
  

私
た
ち
は
食
事
を
摂
る
こ
と
を 

「
ご
飯
を
食
べ
る
」
と
表
現
し
ま

す
。
「
ご
飯
」
は
正
確
に
は
米
を

炊
い
て
飯
茶
碗
に
よ
そ
っ
た
物
を

指
す
の
に
、
食
事
そ
れ
自
体
を
表

す
言
葉
に
な
っ
て
い
る
の
は
偏
に

米
が
主
食
で
あ
る
か
ら
に
他
な
り

ま
せ
ん
。
神
話
の
中
に
斎
庭
の
穂

の
神
勅
と
云
わ
れ
る
天
照
皇
大
御

神
の
お
告
げ
が
あ
り
ま
す
。 

天
照
大
御
神
詔
り
給
は
く 

吾
が
高
天
原
に
き
こ
し
め
す 

斎
庭
の
穂
を
も 

吾
が
御
子
に
し
ろ
し
め
さ
む 

べ
し
と
詔
り
給
ひ
き 

天
下
る
瓊
瓊
杵
尊
（
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ

コ
ト
）
に
人
々
の
食
糧
と
す
る
べ

く
託
さ
れ
た
と
い
う
神
勅
で
す
。 

 

こ
れ
を
日
本
の
米
文
化
の
創
始
と 

し
て
、
神
祀
り
に
於
い
て
も
米
を

最
重
要
神
饌
と
し
て
大
切
に
し
て

い
る
の
で
す
。 

 

私
た
ち
は
左
手
に
白
い
ご
飯
を

よ
そ
っ
た
茶
碗
を
持
ち
、
お
か
ず

と
ご
飯
を
交
互
に
食
べ
る
食
べ
方

を
当
た
り
前
の
よ
う
に
し
て
い
ま 

す
。
し
か
し
こ
の
「
主
食
」
と 

「
副
食
（
お
か
ず
）
」
を
分
け
る

と
い
う
食
事
の
仕
方
は
日
本
独
自

の
文
化
な
の
だ
そ
う
で
す
。
白
米

を
炊
い
た
白
い
ご
飯
を
食
事
の
中

心
と
し
て
、
お
か
ず
・
小
鉢
・
汁

物
な
ど
で
味
を
彩
る
食
事
の
摂
り

方
は
私
た
ち
に
は
馴
染
深
く
、
ま

た
合
理
的
に
も
思
え
ま
す
。
更
に

も
う
一
つ
、
家
族
各
自
が
自
分 

 

専
用
の
箸
や
茶
わ
ん
を
持
つ
と
い 

う
習
慣
も
ま
た
、
日
本
特
有
の
文

化
で
あ
る
よ
う
で
す
。 

 

神
社
の
祭
祀
で
は
米
由
来
の
清

酒
も
お
神
酒
と
し
て
重
要
な
役
割

を
持
ち
ま
す
。
こ
れ
も
お
米
由
来

の
食
品
で
あ
り
、
酒
の
醸
し
方
は

占
い
の
一
種
と
し
て
用
い
ら
れ
る

こ
と
さ
え
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代

に
は
米
の
石
高
は
経
済
の
中
心
を

成
し
て
い
ま
し
た
。 

 

そ
う
し
た
食
の
み
な
ら
ず
文
化

の
中
心
に
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
筈
の
、
米
の
価
格
高
騰

が
世
間
を
騒
が
せ
て
い
ま
す
。
か

つ
て
の
大
飢
饉
の
よ
う
に
命
に
関

わ
る
非
常
事
態
に
陥
っ
て
い
る
訳

で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
政
府
の 

 

備
蓄
米
を
め
ぐ
る
騒
動
は
、
米
文

化
そ
の
も
の
が
政
争
の
具
に
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
思
え
て
、
神
職
と

し
て
洵
に
残
念
で
な
り
ま
せ
ん
。

一
日
も
早
く
状
況
が
改
善
さ
れ
て

正
常
化
す
る
こ
と
を
願
う
ば
か
り

で
す
。 

  

五
月
中
旬
に
田
植
え
を
終
え
た

境
内
神
饌
田
の
対
馬
赤
米
は
、
今

の
と
こ
ろ
順
調
に
成
長
し
て
お
り

ま
す
。
猛
暑
を
乗
り
切
っ
て
、
た

わ
わ
な
秋
の
実
り
を
迎
え
て
く
れ

る
よ
う
祈
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。 

 

盛
夏
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
皆

様
の
ご
健
勝
と
ご
多
幸
を
神
前
に

お
祈
り
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。 
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暦
を
見
る
と
、
日
付
と
曜
日
以
外
に

た
く
さ
ん
の
漢
字
が
並
ん
で
い
ま
す
。

こ
れ
ら
を
総
称
し
て
『
お
日
柄
』
と
呼

び
、
昔
か
ら
何
か
を
行
う
時
に
は
幸
先

が
良
い
よ
う
、
日
柄
の
良
い
吉
日
又
は

吉
祥
日
を
選
ぶ
よ
う
に
し
て
き
ま
し
た
。

反
対
に
、
日
柄
が
悪
い
と
さ
れ
る
悪
日

や
厄
日
は
気
を
付
け
て
過
ご
す
こ
と
を

心
掛
け
て
き
ま
し
た
。
厄
日
は
元
々
農

家
が
災
難
を
被
り
や
す
い
と
さ
れ
る
日

で
し
た
が
、
後
に
広
く
用
い
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。
現
在
で
も

様
々
な
お
日
柄
に
合
わ
せ
て
仕
事
が
お

休
み
で
あ
っ
た
り
、
大
き
な
行
事
や
冠

婚
葬
祭
な
ど
も
こ
れ
に
左
右
さ
れ
る
こ

と
が
多
く
あ
り
ま
す
。 

暦
で
は
全
て
の
日
に
何
か
し
ら
の
意

味
を
持
た
せ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
れ

を
暦
注
（
れ
き
ち
ゅ
う
）
と
言
い
、
昔

か
ら
特
殊
な
性
格
の
日
柄
を
判
断
す
る

た
め
に
そ
の
吉
凶
は
様
々
な
角
度
か
ら

調
べ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
最
も
知
ら
れ

て
い
る
も
の
は
六
曜
で
、
大
安
・
仏

滅
・
友
引
な
ど
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。
六
曜
に
関
し
て
は
、
以
前

本
社
報
で
も
詳
し
く
お
伝
え
し
て
お
り

ま
す
の
で
（
第
十
三
号
）
こ
こ
で
は
割

愛
致
し
ま
す
が
、
元
々
は
曜
日
を
示
す

も
の
で
先
勝
・
友
引
・
先
負
・
仏
滅
・

大
安
・
赤
口
と
繰
り
返
し
て
ゆ
き
ま
す
。

但
し
、
暦
の
旧
正
月
朔
日
と
示
さ
れ
て

い
る
日
が
先
勝
と
決
ま
っ
て
お
り
、
以

後
毎
月
旧
暦
の
朔
日
が
六
曜
の
順
番
通

り
の
日
柄
と
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
従

い
ま
し
て
二
月
の
旧
暦
朔
日
が
友
引
、

三
月
は
先
負
と
固
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、

ほ
ぼ
毎
月
ど
こ
か
で
六
曜
の
並
び
が
崩

れ
る
日
が
あ
り
ま
す
。 

 

十
二
直 

 

日
柄
を
示
す
も
の
は
他
に
も
あ
り
ま

す
。
十
二
直
も
そ
の
一
つ
で
、
こ
れ
は

日
々
の
吉
凶
を
占
う
も
の
で
あ
り
、
中

国
よ
り
伝
来
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
建
・
除
・
満
・
平
・
定
・
執
・

破
・
危
・
成
・
納
・
開
・
閉
の
十
二
種

類
で
示
さ
れ
て
い
て
、
正
倉
院
に
収
蔵

さ
れ
て
い
る
紙
に
書
か
れ
た
最
古
の
暦

で
あ
る
『
具
注
暦 

天
平
十
八
年 

（
７
４
６
）
』
に
も
そ
の
記
載
が
あ
り

ま
す
。
暦
注
（
れ
き
ち
ゅ
う
）
と
呼
ば

れ
る
も
の
で
す
が
、
注
が
具
（
つ
ぶ
さ

＝
詳
細
）
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

こ
の
名
が
付
き
ま
し
た
。 

 

十
二
直
は
方
位
と
北
斗
七
星
を
組
み

合
わ
せ
て
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。 

方
位
は
十
二
分
割
し
て
真
北
に
子
を

配
し
、
東
回
り
に
配
当
し
て
ゆ
き
真
南

が
午
と
な
り
ま
す
。
北
斗
七
星
は
一
年

を
通
し
て
ほ
ぼ
同
じ
位
置
に
い
る
北
極

星
の
近
く
を
回
転
し
て
い
ま
す
の
で
、

特
別
な
存
在
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

特
に
柄
杓
の
部
分
と
な
る
大
熊
座
の
尾

の
三
星
を
“
斗
柄
（
と
へ
い
）
”
と
呼

ん
で
重
要
視
し
て
お
り
、
一
日
一
回
転

す
る
斗
柄
の
軌
跡
を
十
二
等
分
し
て
時

刻
・
日
・
季
節
を
判
別
し
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
に
節
気
と
干
支
が
組
合
わ
さ
り
、

後
に
十
二
直
と
な
り
ま
し
た
。 

干
支
は
方
位
だ
け
で
な
く
月
日
に
も

割
り
振
ら
れ
て
い
ま
す
。
月
の
干
支
は

十
一
月
を
子
と
し
て
十
二
月
を
丑
、
一

月
を
寅
と
順
に
割
り
当
て
ら
れ
て
お
り
、

日
の
干
支
（
十
干
＋
十
二
支
）
は
毎
日

順
番
に
進
ん
で
ゆ
き
ま
す
。 

十
二
直
の
配
当
方
法
は
、
ま
ず
十
二

あ
る
毎
月
の
節
気
を
月
の
初
め
と
し
て

考
え
ま
す
（
＝
節
切
り
）
。
斗
柄
が
真

北
に
向
か
う
冬
至
の
頃
で
あ
る
十
一
月

節
（
大
雪
）
を
起
点
と
し
て
、
最
初
の

子
の
日
を
建
と
決
め
、
以
降
月
が
示
す

干
支
と
同
じ
干
支
に
な
る
節
後
最
初
の

日
が
建
と
決
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

       

 

し
か
し
、
直
と
干
支
は
ど
ち
ら
も
十

二
種
類
の
た
め
、
同
じ
組
み
合
わ
せ
が

繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

暦 

注 

と 

選 

日 
（２）                     氷川神社社報                 令和7年7月1日 

具注暦：黒枠の部分に日付・干支に続いて十二直 

7 月立秋：申 1 月立春：寅 

8 月白露：酉 2 月啓蟄：卯 

9 月寒露：戌 3 月清明：辰 

10 月立冬：亥 4 月立夏：巳 

11 月大雪：子 5 月芒種：午 

12 月小寒：丑 6 月小暑：未 

十二節気（二十四節気から 

十二中気を除いたもの） 



諸
説
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
繰
り
返
し
で

は
易
と
し
て
単
調
す
ぎ
る
と
い
う
理
由

か
ら
、
節
気
と
組
み
合
わ
せ
て
周
期
を

ず
ら
す
法
則
を
追
加
し
た
と
さ
れ
て
い

ま
す
。 

二
十
四
節
気
の
う
ち
中
気
を
除
く
十

二
節
気
は
月
に
一
回
あ
り
ま
す
か
ら
、

節
気
に
あ
た
る
日
は
前
日
の
十
二
直
を

繰
り
返
す
こ
と
に
し
て
、
年
に
十
二
回

ず
れ
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
で
一
年
後
に

元
の
干
支
に
戻
る
よ
う
に
し
た
の
で
す
。

二
十
四
節
気
は
立
春
・
立
夏
・
立
秋
・

立
冬
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
小

学
校
の
教
科
書
に
よ
っ
て
は
六
年
生
の

国
語
に
登
場
し
ま
す
の
で
、
最
近
で
は

身
近
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。 

十
二
直
の
吉
凶 

 

様
々
な
法
則
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
十

二
直
で
す
が
、
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な

日
柄
が
あ
る
の
か
一
部
ご
紹
介
し
ま
す
。 

「
建
＝
た
つ
・
万
物
を
建
て
生
ず
る
日
、

外
出
大
吉
、
土
を
動
か
す
船
に
乗
る
倉

を
空
け
る
の
は
凶
」
「
満
＝
み
つ
・
万

物
満
ち
溢
れ
満
つ
る 

家
造
り 

出
行 

婚
礼
に
吉
、
土
を
動
か
す 

服
薬
は

凶
」
「
危
＝
あ
や
ぶ
・
家
造
り 

種
蒔

婚
礼 

酒
造 

神
祀
り
始
め
は
吉
、
高
い

と
こ
ろ
に
登
る 

船
に
乗
る
は
凶
」

「
納
＝
お
さ
ん
・
万
物
を
取
り
納
め
る

の
に
最
も
適
し
た
日
、
入
学 

婚
礼 

 

          

家
造
は
吉
、
葬
送 

鍼
灸
に
は
凶
」 

他
に
も
ま
だ
あ
り
ま
す
の
で
、
興
味
が

あ
る
方
は
暦
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

選
日
・
雑
注 

 

六
曜
や
十
二
直
に
含
ま
れ
な
い
も
の

を
総
称
し
て
選
日
（
撰
日
）
ま
た
は
雑

注
と
呼
び
ま
す
。
多
く
は
十
二
直
同
様

干
支
と
の
組
み
合
わ
せ
で
吉
凶
を
占
う

も
の
で
す
。
一
般
的
に
使
わ
れ
る
の
は

九
種
類
で
『
八
専
・
十
方
暮
・
不
成
就

日
・
天
一
天
上
・
三
隣
亡
・
三
伏
・
一

粒
万
倍
・
大
土
・
小
土
』
を
指
し
ま
す
。 

 

八
専
は
、
六
十
種
類
あ
る
干
支
と
十

干
の
組
み
合
わ
せ
に
対
し
て
、
陰
陽
五

行
説
の
気
（
木
火
土
金
）
を
そ
れ
ぞ
れ

当
て
は
め
た
時
に
、
同
気
と
な
る
組
み

合
わ
せ
十
二
組
の
う
ち
八
つ
が
四
九
番 

壬
子
か
ら
六
十
番 

癸
亥
に
集
中
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
陰
陽
師
は
こ
れ
を
不

思
議
な
現
象
と
考
え
、
こ
の
期
間
は
特

別
な
日
柄
と
し
て
扱
う
よ
う
に
な
っ
た

も
の
で
す
。
暦
に
は
「
八
専
は
じ
め
」

「
八
専
お
わ
り
」
と
記
載
が
あ
り
ま
す
。

同
気
が
重
な
る
こ
と
か
ら
、
吉
は
益
々

吉
に
、
凶
は
益
々
凶
に
傾
く
期
間
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
や
が
て
物
事

が
順
調
に
進
ま
な
い
凶
日
の
期
間
と
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
特
に
軍
事
上
の
忌

日
と
さ
れ
出
陣
・
出
兵
を
避
け
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
や
が
て
民
間
に
も
浸

透
す
る
と
、
家
造 

婚
姻 

仏
事
な
ど

を
忌
む
期
間
と
な
り
ま
し
た
。 

 

三
隣
亡
は
保
風
呂
日
（
伊
勢
暦
）
に

代
表
さ
れ
る
七
悪
日
の
一
つ
で
、
屋
造

り
に
凶
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
現
在
で

も
三
隣
亡
は
職
人
の
間
で
は
忌
日
と
さ

れ
て
い
て
、
建
築
・
棟
上
げ
の
大
凶
日

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、

江
戸
時
代
の
古
い
書
物
に
は
「
三
輪

宝
」
と
書
か
れ
て
い
る
た
め
、
何
か
の

理
由
で
意
味
合
い
が
変
わ
っ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
一
説
に
は
、
「
屋
立

て
よ
し
」
が
「
屋
立
て
あ
し
」
に
変

わ
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
“
よ
”
と

“
あ
”
を
移
し
間
違
え
た
人
が
い
て
、

そ
れ
以
降
逆
の
意
味
に
な
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

一
粒
万
倍
・
不
成
就
日
は
対
抗
す
る

日
柄
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、 

ま
た
万
倍
日
は
日
取
り
の
決
め
方
が
厳

密
に
は
二
通
り
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
た

め
、
暦
に
よ
っ
て
異
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
万
倍
日
は
、
一
粒
の
も
み
が
何

倍
も
の
稲
穂
に
な
る
こ
と
か
ら
縁
起
が

良
い
日
と
い
う
意
味
で
、
月
を
節
切
り

し
て
干
支
と
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
日

取
り
を
決
め
て
ゆ
き
ま
す
。
組
み
合
わ

せ
は
決
ま
っ
て
い
て
、
一
月
は
丑
と
午

の
日
、
二
月
は
酉
と
寅
、
三
月
は
子
と

卯
、
四
月
は
卯
と
辰
と
言
っ
た
具
合
な

の
で
数
多
く
存
在
し
ま
す
。 

こ
れ
に
対
し
、
不
成
就
日
は
万
事
に

成
就
し
な
い
日
と
さ
れ
て
い
て
、
結
婚 

開
店 

子
供
の
命
名 

事
始
め 

願
い

事
な
ど
全
て
が
凶
日
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

日
取
は
月
切
り
で
、
日
に
ち
は
固
定
で

決
ま
っ
て
い
ま
す
。 

本
日
の
お
日
柄
は
？ 

 

祝
宴
の
挨
拶
で
は
「
本
日
は
お
日
柄

も
良
く
」
と
始
め
る
方
も
多
い
と
思
い

ま
す
が
、
日
本
で
は
一
言
で
お
日
柄
と

言
っ
て
も
実
は
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
存

在
し
ま
す
。
大
き
な
行
事
や
勝
負
、
願

掛
け
な
ど
の
際
に
は
日
柄
を
選
ん
で
み

る
と
一
味
違
う
結
果
が
期
待
で
き
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。 

ち
な
み
に
、
日
柄
の
吉
日
や
凶
日
同

士
が
重
な
っ
た
場
合
に
は
吉
凶
共
に
効

果
倍
増
で
、
吉
日
と
凶
日
が
重
な
る
と

ど
ち
ら
も
効
果
半
減
だ
そ
う
で
す
。 

 

東
京
都
立
図
書
館
蔵 

歌
川
豊
国
暦
中
段
「
建
」 

（３）                     氷川神社社報                 令和7年7月1日 



氷
川
神
社
行
事
予
定 

（
夏
～
秋
） 

夏
越
し
の
大
祓 

【
日
程
】
七
月
一
日
（
火
）
十
六
時 

【
場
所
】
氷
川
神
社
境
内 

夏
越
し
の
大
祓
式
は
、
夏
を
無
病
息

災
で
過
ご
せ
る
よ
う
に
行
う
祓
い
で
す
。

形
代
に
お
名
前
を
記
し
て
祓
い
料
を
添

え
、
神
社
に
納
め
て
頂
け
れ
ば
、
御
札

を
お
頒
ち
し
て
お
り
ま
す
。
形
代
は
六

月
上
旬
よ
り
社
頭
で
お
配
り
し
て
お
り

ま
す
の
で
、
受
付
ま
で
お
持
ち
く
だ
さ

い
。
形
代
の
受
付
の
期
間
は
、
原
則
と

し
て
大
祓
当
日
の
十
六
時
ま
で
で
す
。 

大
祓
式
の
後
「
茅
の
輪
く
ぐ
り
神

事
」
を
行
い
ま
す
。 

ち
ゃ
が
馬
七
夕 

【
日
程
】
八
月
三
日
（
日
）
十
七
時
～ 

【
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
、
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
（
初
穂
料
千
円
）
。 

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
。 

 

飲
食
を
含
め
、
神
楽
殿
で
の
ラ
イ
ブ
、

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
等
に
つ
い
て
は
詳
細

が
決
ま
り
次
第
お
知
ら
せ
致
し
ま
す
。 

一
心
泣
き
相
撲 

【
日
程
】 

八
月
十
七
日
（
日
） 

【
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
、
健
や
か
な
成

長
を
祈
願
し
ま
す
。 

 

 

 

※
当
日
午
前
中
は
社
殿
で
の
一
般
祈
祷

は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
下
さ
い 

※
原
則
と
し
て
、
事
前
予
約
が
必
要
で
、

当
日
申
し
込
み
は
不
可
と
な
っ
て
お
り

ま
す 

例
祭 

【
日
程
】 

十
月
十
八
日
（
土
）
宵
宮 

十
八
時
～ 

十
月
十
九
日
（
日
）
大
祭 

十
四
時
～ 

【
場
所
】
氷
川
神
社 

例
祭
。
お
囃
子
、
里
神
楽
、
露
店
他
。

年
に
一
回
の
大
祭
。
神
楽
殿
で
石
山
社

中
に
よ
る
江
戸
神
楽
が
奉
納
さ
れ
、

数
々
の
催
し
も
の
が
行
わ
れ
ま
す
。
本

年
度
の
行
事
内
容
は
ま
だ
未
定
う
な
の

で
、
決
ま
り
次
第
Ｈ
Ｐ
等
で
お
知
ら
せ

し
ま
す
。 

イ
ベ
ン
ト
ス
タ
ッ
フ
募
集 

氷
川
神
社
で
は
「
井
の
い
ち
」

「
ち
ゃ
が
馬
七
夕
」
を
始
め
、
諸
行
事

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
ス
タ
ッ
フ
を
募
集

し
て
お
り
ま
す
。
神
社
に
ご
興
味
が
お

あ
り
の
方
、
イ
ベ
ン
ト
運
営
の
経
験
が

お
あ
り
の
方
、
伝
統
行
事
芸
能
や
農
業

に
関
心
を
お
持
ち
の
方
、
神
社
社
務
所

ま
で
ご
連
絡
願
い
ま
す
。 

氷
川
神
社
社
務
所 

  

（４）                     氷川神社社報                 令和7年7月1日 

大
祓
い
参
加
の
ス
ス
メ 

大
祓
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
。 ど

な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
の

で
、
神
社
で
お
配
り
し
て
い
る
大

祓
の
袋
を
お
持
ち
頂
き
、
中
に

入
っ
て
い
る
人
形
に
お
名
前
な
ど

を
記
入
し
て
か
ら
袋
に
戻
し
、
初

穂
料
を
添
え
て
神
社
に
納
め
て
く

だ
さ
い
。 

記
入
方
法
は
、
ま
ず
袋
の
中
か

ら
人
形
の
紙
二
枚
を
取
り
出
し

て
、
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
な

の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
並
べ
て
名
前
を

お
書
き
く
だ
さ
い
。
書
き
終
わ
り

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
。
そ
の
時
に
引

き
換
え
で
大
祓
神
璽
の
御
札
を
お

分
か
ち
し
て
お
り
ま
す
。 

 

お申し込みはこちら 


