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宮
司

挨
拶

露
も

霜
と

な
っ

て
降

り
行

く
二

十
四

節
気

の
霜

降
の

季
節

と
な

り
、

昼
夜

の
寒

暖
の

差
も

厳
し

く

な
っ

て
ま

い
り

ま
し

た
が

、
氏

子
各

位
の

皆
様

方

に
於

か
れ

ま
し

て
は

年
末

に
向

け
あ

わ
た

だ
し

く

ご
活

躍
さ

れ
て

お
ら

れ
る

事
と

存
じ

上
げ

ま
す

。

さ
て

、
こ

の
度

の
社

報
で

は
私

た
ち

の
暮

ら
し

の
中

の
神

々
に

つ
い

て
少

し
お

話
を

さ
せ

て
戴

き

ま
す

。

私
た

ち
に

と
っ

て
「
神

さ
ま

と
は

ど
う

い
う

存

在
な

の
だ

ろ
う

？
」

と
皆

さ
ん

は
考

え
ら

れ
た

こ

と
は

な
い

で
し

ょ
う

か
。

近
く

の
神
社

に
お

参
り

す
る

と
、

由
緒

書
が

あ

っ
て

そ
の
神
社

の
歴

史
な

ど
が

記
さ

れ
て

い
る

の

を
目

に
し

た
事

は
無

い
で

し
ょ

う
か

。
そ

れ
を

読
む

と
神
社

に
よ

っ
て
祭
神

（
神
社

に
お
祀

り
し

て

い
る
神

さ
ま

）
が

違
う

事
に

気
付

く
は

ず
で

す
。

例
え

ば
、
神

話
に

登
場

す
る
神

さ
ま

で
あ

っ
た

り
、

歴
史

上
の

人
物

で
あ

っ
た

り
、

郷
土

の
偉

人
で

あ

っ
た

り
、

ま
た

、
山

や
岩

、
木

な
ど

自
然

物
に
神

々
の

お
働

き
を

感
じ

取
り

、
そ

れ
を

崇
め

て
い

る

場
合

も
あ

り
ま

す
。

ビ
ル

の
屋

上
や

都
会

の
ビ

ル
の

谷
間

の
小

さ
な
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（

ほ
こ

ら
）
。

そ
し

て
何

よ
り

も
家

庭
で

は
神

棚
を

お
ま

つ
り

し
て

、
家

庭
の

中
に
神

々
の

存
在

を
身

近
に

感
じ

て
生

活
を

し
て

い
ま

す
。
神

ま
つ

り
と

は
、
祖

先
の

恩
に

感
謝

し
、
そ

し
て

日
々

「
生

か
さ

れ
て

い
る

」
こ

と
へ

の
感

謝
を

捧
げ

る
祈

り

で
あ

り
、

日
常

生
活

の
中

に
人

が
生

活
す

る
上

で

の
道

徳
や
礼

儀
礼

節
、

畏
敬

と
感

謝
の

心
を

も
育

む
祖

先
の

知
恵

で
も

あ
り

ま
す

。

日
本

人
の

暮
ら

し
の

中
に

生
き

続
け

て
い

る
神

棚
ま

つ
り

と
い

う
伝

統
文

化
を

、
日

本
人

の
総

氏

神
と
称

さ
れ

る
神

宮
大

麻
と

地
域

の
守

護
神

で
あ

る
氏
神

さ
ま

の
奉

斎
を

通
じ

て
、

守
り

伝
え

て
い

き
た

い
も

の
で

す
。

夏
祭

り

七
月

十
日

、
夏

の
お
祭

り
を

執
り

行
い

ま
し

た
。

ご
存

知
と

は
思

い
ま

す
が

、
こ

の
お
祭

り
は

名

越
の
祭

り
、

人
形

の
祓

え
と

も
言

い
、

人
形

の
紙

を
用

い
て

正
月

か
ら

半
年

分
の

ケ
ガ

レ
を
祓

う
お

祭
り

で
す

。

例
年

は
薄

い
和

紙
を

人
形

に
切

っ
て

お
配

り
し

て
お

り
ま

し
た

が
、

本
年

は
普

通
紙

に
人

の
形

を

印
刷

し
、

そ
こ

に
住

所
・

氏
名

・
生

年
月

日
と

願

い
事

を
書

い
て

頂
く

よ
う

に
致

し
ま

し
た

。
ま

た
、

今
ま

で
は

書
き

込
み

方
も

人
そ

れ
ぞ

れ
違

い
、

名

前
の

無
い

物
、

一
つ

に
複

数
人

が
書

き
込

ま
れ

た

物
な

ど
も

あ
り

ま
し

た
の

で
、

ど
う

書
け

ば
よ

い

の
か

解
り

や
す

い
よ

う
に

、
見

本
の

紙
を

入
れ

て

み
ま

し
た

。

も
う

一
つ

、
今

年
か

ら
始

め
た

事
で

す
が

、
名

越
祭

の
祭

典
が

終
了

し
た

後
、

人
形

を
持

っ
て

お

参
り

下
さ

っ
た

方
々

に
、

拝
殿

へ
上

が
っ

て
い

た

だ
き

ま
し

て
、

数
人

ず
つ

お
祓

い
を

執
り

行
い

ま

し
た

。
初

め
て

の
試

み
で

、
ま

た
事

前
に

案
内

も

な
か

っ
た

も
の

で
、

気
付

か
ず

に
帰

ら
れ

た
方

も

い
ら

っ
し

ゃ
い

ま
し

た
が

、
お
祓

い
を

受
け

ら
れ

た
方

に
は

好
評

を
頂

き
ま

し
た

様
で

、
来

年
以

降

も
続

け
た

い
と

思
っ

て
お

り
ま

す
。

境
内

整
備

事
業

夏
か

ら
秋

に
掛

け
て

、
い

く
つ

か
の

境
内

整
備

事
業

を
行

い
ま

し
た

の
で

報
告

い
た

し
ま

す
。

昨
年

の
台

風
以

来
荒

れ
た

ま
ま

に
な

っ
て

い
た

北
の

参
道

を
整

え
、

脇
の

車
参

道
を

拡
張

し
、

側
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を

設
け

ま
し

た
。

同
じ

く
台

風
に

よ

り
一

枚
欠

落
し

て
い

ま
し

た
本

殿
の

冠
瓦

を
新

し
く

作
り

、
修

繕
い

た
し

ま
し

た
。

次
い

で
、

一
部

が
外

れ
て

い
た

本
殿

上
の

避
雷

針
を

整
え

直
し

ま
し

た
。

本
殿

北
西

の
瑞

垣

の
修

復
、

一
部

銅
板

を
吹

き
直

し
、

破
損

し
て

い
た

垂
木

等
を

差
し

替
え

ま
し

た
。

南
神
社

、
御

崎
神

社
の

土
台

を
新

し
く

積
み

直
し

て
少

し
西

に
移

動
さ

せ
、

本
殿

裏
側

の
通

路
を

全
体

的
に

広
げ

ま
し

た
。

倒
木

に
よ

り
破

損

し
て

い
た
稲

荷
社

を

修
復

し
、

銅
板

を
吹

き
直

し
ま

し
た

。

↑御崎神社の土台を組む総代有志↑修復された末社と広くなった本殿裏

秋
祭

り

昨
年

は
神

輿
の

巡
幸

が
無

く
祭

典
の

み
の
秋
祭

り
で

し
た

が
、

今
年

は
十

月
九

日
に

例
年

通
り

執

り
行

わ
れ

ま
し

た
。

前
日

ま
で

と
は

打
っ

て
変

わ

っ
て

快
晴

に
恵

ま
れ

、
暖

か
い

日
差

し
の

下
、

賑

や
か

に
総
社

地
域

を
巡

り
ま

し
た

。

ま
た

、
木

が
無

く
な

り
境

内
か

ら
帰

っ
て

く
る

神
輿

が
よ

く
見

え
る

様
に

な
り

ま
し

た
。

石
段

を

登
り

切
っ

た
所

が
こ

の
社

報
の

表
紙

の
写

真
で

す
、

白
黒

で
解

り
難

い
で

す
が
神

輿
の

後
ろ

に
は

少
し

雲
の

か
か

っ
た

那
岐

山
が

見
え

て
い

ま
し

た
。

七
五

三
詣

り
の

ご
案

内

七
五

三
詣

り
は

男
子

の
五

歳
・

三
歳

、
女

子
の

七

歳
・

三
歳

の
十

一
月

十
五

日
に
神
社

に
お

詣
り

す
る

人
生

儀
礼

で
す

。

七
五

三
の
祝

い
は

江
戸

時
代

に
武

士
の

家
で

行
わ

れ
た

の
が

始
ま

り
で

、
三

歳
の

時
に

初
め

て
髪

を
伸

ば
し

始
め

る
『

髪
置

き
の
祝

い
』
、

男
子

五
歳

に
初

め
て

袴
を

付
け

る
の

『
袴

着
の
祝

い
』
、

女
子

七
歳

の
付

け
紐

を
や

め
初

め
て

帯
を

付
け

る
『

帯
解

の
祝
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が
後

に
一

般
に

広
ま

っ
た

も
の

で
す

。
今

で
は

儀
式

自
体

は
省

略
化

さ
れ

て
、

お
宮

に
お

詣
り

し
て

子
供

の
成

長
を

喜
び

、
神

の
恵

み
に

感
謝

し
、

更
な

る
ご

加
護

を
願

う
風

習
だ

け
が

残
っ

て
お

り
ま

す
。

総
社

宮
で

は
七

五
三

詣
り

の
御
祈

願
を

受
け

付
け

て
お

り
ま

す
。

平
日

・
休

日
は

関
係

無
く

お
受

け
で

き
ま

す
が

、
所

用
で

不
在

の
日

も
あ

り
ま

す
の

で
、

成
る

べ
く

前
も

っ
て

お
詣

り
の

日
時

を
お

知
ら

せ
下

さ
い

ま
す

よ
う

お
願

い
申

し
上

げ
ま

す
。

今
年

七
五

三
詣

り
の

お
子

様

数
え

年

三
歳

の
男

子
女

子
平

成
十

五
年

生
ま

れ

五
歳

の
男

子
平

成
十

三
年

生
ま

れ

七
歳

の
女

子
平

成
十

一
年

生
ま

れ

※
満

年
齢

で
お

詣
り

下
さ

っ
て

も
構

い
ま

せ
ん

厄
除

け
祈

願
の

ご
案

内

総
社

宮
で

は
常

時
厄

除
け
祈

願
と

長
寿
祝

い
を

お

受
け

し
て

お
り

ま
す

。
ど

う
ぞ

お
参

り
下

さ
い

。

来
年

の
厄

年
、

並
び

に
賀

寿

数
え

年
生

年

男
性

厄
小

厄
二

十
五

歳
昭

和
五

十
七

年
前

厄
四

十
一

歳
昭

和
四

十
一

年

大
厄

四
十

二
歳

昭
和

四
十

年
後

厄
四

十
三

歳
昭

和
三

十
九

年
小

厄
六

十
一

歳
昭

和
二

十
一

年
女

性
厄

小
厄

十
九

歳
昭

和
六

十
三

年

前
厄

三
十

二
歳

昭
和

五
十

年
大

厄
三

十
三

歳
昭

和
四

十
九

年
後

厄
三

十
四

歳
昭

和
四

十
八

年
小

厄
三

十
七

歳
昭

和
四

十
五

年

祝
い

歳

還
暦

六
十

一
歳

昭
和

二
十

一
年

古
希

七
十

歳
昭

和
十

二
年

喜
寿

七
十

七
歳

昭
和

五
年

傘
寿

八
十

歳
昭

和
二

年
米

寿
八

十
八

歳
大

正
八

年

卒
寿

九
十

歳
大

正
六

年
白

寿
九

十
九

歳
明

治
四

十
一

年


