
の
理

念
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
。 

私
ど
も
神
社
と
神
主
は
経
済

の
最
前
線
に
立
っ
て
い
る
訳
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
一
番

後
方
に
居
て
道
徳
と
公
共
の
福

祉
を
啓
蒙
し
な
が
ら
、
人
々
の 

   

精
神
文
化
を
後
ろ
か
ら
支
え
る

の
が
重
要
な
役
割
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。
経
済
活
動
と
利
潤
の

追
求
は
や
や
も
す
る
と
欲
望
が

暴
走
し
て
と
て
つ
も
な
い
災
厄

を
招
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
道

徳
経
済
合
一
の
上
に
「
自
由
闊

達
」
を
説
い
て
若
者
を
鼓
舞
し

た
渋
沢
翁
の
遺
徳
を
受
け
継
ぎ
、

令
和
の
新
時
代
が
輝
か
し
い
も

の
と
な
る
よ
う
祈
っ
て
い
る
次

第
で
す
。 

と
こ
ろ
で
『
論
語
』
を
出
典

と
す
る
言
葉
に
「
温
故
知
新
」

が
あ
り
ま
す
。
私
に
と
っ
て
は

馴
染
み
深
い
言
葉
で
、
母
校
の

石
神
井
小
学
校
校
長
室
と
国
旗

掲
揚
塔
に
こ
の
言
葉
が
書
い
て

あ
り
ま
し
た
。 

   

創
立
百
周
年
の
記
念
品
は
「

温
故
知
新
」
と
彫
ら
れ
た
文
鎮

で
、
こ
れ
は
今
で
も
社
務
所
で

使
っ
て
お
り
ま
す
。
神
職
に
と

っ
て
は
「
故
を
温
（
た
ず
）
ね

て
新
し
き
を
知
る
」
は
あ
る
意

味
で
原
点
と
も
言
う
べ
き
大
切

な
言
葉
で
す
。
我
が
母
校
は
令

和
六
年
に
百
五
十
周
年
の
賀
節

を
迎
え
ま
す
。
気
が
付
い
て
み

れ
ば
不
肖
の
私
も
還
暦
を
迎
え

る
事
と
な
り
ま
し
た
。
「
温
故

知
新
」
と
「
自
由
闊
達
」
を
胸

に
抱
き
、
祭
祀
に
精
進
し
て
参

る
所
存
で
す
。 

皆
様
の
ご
健
勝
と
ご
多
幸
を

衷
心
よ
り
ご
祈
念
申
し
上
げ
て

お
り
ま
す
。

「 

自 

由 

闊 

達 

と 

温 

故 

知 

新 

」 

 

宮
司 

奥
野 

雅
司 
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令
和
六
年
の
お
正
月
は
、
特
に
制
限

を
設
け
ず
コ
ロ
ナ
禍
前
同
様
と
致
し
ま

す
。 昇

殿
祈
祷
に
つ
い
て 

 

企
業
参
拝
を
除
き
、
祈
祷
受
付
は
予

約
を
承
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
元
日
～
八

日
の
受
付
場
所
は
儀
式
殿
で
、
直
接
申

し
込
み
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て

下
さ
い
。
厄
除
け
に
関
し
ま
し
て
は
、

必
ず
ご
本
人
に
お
出
ま
し
頂
き
、
社
殿

に
お
上
が
り
頂
き
ま
す
。
遠
方
に
お
住

い
の
方
の
代
理
祈
祷
は
で
き
ま
せ
ん
。 

●
祈
祷
及
び
待
合
に
つ
き
ま
し
て
は
、

皆
様
一
緒
に
お
上
が
り
頂
け
ま
す
。
申

し
込
み
が
集
中
し
、
収
容
人
数
を
上

回
っ
た
場
合
に
は
、
二
回
に
分
け
て
昇

殿
し
て
頂
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

●
儀
式
殿
・
社
殿
内
で
は
マ
ス
ク
の
着

用
は
各
自
の
ご
判
断
で
行
っ
て
く
だ
さ

い
。
尚
、
体
調
が
す
ぐ
れ
な
い
方
は
日

を
改
め
て
頂
く
か
、
マ
ス
ク
の
使
用
を

お
願
い
致
し
ま
す
。
消
毒
液
は
随
所
に

ご
用
意
い
た
し
ま
す
の
で
お
使
い
く
だ

さ
い
。 

●
社
殿
で
の
祈
祷
は
十
分
な
換
気
を
確

保
致
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
祈
願
主

の
玉
串
奉
奠
に
つ
い
て
は
、
通
常
通
り 

   

行
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

●
三
が
日
以
降
も
随
時
祈
祷
の
受
付
を

致
し
て
お
り
ま
す
。
一
月
四
日
～
一
月

五
日
ま
で
は
、
仕
事
始
め
の
た
め
地
元

企
業
の
予
約
優
先
と
な
り
ま
す
が
、
そ

れ
以
降
一
月
中
の
祈
祷
開
始
時
間
は
通

常
の
時
間
に
加
え
て
十
二
時
の
回
が
加

わ
り
、
一
日
六
回
ご
案
内
致
し
て
お
り

ま
す
。
各
回
開
始
十
五
分
前
が
受
付
締

切
り
の
時
間
で
す
。
詳
し
く
は
本
社
報

の
三
頁
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

御
札
・
御
守
授
与
所 

●
お
並
び
頂
く
場
所
は
看
板
を
よ
く
ご

確
認
頂
き
、
授
与
品
の
列
・
お
み
く
じ

の
列
そ
れ
ぞ
れ
に
お
並
び
下
さ
い
。 

●
お
み
く
じ
は
、
な
る
べ
く
消
毒
液
を

お
使
い
頂
い
て
か
ら
引
い
て
く
だ
さ
い
。 

企
業
参
拝
（
仕
事
始
め
）
に
つ
い
て 

 

仕
事
始
め
の
予
約
を
受
付
け
て
お
り

ま
す
。
予
約
優
先
で
す
の
で
、
ご
希
望

の
日
時
が
あ
る
場
合
に
は
お
早
め
に
ご

予
約
下
さ
い
。
ご
予
約
時
に
は
何
点
か

確
認
を
さ
せ
て
頂
く
事
項
が
あ
り
ま
す

の
で
、
詳
し
く
は
お
電
話
に
て
お
尋
ね

く
だ
さ
い
。 

☎ 

〇
三
（
三
九
九
七
）
六
〇
三
二 

※
受
付
時
間
九
時
～
四
時 

   

  

何
回
か
過
去
に
開
催
を
し
て
お
り
ま

す
「
手
作
り
味
噌
」
の
仕
込
み
講
習
を

今
年
も
計
画
し
て
い
ま
す
。
開
催
の
日

時
は
現
在
未
定
で
す
が
、
一
月
下
旬
～

二
月
上
旬
頃
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
日

時
・
参
加
費
等
決
ま
り
ま
し
た
ら
お
知

ら
せ
致
し
ま
す
。 

自
分
で
仕
込
ん
だ
自
家
製
味
噌
を
「

手
前
味
噌
」
と
云
い
ま
す
。
じ
っ
く
り

寝
か
せ
て
醸
成
し
ま
す
の
で
、
料
理
に

使
え
る
よ
う
に
な
る
ま
で
約
半
年
を
要

し
ま
す
。
雑
菌
の
混
入
を
防
ぐ
た
め
に
、

仕
込
み
は
寒
い
時
期
に
行
な
う
ほ
う
が

良
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
か
ら
作
る

な
ら
ば
、
原
料
の
大
豆
を
洗
い
、
よ
く

水
に
漬
け
る
作
業
も
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
講
習
会
で
は
、
大
き
く
分
け

て
三
段
階
の
作
業
を
行
な
い
ま
す
。 

① 

大
豆
を
つ
ぶ
す 

（
大
豆
を
戻
し
て
煮
る
と
こ
ろ

ま
で
済
ん
で
い
る
も
の
） 

② 

潰
し
た
大
豆
に
麹
を
混
ぜ
合
わ

せ
る 

③ 

容
器
（
タ
ッ
パ
ー
等
）
に
詰
め 

て
蓋
を
す
る 

     

 

 

会
場
は
神
社
西
側
の
納
屋
前
で
行
い

ま
す
。
募
集
は
三
十
名
程
度
を
考
え
て

い
て
、
リ
ピ
ー
タ
ー
の
方
も
沢
山
お
い

で
で
す
。
自
前
の
桶
が
あ
る
方
は
、
持

参
し
て
頂
け
れ
ば
桶
代
は
か
か
り
ま
せ

ん
。 開

催
日
時
・
参
加
費
等
決
ま
り
ま
し

た
ら
境
内
掲
示
板
及
び
Ｈ
Ｐ
に
て
お
知

ら
せ
い
た
し
ま
す
の
で
お
申
込
み
下
さ

い
。
定
員
に
達
し
次
第
受
付
は
終
了
と

な
り
ま
す
。
お
子
様
の
参
加
も
お
待
ち

し
て
お
り
ま
す
。 

（２）                  氷川神社社報                令和６年1月1日 

氷 

川 

神 

社 

の 

体 

験 

・ 

講 

習 

会 

「
手
作
り
味
噌
」
仕
込
み
講
習
会
開
催 

令 

和 

六 

年 

の 

お 

正 
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日
に
ち
を
定
め
て
の
行
事
は
天
気
が

心
配
な
も
の
で
す
が
、
雨
天
時
に
は
納

屋
の
外
屋
を
使
い
ま
す
の
で
心
配
は
無

用
で
す
。
ま
た
小
さ
な
お
子
様
連
れ
で

も
参
加
で
き
、
楽
し
め
る
よ
う
な
企
画

を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。
定
員
、
参
加
費
な
ど
は
企
画
に

よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
社
頭
の
ポ
ス

タ
ー
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。 

  

三がにちの行事・祈祷受付 

日にち 行事 備考 

 

 

 

元日 

●歳旦祭 ０：００～ 

●古札お焚き上げ神事 

●新年祈祷 

 

※祈祷に関しまして

は本社報の二頁～三

頁を必ずご確認下さ

い 

●お炊き上げ所にてお炊き上げを随時行っております 

●祈祷受付は９：００～１５：４５で、各回の開始１５分前が 

 締め切りです 

【 祈祷開始時刻 】 

 １回目：１０：００ （９：４５受付締切） 

 ２回目：１１：００ （１０：４５受付締切） 

 ３回目：１２：００ （１１：４５受付締切） 

 ４回目：１３：００ （１２：４５受付締切） 

 ５回目：１４：００ （１３：４５受付締切） 

 ６回目：１５：００ （１４：４５受付締切） 

 ７回目：１６：００ （１５：４５受付締切） 

 ※一般祈祷に関しましては、予約無しでお受けしております 

 ※各回の受付締め切りは開始１５分前です 

●お札・お守り等の授与はお札受所にて以下の時間で行っています 

 ６：００～１８：００ 

 

●元日午後は里神楽があります 

（演目は当日社務所にてお問い合わせ下さい） 

 ※午前３時～午前６時迄、社務所受付を閉めますのでご注意下さい 

 

 

２日～３日 

●古札お焚き上げ神事 

●新年祈祷 

 

※祈祷に関しまして    

不明な点は電話にて

お問い合わせくださ

い 

●お炊き上げ所にてお炊き上げを随時行っております 

 ※お焚きあげ神事は１日～３日のみです 

●祈祷受付は９：００～１５：４５で、各回の開始１５分前が 

 締め切りです 

 ※一般祈祷に関しましては、予約無しでお受けしております 

 ※祈祷開始時刻は上記参照 

●お札・お守り等の授与はお札受所にて以下の時間で行っています 

 ８：００～１８：００ 

４日（木）以降の祈祷開始時間 

日にち 祈祷開始時間 

４日（木）、５日（金） 

４日、５日の一般祈祷は 10 時、12 時、14 時、16 時の４回のみです 

 

地元企業及び地域団体の予約優先となっております 

（予約が入っていない場合には、規定時間以外でも一般祈祷を行います） 

６日（土）以降 
１月中は昼の１２時の回を含み、１日６回（10 時から１時間おき）です 

※７日と１４日は地元野球部の予約が優先になる場合があります 

お問い合わせ 氷川神社社務所 ☎０３（３９９７）６０３２ 

受付時間 ： 午前９時～午後４時 

（３）                  氷川神社社報               令和6年1月1日 



令
和
六
年
は
甲
辰 

令
和
六
年
の
干
支
は
辰 

 

 

令
和
六
年
の
干
支
は
甲
辰
（
き
の
え

た
つ
）
で
す
。
辰
は
龍
・
竜
を
現
し
、

空
想
の
生
き
物
で
す
。
そ
の
姿
は
様
々

で
す
が
、
蛇
の
様
な
長
い
胴
に
三
本

（
又
は
四
本
）
指
の
足
が
四
本
あ
り
、

長
い
尾
を
持
ち
、
頭
に
は
二
本
の
角
を

携
え
た
姿
が
思
い
浮
か
ぶ
と
思
い
ま
す
。 

 

 

日
本
や
中
国
の
龍
は
、
主
に
水
の
中

に
住
ん
で
い
る
生
物
で
、
必
要
が
あ
れ

ば
空
を
飛
ん
で
天
空
へ
と
昇
る
こ
と
が

で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
蛇

は
水
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
存
在
と

考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
姿
か
た

ち
が
似
て
い
る
龍
も
水
と
強
く
結
び
つ

い
た
存
在
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で

す
。
水
を
司
る
こ
と
は
、
農
耕
文
化
が

中
心
で
あ
っ
た
日
本
人
に
と
っ
て
重
要

な
こ
と
で
あ
り
、
加
え
て
天
に
昇
る
こ

と
が
出
来
る
の
で
、
人
間
に
は
遠
く
及

ば
な
い
天
上
の
異
世
界
に
行
き
来
で
き

る
特
別
な
力
を
持
っ
た
存
在
で
し
た
。 

 
西
洋
の
竜
は
ド
ラ
ゴ
ン
と
呼
ば
れ
、

同
じ
く
空
想
の
生
物
で
す
が
、
そ
の
姿

は
少
し
異
な
り
ま
す
。 

 

胴
が
長
い
も
の
も
描
か
れ
て
い
ま
す

が
、
殆
ど
が
爪
が
あ
る
大
き
な
翼
を
持

ち
、
四
本
足
の
姿
で
描
か
れ
ま
す
。
地

中
や
洞
窟
に
住
処
を
持
ち
、
強
さ
の
象

徴
で
あ
っ
た
竜
は
財
宝
を
守
護
す
る
存

在
で
し
た
。
や
が
て
、
巨
大
な
霊
力
を

持
つ
竜
を
倒
す
こ
と
で
そ
の
力
を
超
え

た
存
在
と
な
り
得
る
こ
と
か
ら
、
英
雄

の
称
号
を
得
る
為
に
は
竜
の
討
伐
が
そ

の
条
件
と
な
り
ま
し
た
。 

 

東
洋
の
龍
は
信
仰
・
畏
怖
の
対
象
と

な
っ
て
い
ま
す
が
、
西
洋
の
ド
ラ
ゴ
ン

は
力
の
象
徴
で
あ
る
と
同
時
に
討
伐
の

対
象
な
の
で
、
そ
の
存
在
は
対
照
的
と

な
っ
て
い
ま
す
。 

甲
辰
は
ど
ん
な
年
？ 

 

十
干
は
甲
（
き
の
え
）
で
す
か
ら
木

を
表
し
、
漢
字
は
「
木
の
兄
」
と
書
く

の
で
属
性
は
陽
で
す
。
辰
は
土
を
表
し
、

子
か
ら
数
え
て
五
番
目
（
奇
数
）
な
の

で
属
性
は
陽
で
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
、

甲
辰
は
「
陽
の
木
」
と
「
陽
の
土
」
の

組
み
合
わ
せ
と
な
り
木
剋
土
の
関
係
と

な
り
、
強
い
相
剋
と
な
り
ま
す
。 

 

甲
は
木
が
根
を
張
っ
て
真
っ
す
ぐ
上

に
枝
葉
を
広
げ
て
い
る
様
を
表
し
て
い

ま
す
。
象
形
文
字
で
表
さ
れ
る
甲
は
亀

の
甲
羅
を
表
し
ま
す
。
字
義
は
『
亀
の

甲
羅
の
よ
う
な
固
い
も
の
で
覆
う
こ

と
』
な
の
で
、
「
甲
冑
（
か
ふ
ち

う
）
」
は
鎧
を
表
し
ま
す
。
ま
た
、
優

れ
て
い
る
・
物
事
の
始
ま
り
と
い
う
意

味
も
持
っ
て
い
ま
す
。 

 

辰
は
土
を
司
り
ま
す
が
、
そ
の
性
質

は
、
目
標
を
見
定
め
た
ら
達
成
す
る
た

め
の
強
い
意
志
で
辛
抱
強
く
歩
み
を
進

め
、
挑
戦
を
恐
れ
ず
進
ん
で
ゆ
き
ま
す
。 

 

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
甲
辰
は
今
ま

さ
に
殻
を
破
っ
て
芽
が
出
そ
う
な
状
態

で
、
何
か
が
始
ま
り
そ
う
な
様
を
表
し

て
は
い
ま
す
が
、
固
い
殻
を
破
る
た
め

に
は
変
革
が
必
要
で
、
困
難
と
闘
わ
な

く
て
は
な
ら
な
い
場
面
が
あ
り
そ
う
で

す
。
加
え
て
、
木
と
土
が
相
剋
の
関
係

で
あ
る
こ
と
か
ら
安
定
的
と
は
言
え
な

い
状
況
で
す
か
ら
、
小
さ
な
い
ざ
こ
ざ

が
あ
ち
こ
ち
で
起
こ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
ま
た
、
土
に
関
わ
る
災
害
に
も
注

意
を
払
う
必
要
が
あ
り
そ
う
で
す
。 

 

令
和
六
年
の
過
ご
し
方 

 

で
は
、
今
年
は
ど
の
よ
う
に
過
ご
す

の
が
良
い
で
し
ょ
う
か
。
世
界
規
模
で

見
れ
ば
大
小
い
ざ
こ
ざ
が
有
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
必
ず
し
も
日
本
国
内
が

安
定
的
で
な
く
な
る
と
い
っ
た
話
で
は

あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
大
切
な
の
は
家
族

や
個
人
単
位
で
の
過
ご
し
方
を
考
え
る

こ
と
で
す
。
仕
事
先
や
家
庭
内
で
の
改

善
点
が
あ
る
な
ら
ば
、
改
革
を
検
討
す

る
に
は
良
い
年
と
言
え
ま
す
。
甲
の
頑

な
な
性
質
は
妥
協
し
な
い
こ
と
で
利
害

雲龍図襖図 海北友松 
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の
不
一
致
を
生
む
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

自
分
の
理
想
を
き
ち
ん
と
持
ち
、
思
い

や
り
と
信
念
を
持
っ
て
根
気
強
く
事
を

進
め
て
く
だ
さ
い
。
困
難
を
乗
り
越
え

た
先
に
芽
吹
い
た
も
の
は
、
甲
の
持
つ

意
味
で
も
あ
る
「
優
れ
た
る
」
「
物
事

の
始
ま
り
」
で
あ
る
は
ず
で
す
。
昨
年

の
干
支
で
あ
る
癸
卯
で
は
、
身
の
回
り

で
様
々
な
予
兆
が
示
さ
れ
て
い
た
は
ず

で
す
。
首
尾
よ
く
自
分
に
と
っ
て
利
益

と
な
り
そ
う
な
事
柄
の
予
兆
を
発
見
で

き
て
い
た
方
は
、
早
い
時
期
に
芽
吹
き

を
迎
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

尚
、
や
は
り
気
に
な
る
の
は
剋
さ
れ

た
土
の
動
き
な
の
で
、
念
の
た
め
各
家

庭
で
最
低
限
の
災
害
へ
の
備
え
は
し
て

お
い
た
方
が
無
難
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

日
本
神
話
と
龍 

 

 

日
本
の
神
話
で
龍
が
登
場
す
る
も
の

は
そ
ん
な
に
多
く
は
な
さ
そ
う
で
す
が
、

古
事
記
に
登
場
す
る
話
で
、
海
幸
山
幸

の
話
が
あ
り
ま
す
。 

『
是
に
海
神
の
女
豊
玉
毘
賣
命
、
自
ら

参
出
て
白
し
た
ま
は
く
、
妾 

巳
よ
り

姙
身
め
る
を
、
今
産
む
べ
き
時
に
臨
り

ぬ
。
（
略
）
故
れ
、
参
出
到
つ
と
ま
を

し
た
ま
ひ
き
。
鵜
の
羽
を
葺
草
に
為
て
、

産
屋
を
造
り
き
。
（
略
）
故
れ
妾
も
今

本
の
身
に
な
り
て
産
み
な
む
。
妾
を
勿

見
た
ま
ひ
そ
、
と
ま
お
し
た
ひ
き
。
是

に
其
の
言
を
奇
し
と
思
ほ
し
て
、
其
の

方
に
産
み
た
ま
わ
ふ
を
竊
伺
み
た
ま
へ

ば
、
八
尋
和
邇
に
化
り
て
葡
匐
委
蛇
ひ

き
。
』
（
海
神
の
娘
の
豊
玉
姫
命
が
火

袁
理
命
の
子
供
を
産
む
た
め
に
海
岸
に

あ
が
り
、
鵜
の
羽
で
茅
葺
屋
根
を
作
っ

た
産
屋
で
子
供
を
産
む
の
で
、
中
を
覗

か
な
い
で
下
さ
い
と
言
わ
れ
た
が
、
奇

し
ん
だ
命
が
中
を
覗
く
と
鰐
（
和
邇
）

の
姿
に
な
っ
て
子
供
を
産
ん
で
い
た
） 

 

豊
玉
姫
が
鰐
の
姿
に
な
っ
て
い
た
と
書

か
れ
て
い
ま
す
が
、
古
事
記
に
お
け
る

鰐
の
記
述
は
多
く
の
場
合
鮫
を
指
し
て

い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
『
葡
匐
委

蛇
（
は
い
つ
く
ば
）
』
っ
て
い
た
と
い

う
記
述
と
、
日
本
書
紀
の
本
文
で
は
龍

と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
『
八
尋
和

邇
』
は
龍
を
表
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
姿
を
見
ら
れ
た
豊
玉
姫
命
は
、

海
の
彼
方
へ
と
姿
を
消
し
ま
す
。
こ
の

時
の
子
供
が
鵜
草
葺
不
合
命
（
ウ
ガ
ヤ

フ
キ
ア
エ
ズ
ノ
ミ
コ
ト
：
鵜
の
羽
で
屋

根
を
葺
終
え
る
前
に
産
ま
れ
た
子
）
で
、 

 

後
の
神
武
天
皇
と
な
り
ま
す
。
龍
に
姿

を
変
え
た
豊
玉
姫
命
は
海
へ
と
姿
を
消

し
ま
す
が
、
こ
こ
で
も
水
と
強
く
結
び

つ
い
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、

龍
が
海
の
世
界
、
即
ち
水
と
深
く
関

わ
っ
て
お
り
、
稲
作
の
生
産
に
深
く
関

係
し
て
い
た
存
在
で
あ
る
こ
と
が
伺
え

ま
す
。
ま
た
、
当
時
の
日
本
人
に
と
っ

て
海
の
遥
か
向
こ
う
に
あ
る
常
世
の
国

は
理
想
郷
で
あ
る
異
世
界
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
昔
話
で
は
『
御
伽
草

子
』
（
鎌
倉
末
期
～
江
戸
）
に
浦
島
太

郎
の
原
作
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

『
日
本
書
紀
』
『
丹
後
風
土
記
』
に
も

同
様
の
話
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

『
風
土
記
逸
文 

水
江
浦
嶼
子
』
で
は
、

竜
宮
城
の
へ
の
旅
路
は
女
性
と
一
緒
に

乗
っ
た
船
で
、
行
き
つ
い
た
先
を
天
上

仙
家
（
と
こ
よ
の
く
に
）
と
書
い
て
い

ま
す
。
旅
路
を
共
に
し
た
女
性
は
自
分

は
亀
で
あ
る
と
後
に
明
か
し
て
い
ま
す

が
、
地
上
に
戻
っ
た
浦
島
が
玉
手
箱
を

空
け
て
老
人
に
な
っ
た
後
、
鶴
に
姿
を

変
え
て
天
高
く
舞
い
上
が
っ
て
話
が
終

わ
る
こ
と
か
ら
、
鶴
亀
の
対
比
に
よ
っ

て
縁
起
の
良
い
終
わ
り
と
し
て
い
る
こ

と
が
分
か
り
ま
す
。
水
と
龍
の
結
び
つ

き
に
加
え
て
、
常
世
の
国
か
ら
来
た
鶴

亀
は
不
老
長
寿
の
象
徴
で
あ
り
、
現
在

で
も
お
め
で
た
い
組
み
合
わ
せ
と
さ
れ

て
い
ま
す
か
ら
、
浦
島
が
永
遠
の
命
を

得
た
の
も
納
得
が
ゆ
き
ま
す
。 

令
和
六
年
は
辰
年
で
、
十
二
支
で
は

唯
一
空
想
の
生
物
な
の
で
、
特
別
な
年

な
の
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
十
干
も

甲
に
戻
り
物
事
の
始
ま
り
を
示
唆
し
て

い
ま
す
の
で
、
今
年
は
チ
ャ
ン
ス
を
掴

ん
だ
の
あ
れ
ば
根
気
と
努
力
で
困
難
を

乗
り
越
え
て
、
大
躍
進
し
て
下
さ
い
。

皆
様
に
と
り
ま
し
て
令
和
六
年
が
良
い

年
と
な
り
ま
す
よ
う
お
祈
り
申
し
上
げ

て
お
り
ま
す
。 
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神
樹
の
炭
玉
御
守 

 
氷
川
神
社
で
は
、
神
樹
の
炭
玉
御
守

り
を
頒
布
致
し
て
お
り
ま
す
。 

 

こ
の
炭
玉
御
守
り
は
、
神
社
の
神
域

に
生
い
茂
る
樹
木
か
ら
作
っ
た
「
神
樹

の
炭
」
で
す
。 

 

◆ 

神
樹
の
炭 

 

石
神
井
氷
川
神
社
「
神
樹
の
炭
」
守

り
に
は
、
畳
紙
の
中
に
は
炭
が
収
め
ら

れ
て
い
ま
す
。 

 

 

こ
の
炭
は
、
氷
川
神
社
の
境
内
に
生

え
て
い
る
樹
木
を
境
内
の
整
備
の
た
め

に
伐
採
し
た
も
の
や
、
台
風
で
倒
れ
て

細
断
し
た
も
の
等
を
一
年
以
上
か
け
て

乾
燥
さ
せ
、
炭
に
し
た
も
の
で
す
。 

で
き
あ
が
っ
た
炭
は
、
更
に
小
さ
く
し

て
か
ら
人
の
手
で
一
つ
一
つ
丸
く
磨
き

上
げ
ま
す
。
今
回
は
槙
を
炭
に
し
て
磨

き
上
げ
た
も
の
を
畳
紙
に
収
め
ま
し
た
。 

 

◆ 

炭
の
持
つ
力 

 

氷
川
神
社
の
境
内
で
、
長
い
時
間
を

か
け
て
大
き
く
育
っ
た
樹
木
。
そ
の
樹

木
は
、
日
の
恵
み
と
大
地
の
力
を
し
っ

か
り
と
吸
収
し
て
き
ま
し
た
。
天
の
恵

み
は
日
の
大
神
様
の
お
力
を
、
ま
た
地

の
恵
は
氏
神
様
と
大
地
の
神
様
の
お
力

を
頂
い
て
成
長
し
た
も
の
で
す
。 

『
た
な
つ
も
の
百
の
木
草
も
天
照
す 

 
 
 

日
の
大
神
の
恵
み
得
て
こ
そ
』 

 
天
地
の
恵
み
が
凝
縮
さ
れ
た
樹
木
は
、

数
日
か
け
て
竈
で
炭
に
形
を
変
え
て
ゆ

き
ま
す
が
、
こ
こ
で
も
神
様
の
力
を
お

借
り
し
ま
す
。
火
の
神
様
は
火
産
大
神

（
ホ
ム
ス
ビ
ノ
オ
オ
カ
ミ
）
、
竈
の
神

様
は
奥
津
比
古
神
（
オ
ク
ツ
ヒ
コ
ノ
カ

ミ
）
・
奥
津
比
賣
神
（
オ
ク
ツ
ヒ
メ
ノ

カ
ミ
）
で
、
こ
の
三
柱
の
神
様
は
一
般

的
に
「
荒
神
様
（
竈
三
柱
大
神
）
」
と

呼
ば
れ
て
い
る
神
様
で
す
。 

 

長
い
時
間
と
手
間
を
か
け
て
、
神
域

の
樹
木
か
ら
作
ら
れ
た
「
神
樹
の
炭
」

で
す
か
ら
、
皆
様
の
想
い
と
願
い
を
込

め
て
頂
け
る
よ
う
心
願
成
就
の
御
守
り 

と
致
し
ま
し
た
。 

 

炭
が
持
つ
浄
化
の
作
用
も
相
ま
っ
て
、

き
っ
と
皆
様
を
お
守
り
く
だ
さ
る
こ
と

で
し
ょ
う
。 

  

◆ 

御
守
り
袋
に
つ
い
て 

 

今
回
の
御
守
り
に
は
、
「
神
樹
の

炭
」
を
御
守
り
と
し
て
持
ち
運
べ
る
よ

う
に
、
御
守
袋
を
数
種
類
ご
用
意
致
し

ま
し
た
。
サ
イ
ズ
は
「
神
樹
の
炭
」
が

ぴ
っ
た
り
入
る
大
き
さ
で
す
。 

  

 

 

 

ま
た
、
御
守
り
袋
は
季
節
に
よ
っ
て

折
々
に
柄
を
変
え
た
も
の
の
製
作
も
計

画
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
お
好
み
の
も

の
を
お
選
び
く
だ
さ
い
。 

 

お
正
月
に
は
新
た
に
御
守
り
を
受
け

る
の
と
同
様
に
、
年
の
初
め
に
「
神
樹

の
炭
」
も
新
し
く
受
け
て
頂
く
と
良
い

で
し
ょ
う
。
そ
の
際
に
は
、
古
い
「
神

樹
の
炭
」
は
神
社
で
お
炊
き
上
げ
に
お

持
ち
頂
き
、
御
守
り
袋
は
そ
の
ま
ま
お

持
ち
く
だ
さ
い
。
御
守
り
袋
は
し
っ
か

り
と
し
た
作
り
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の

で
、
大
切
に
お
持
ち
頂
け
れ
ば
長
く
愛

着
を
持
っ
て
頂
け
る
と
思
い
ま
す
。 

 

氷
川
神
社
の
新
し
い
御
守
り
の
か
た

ち
と
し
て
、
皆
様
を
お
守
り
頂
け
る
よ

う
祈
念
致
し
て
お
り
ま
す
。 

    （青）              （赤） 
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十
一
月
の
七
五
三
詣
に
、
今
年
も
沢

山
の
子
供
た
ち
が
お
参
り
に
来
ら
れ
ま

し
た
。
世
間
で
は
色
々
な
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
が
行
わ
れ
て
い
る
影
響
も
あ
っ
て
か
、

こ
こ
数
年
は
分
散
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
少
子
化
ど
こ
吹
く
風
と
思
わ

せ
る
く
ら
い
沢
山
の
子
供
た
ち
で
、
境

内
が
賑
わ
い
ま
し
た
。 

 

 

十
一
月
の
初
め
に
は
、
境
内
の
神
楽

殿
で
お
囃
子
が
あ
り
、
ま
た
千
歳
飴
の

販
売
も
行
わ
れ
七
五
三
の
お
祝
い
を
盛

り
上
げ
ま
し
た
。
社
殿
で
は
、
誇
ら
し

そ
う
に
胸
を
張
っ
て
座
る
子
や
慣
れ
な

い
場
所
で
少
し
緊
張
気
味
に
硬
い
表
情

で
座
っ
て
い
る
子
な
ど
様
々
で
し
た
が
、

お
子
さ
ん
方
一
人
一
人
の
健
や
か
な
成

長
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
し
た
。 

 

    

十
一
月
二
十
三
日
（
木
）
の
祭
日
に
、

新
嘗
祭
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
当
日
は
季

節
外
れ
の
暖
か
さ
で
、
晴
天
に
恵
ま
れ

ま
し
た
。
午
後
二
時
か
ら
斎
行
さ
れ
た

新
嘗
祭
に
は
、
境
内
の
神
田
で
収
穫
し

た
対
馬
赤
米
が
供
え
ら
れ
ま
し
た
。 

 

今
年
は
非
常
に
日
照
時
間
が
長
く
暑

か
っ
た
た
め
収
穫
量
も
十
分
で
、
職
員

が
手
作
業
で
丁
寧
に
よ
り
分
け
た
お
米

が
三
方
に
御
供
え
さ
れ
ま
し
た
。
祭
典

終
了
後
に
、
ご
参
列
頂
い
た
皆
様
に
は

特
別
に
お
米
を
お
見
せ
致
し
ま
し
た
。 

式
典
に
は
一
般
の
参
列
者
の
方
も
含

め
、
二
十
人
以
上
の
方
に
ご
参
列
を
頂

き
ま
し
た
。
式
典
は
滞
り
な
く
斎
行
さ

れ
、
宮
司
舞
「
朝
日
舞
」
が
奉
納
さ
れ

ま
し
た
。 

    

大
晦
日
の
夕
方
に
は
境
内
で
大
祓
い

が
行
わ
れ
ま
す
。
大
祓
い
は
年
二
回
、

夏
と
冬
の
年
二
回
行
わ
れ
る
神
事
で
、

夏
の
大
祓
い
は
「
夏
越
し
の
大
祓
い
」

と
呼
ば
れ
、
当
社
は
七
月
一
日
に
行
な

い
ま
す
。
冬
の
大
祓
い
は
「
年
越
し
の

大
祓
い
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
大
晦
日

の
夕
方
に
行
わ
れ
る
神
事
で
す
。
夏
の

大
祓
い
に
は
「
茅
の
輪
く
ぐ
り
神
事
」

が
併
せ
て
行
わ
れ
ま
す
が
、
大
晦
日
の

神
事
は
神
職
の
み
で
奉
仕
さ
れ
ま
す
。 

 

大
祓
い
は
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち

に
犯
し
た
罪
穢
れ
を
祓
い
、
災
い
を
防

ぎ
病
を
患
う
こ
と
な
く
無
事
に
過
ご
せ 

る
よ
う
祈
る
神
事
で
す
。
神
事
が
行
わ

れ
る
前
ま
で
に
、
左
の
写
真
の
よ
う
に

「
お
ひ
と
形
」
（
人
の
形
に
作
っ
た

紙
）
に
お
名
前
な
ど
を
記
入
し
て
神
社

に
納
め
て
く
だ
さ
い
。 

ま
ず
お
名
前
を
記
入
し
、
そ
の
下
に

年
齢
（
数
え
年
）
を
書
い
て
下
さ
い
。 

人
形
は
、
男
性
用
・
女
性
用
と
二
枚

入
っ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
並
べ

て
名
前
を
お
書
き
頂
き
ま
し
た
ら
袋
に

戻
し
、
初
穂
料
を
一
緒
に
納
め
て
、
社

務
所
受
付
へ
お
持
ち
く
だ
さ
い
。 

大
祓
い
神
事
の
折
、
お
預
か
り
し
た

「
お
ひ
と
形
」
を
お
祓
い
し
て
、
忌
火

で
お
炊
き
上
げ
い
た
し
ま
す
。 

 

 

 
 

 

 

新 

嘗 

祭 

斎 

行 
 

大
晦
日
の
「
大
祓
い
」 

 

人
形
の
書
き
方
の
詳
細
は
こ

ち
ら
で
参
照
願
い
ま
す 

 

 

七
五
三
盛
況 
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氷
川
神
社
行
事
予
定 

 
 

 
（春
～
夏
） 

祈
年
祭 

三
月
初
旬 

 

【
行
事
】
一
年
の
豊
作
を
祈
願
す
る
神

事
。
秋
の
新
嘗
祭
に
対
応
す
る
祭
典
。 

神
田
の
種
籾
を
お
供
え
し
、
諸
作
物
の

豊
作
と
と
も
に
虫
害
や
天
候
に
よ
る
災

害
が
な
い
こ
と
を
祈
り
ま
す
。 

井
の
い
ち 

五
月
十
九
日
（
日
）
（
予
定
） 

【
場
所
】
氷
川
神
社
境
内 

【
行
事
】
第
十
三
回
と
な
る
神
社
境
内

一
円
で
行
な
う
複
合
イ
ベ
ン
ト
。
ク
ラ

フ
ト
作
家
の
作
品
販
売
。
神
楽
殿
で
は

ラ
イ
ブ
演
奏
。
飲
食
店
の
出
店
他
、
各

種
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
あ
り
。
雨
天
決
行
。 

夏
越
の
大
祓 

七
月
一
日
（
月
）
十
六
時
斎
行 

【
場
所
】
氷
川
神
社
境
内 

【
行
事
】
夏
越
し
の
大
祓
式
は
、
夏
を

無
病
息
災
で
過
ご
せ
る
よ
う
に
行
な
う

祓
い
。
形
代
に
お
名
前
を
記
し
て
祓
い

料
を
添
え
、
当
日
ま
で
に
神
社
に
納
め

れ
ば
誰
で
も
参
加
で
き
ま
す
。 

 

詳
細
は
後
日
神
社
社
頭
ま
た
は
社

報
・
Ｈ
Ｐ
等
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

ち
ゃ
が
馬
七
夕 

【
日
程
】
八
月
四
日
（
日
）
夕
刻
～ 

【
場
所
】
氷
川
神
社
境
内 

月
遅
れ
の
七
夕
を
祝
う
催
し
。
夕
刻

か
ら
夜
に
か
け
て
行
わ
れ
ま
す
。
飲
食

店
を
中
心
に
出
店
が
あ
り
ま
す
。
神
楽

殿
で
ラ
イ
ブ
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
あ
り
。 

七
夕
祭
は
夕
刻
よ
り
斎
行
し
ま
す
。 

 

ま
た
、
お
願
い
事
を
記
入
し
て
頂
く

祈
願
用
短
冊
の
頒
布
も
あ
り
ま
す
。 

お
申
し
込
み
の
方
に
は
も
れ
な
く
特
製 

手
ぬ
ぐ
い
を
差
し
上
げ
て
い
ま
す
。 

              

一
心
泣
き
相
撲 

【
日
程
】 

八
月
十
八
日
（
日
）
午
前
中 

【
場
所
】
氷
川
神
社
境
内 

 

泣
き
相
撲
と
は
、
赤
ち
ゃ
ん
の
健
康

と
成
長
を
祈
願
す
る
日
本
の
伝
統
行
事

で
す
。
赤
子
の
泣
き
声
が
邪
を
祓
っ
た

故
事
を
由
来
と
し
、
化
粧
廻
し
と
紅
白

綱
を
締
め
た
赤
ち
ゃ
ん
は
力
士
に
抱
え

ら
れ
て
土
俵
へ
あ
が
り
ま
す
。
赤
ち
ゃ

ん
の
泣
き
声
や
し
ぐ
さ
に
合
わ
せ
て
行

司
が
勝
負
を
預
か
り
、
「 

緑
児
泣
き

た
る
は
万
歳
楽 

」
と
、
す
こ
や
か
な

成
長
を
祈
願
し
ま
す
。 

      

（８）                     氷川神社社報                令和6年1月1日号 

令和６年度 厄年早見表 

 前厄 本厄 後厄 

 

男

性

の

厄

年 

２４歳・巳 

平成１３年

生 

２５歳・辰 

平成１２年生 

２６歳・卯 

平成１１年生 

４１歳・子 

昭和５９年

生 

４２歳・亥 

昭和５８年生 

４３歳・戌 

昭和５７年生 

６０歳・巳 

昭和４０年

生 

６１歳・辰 

昭和３９年生 

６２歳・卯 

昭和３８年生 

 

女

性

の

厄

年 

１８歳・亥 

平成１９年

生 

１９歳・戌 

平成１８年生 

２０歳・酉 

平成１７年生 

３２歳・酉 

平成５年生 

３３歳・申 

平成４年生 

３４歳・未 

平成３年生 

３６歳・巳 

昭和６４年

生 

平成元年 

３７歳・辰 

昭和６３年生 

３８歳・卯 

昭和６２年生 

 

 

蘇
民
将
来
あ
り
ま
す 

 

当
社
で
は
暮
れ
か
ら
お
正
月
に
か

け
て
蘇
民
将
来
を
お
頒
ち
し
て
い
ま

す
。
数
量
限
定
の
た
め
無
く
な
り
次

第
終
了
で
す
。
取
り
置
き
は
し
て
お

り
ま
せ
ん
の
で
、
ご
希
望
の
方
は
お

早
目
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
大
き
さ

は
二
種
類
あ
り
、
小
が
二
千
円
・
大

が
二
千
五
百
円
で
す
。 

 

 

こ
の
蘇
民
将
来
は
、
当
社
の
御
祭

神
で
あ
る
須
佐
之
男
命
の
御
神
徳
を

た
た
え
て
調
製
し
た
注
連
縄
で
す
。 

 

須
佐
之
男
命
が
詔
り
給
く
「
後
世

疫
病
あ
ら
ば
、
蘇
民
将
来
の
子
孫
と

と
な
え
よ
。
し
か
ら
ば
そ
の
家
の
人

は
難
を
免
れ
な
む
」
。
こ
の
注
連
縄

は
こ
の
ご
神
託
に
基
き
、
こ
れ
を
家

の
門
口
か
神
棚
に
か
け
て
お
け
ば
疫

病
災
難
か
ら
護
ら
れ
る
と
い
う
尊
い

注
連
縄
で
す
。 


