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先
ず
持
䣬
て
䣍
来
る
平
成
二
十
八
年
に
新
庄
御
鎮
座
四
百
年
を
迎
え
る
に
当
た
り
䣍
昨
年
十
一
月
に
記
念

事
業
奉
賛
会
を
結
成
さ
れ
䣍
多
く
の
方
々
の
ご
奉
仕
に
よ
り
多
大
な
る
御
奉
賛
を
賜
り
ま
し
た
こ
と
䣍
篤
く

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
䣎
今
は
唯
々
諸
事
安
泰
に
進
捗
す
る
よ
う
に
御
神
前
に
額
ず
き
祈
る
日
々
で
ご
ざ
い
ま

す
䣎 

	 

ま
た
䣍
昨
年
よ
り
今
日
に
至
る
ま
で
東
日
本
大
震
災
に
て
被
災
さ
れ
ま
し
た
す
べ
て
の
方
々
に
お
悔
や
み

申
し
上
げ
ま
す
䣎
現
地
の
凄
惨
た
る
状
況
に
触
れ
る
度
に
䣍
四
百
年
前
に
我
々
の
祖
先
が
常
願
寺
川
の
洪
水

で
被
災
さ
れ
䣍
復
興
も
ま
ま
な
ら
ぬ
翌
年
に
こ
の
地
を
新
し
い
宮
処
と
定
め
䣍
町
の
再
興
に
尽
力
さ
れ
た
当

時
の
様
子
は
如
何
な
る
も
の
か
と
想
い
巡
ら
す
日
々
で
あ
り
ま
す
䣎 

	 

今
日
新
庄
に
住
む
私
た
ち
は
䣍
先
人
が
並
々
な
ら
ぬ
不
屈
の
精
神
を
も
䣬
て
復
興
さ
れ
た
土
地
の
上
に
住

ま
わ
し
て
戴
い
て
い
る
事
を
忘
れ
ず
に
䣍
今
現
在
の
平
和
な
郷
土
に
感
謝
す
る
と
共
に
後
世
に
至
る
ま
で
伝

承
し
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
䣎 

	 

古
く
か
ら
新
庄
に
住
ま
わ
れ
る
方
々
の
中
に
も
䣍
実
は
四
百
年
前
に
被
災
し
て
現
在
地
に
移
住
し
て
き
た

方
々
も
多
く
い
ら
䣬
し
䣭
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
䣎
か
く
言
う
私
ど
も
神
職
家
の
祖
先
も
䣍
お
宮
の

御
遷
宮
に
お
供
し
て
今
日
の
住
処
に
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
䣎 

	 

従
い
ま
し
て
代
々
新
庄
在
住
の
方
も
䣍
近
年
新
庄
に
御
縁
が
あ
ら
れ
ま
し
た
方
々
も
䣍
御
神
縁
と
申
し
ま

し
䣯
う
か
䣍
そ
れ
ぞ
れ
に
摩
訶
不
思
議
な
導
き
が
あ
䣬
て
今
現
在
䣍
同
じ
新
庄
で
新
川
神
社
の
神
様
が
御
護

り
さ
れ
る
土
地
に
住
む
䣓
地
縁
䣔
の
上
に
有
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
䣎 

	 

古
来
日
本
人
は
䣓
鎮
守
神
・
産
土
神
・
氏
神
䣔
の
総
称
で
あ
る
氏
神
神
社
の
お
ま
も
り
さ
れ
る
土
地
に
住

む
人
達
の
事
を
䣓
氏
子
䣔
と
呼
ん
で
䣍
新
し
く
引
䣬
越
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
方
や
䣍
婿
・
嫁
入
り
さ
れ
た
方

に
は
䣓
氏
子
入
り
䣔
と
い
䣬
て
䣍
地
元
の
宮
に
お
参
り
す
る
こ
と
で
共
同
体
の
仲
間
入
り
と
さ
れ
ま
し
た
䣎

氏
神
は
そ
の
土
地
に
災
い
が
無
き
よ
う
に
住
む
人
々
を
加
護
す
る
神
様
で
あ
る
か
ら
で
す
䣎 

	 

年
間
を
通
じ
て
お
祭
り
の
参
列
や
䣍
境
内
の
清
掃
奉
仕
な
ど
神
様
に
お
仕
え
す
る
お
役
目
を
果
た
さ
れ
な

が
ら
お
宮
を
維
持
し
䣍
年
に
一
度
の
大
祭
に
は
御
神
輿
を
担
ぎ
䣍
賑
や
か
に
盛
大
に
街
中
を
く
ま
な
く
練
り

廻
し
て
䣍
䣓
神
と
人
䣔
と
が
交
わ
る
事
に
よ
り
仲
間
意
識
を
育
て
䣍
老
若
男
女
䣍
新
し
い
人
も
古
い
人
も
交

䥼
䥼
䥼
䥼
䥼
䥼
䥼
䥼
䥼
䥼

わ
り
あ
䣬
て
大
い
に
楽
し
む

䥼
䥼
䥼
䥼
䥼
䥼
䥼
䥼
䥼
䥼
䥼
䣍
と
い
う
考
え
方
が
䣓
ま
つ
り
䣔
で
あ
䣬
て
䣍
我
々
日
本
人
の
ふ
る
さ
と
づ
く

り
䣍
国
づ
く
り
の
根
底
に
あ
る
も
の
で
は
無
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
䣎 

	 

諸
事
困
窮
を
極
め
る
昨
今
の
世
情

に
て
あ
り
ま
す
が
䣍
御
縁
の
あ
る
皆
様

方
と
共
に
䣍
由
緒
あ
る
郷
土
・
新
庄
と

新
川
神
社
を
よ
り
よ
い
姿
で
後
世
に

伝
え
䣍
継
承
し
て
行
き
た
い
と
思
い
ま

す
の
で
䣍
斯
く
な
る
上
は
諸
般
事
情
を

お
察
し
戴
き
ま
し
て
何
卒
旧
に
倍
す

る
御
芳
情
を
引
き
続
き
賜
り
ま
す
よ

う
に
切
に
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
䣎 

 

平
成
二
十
四
年
二
月
十
九
日
䣍
祈
年
祭
・
鎮
火
祭
・
復
興

祈
願
祭
・
聖
上
病
気
平
癒
祈
願
・
奉
賛
会
結
成
報
告
祭
䣎 

夏
越
の
大
祓
式
斎
行 

六
月
三
十
日
午
後
五
時
よ
り
䣍
茅
の
輪
神
事
を

含
め
た
大
祓
式
を
斎
行
致
し
ま
し
た
䣎
古
式
に

倣
い
䣍
人
形
に
罪
穢
れ
を
移
し
䣍
茅
の
輪
を
三

回
く
ぐ
䣬
て
戴
き
䣍
無
病
息
災
を
祈
り
ま
す
䣎

ご
家
族
連
れ
の
お
参
り
が
多
か
䣬
た
の
で
䣍
百

名
近
く
の
ご
参
列
を
戴
き
ま
し
て
盛
大
に
䣍
そ

し
て
賑
や
か
な
神
事
と
な
り
ま
し
た
䣎 

水
無
月
の
夏

越
の
祓
へ
す

る
人
は
千
歳

の
命
延
ぶ
と

云
ふ
な
り 

おみやげの茅の輪守り	 	 	 お祓いの後、無病息災を祈ります。大祓詞の奏上。祓いの儀式が始まります。 

 	 

本
年
は
日
本
最
古
の
書
で
あ
る
古
事
記
が
選
定
さ
れ
て
一
三

〇
〇
年
に
あ
た
り
䣍
堅
苦
し
い
勉
強
会
で
は
な
く
䣍
先
ず
は
大

き
な
声
を
出
し
て
読
む
こ
と
に
よ
り
䣍
古
代
日
本
人
の
言
葉
の

響
き
と
言
葉
に
秘
め
ら
れ
た
古
代
人
の
エ
ネ
ル
ギ
䤀
を
感
じ
取

䣬
て
戴
く
事
を
主
旨
と
し
て
三
月
よ
り
開
講
い
た
し
ま
し
た
䣎 

	 

御
婦
人
方
よ
り
䣓
夜
は
夕
食
の
準
備
が
あ
る
の
で
昼
間
に
も

開
催
で
き
な
い
か
？
䣔
の
要
望
を
受
け
䣍
四
月
か
ら
昼
の
部
も

開
催
䣎
中
下
巻
コ
䤀
ス
は
夜
の
部
参
加
者
八
名
䣍
上
巻
コ
䤀
ス

は
夜
の
部
十
一
名
䣍
昼
の
部
十
一
名
䣎
月
三
回
に
分
け
て
開
催

中
䣎
現
在
総
員
三
十
名
の
ご
参
加
を
戴
い
て
お
り
ま
す
䣎 

 

古
事
記
撰
上
一
三
〇
〇
年
記
念 

䣓
古
事
記
に
親
し
む
䣔	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

素
読
会	 

開
講 

「古事記」には文字のない時代から

日本人が語り継いできた言葉がその

まま書かれています。古事記を素読

すると、まさに悠久の時空を超えて

私たち日本人の祖先の心に触れるこ

とができます。 

䣓
第
一
回
大
人
の
た
め
の
や
さ
し
い
神
社
の
お
は
な
し
の
会
䣔
開
催 

第一講 古事記の素読です。みなさん、上手。 

第二講 とやま歴史的環境づくり研究会代表：高岡徹先生。 

本
年
九
月
二
十
九
日
土
曜
日
午
後
二
時
䣢
四
時
三
十
分
䣍

神
社
主
催
の
一
般
対
象
の
神
道
・
歴
史
講
話
会
を
初
め
て

開
催
い
た
し
ま
し
た
䣎
第
一
講
目
は
禰
宜
・
舩
木
信
孝
が
䣍

䣓
み
ん
な
で
声
を
出
し
て
読
む
䣍
古
事
記
䣔
䣢
古
事
記
に

登
場
す
る
新
川
神
社
の
神
様
た
ち
䣢
と
題
し
て
䣍
参
加
の

皆
さ
ん
と
一
緒
に
䣍
古
事
記
に
著
さ
れ
て
い
る
御
祭
神
の

部
分
の
素
読
を
致
し
紹
介
し
ま
し
た
䣎
第
二
講
目
は
䣓
新

庄
の
城
と
城
主
た
ち
䣔
䣢
城
の
興
り
・
歴
代
城
主
・
上
杉

謙
信
と
新
庄
・
城
を
巡
る
戦
い
䣢
と
題
し
䣍
富
山
で
は
城

郭
に
関
し
て
は
第
一
人
者
で
あ
ら
れ
ま
す
䣍
新
屋
在
住
の

高
岡
徹
氏
か
ら
歴
代
新
庄
城
主
の
お
話
を
拝
聴
い
た
し
䣍

歴
代
城
主
が
崇
敬
し
た
尊
い
社
で
あ
る
事
䣍
深
遠
な
歴
史

と
䣍
現
代
に
ま
で
繋
が
る
地
理
的
な
要
所
と
し
て
の
伝
統

を
有
す
る
町
で
あ
る
こ
と
が
良
く
わ
か
り
ま
し
た
䣎 

  

この日の講義録は後日ホームページで公開する予定です。 
新川神社ホームページ	 http://niikawajinjya.com 



 

新川神社	 社報	 鷹乃羽（たかのはね）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 第 4号	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 平成 24年 12月 10日 

受
賞
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た 

富
山
県
神
社
庁
主
催
助
第
三
十
四
回
お
宮
さ
ん
を
描
く
写
生
大
会
努	 

	 

金
賞	 

新
庄
小
学
校
五
年	 

堀
川
ヒ
カ
ル
さ
ん 

	 

金
賞	 

新
庄
小
学
校
三
年	 

金
谷
ふ
み
や
く
ん 

	 

金
賞	 

新
庄
小
学
校
三
年	 

山
ざ
き
あ
か
ね
さ
ん 

助
第
二
十
八
回
小
学
生
作
文
コ
ン
ク
勖
ル
努	 

劸
お
ま
つ
り
と
私
劸	 

	 

富
山
県
神
社
総
代
会	 

会
長
賞	 

新
村
奈
津
実
さ
ん
䣓
お
宮
さ
ん
と
私
の
つ
な
が
り
䣔 

※
特
別
賞
の
新
村
さ
ん
に
は
副
賞
で
䣓
伊
勢
神
宮
参
拝
旅
行
䣔
に
ご
招
待
さ
れ
ま
し
た
䣎 

写
生
会
の
参
加
作
品
の
す
べ
て
と
作
文
は
新
川
神
社
ホ
勖
ム
ペ
勖
ジ
助
小
学
生
の
み
な
さ
ん

へ
努
内
の
助
新
川
神
社
美
術
館
努
助
新
川
神
社
文
庫
努
に
て
公
開
中
で
す
劤	 

鷹
乃
羽
雅
楽
会

た

か

の

は

が

が

く

か

い

開
講 

	 

神
社
と
し
て
社
会
に
対
し
て
何
か
貢

献
す
る
䣍
奉
仕
す
る
に
は
何
を
す
れ
ば

良
い
か
考
え
ま
し
た
と
き
に
䣍
我
々
が

微
力
な
が
ら
出
来
る
事
と
し
て
䣓
雅
楽

に
親
し
む
場
䣔
と
䣓
機
会
䣔
を
提
供
す

る
こ
と
か
ら
先
ず
は
初
め
て
見
よ
う
と

思
い
立
ち
䣍
こ
の
度
新
川
神
社
の
御
神

紋
で
あ
り
ま
す
䣓
違
い
鷹
の
羽
䣔
か
ら

䣓
鷹
乃
羽
雅
楽
会
䣔
と
名
付
け
て
発
足

さ
せ
ま
し
た
䣎 

	 

呉
西
地
区
に
は
雅
楽
会
が
い
く
つ
か

あ
り
ま
す
が
䣍
呉
東
地
区
で
は
あ
ま
り

聞
き
ま
せ
ん
䣎
今
ま
で
有
り
そ
う
で
無

か
䣬
た
雅
楽
会
を
今
回
初
め
て
富
山
市

で
発
足
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
新
聞
の
紙
面
で
も
紹
介
も
さ
れ
る
や
い
な
や
そ
の
反

響
は
大
き
く
䣍
参
加
者
は
近
隣
の
富
山
市
内
か
ら
は
元
よ
り
䣍
東
は
黒
部
か
ら
西
は
高

岡
・
伏
木
に
至
る
ま
で
県
下
か
ら
総
員
四
十
五
名
が
参
加
さ
れ
て
い
ま
す
䣎
毎
月
二
回
䣍

日
曜
日
の
午
後
七
時
か
ら
九
時
ま
で
䣍
社
務
所
䣍
公
民
館
䣍
お
宮
の
拝
殿
を
練
習
場
所

と
し
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
䣎 

	 

講
師
は
宮
内
庁
楽
師
か
ら
指
導
を
受
け
た
富
山
県
神
社
庁
雅
楽
部
の
神
職
と
し
て

龍
笛
に
富
山
県
神
社
庁
雅
楽
講
師
・
高
瀬
神
社
権
宮
司 

藤
井
秀
嗣
氏
䣍
篳
篥
䥹
ひ
ち

り
き
䥺
に
日
枝
神
社
権
禰
宜 

舩
木
信
忠
䣍
鳳
笙
は
富
山
県
神
社
庁
雅
楽
講
師
・
当
社

舩
木
信
孝
禰
宜
が
務
め
ま
す
䣎
龍
笛
と
篳
篥
の
参
加
者
が
多
い
の
で
急
遽
䣍
稲
荷
町
鎮

座
・
稲
荷
神
社
禰
宜 

山
田
修
一
氏
䣍
富
山
縣
護
國
神
社
権
禰
宜 

栂
野
高
広
氏
を
助
手

と
し
て
お
手
伝
い
戴
い
て
お
り
ま
す
䣎
大
人
数
の
た
め
䣍
現
在
の
社
務
所
䣍
舩
木
家
の

座
敷
で
は
対
応
で
き
ず
䣍
急
遽
練
習
場
所
と
し
て
新
庄
第
一
公
民
館
を
年
間
通
じ
て
使

用
予
約
を
致
し
ま
し
た
䣎
当
面
の
目
標
と
致
し
ま
し
て
は
一
年
後
の
十
月
十
九
日
の
秋

祭
の
夜
に
䣍
御
神
前
に
て
奉
納
演
奏
を
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
䣎 

	 

古
今
東
西
䣍
す
べ
て
の
芸
術
は
神
に
捧
げ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
始
ま
り
䣍
雅
楽
も
神

事
に
お
い
て
神
様
と
人
と
が
歌
舞
を
通
じ
て
一
体
と
な
り
䣍
共
に
楽
し
む
境
地
で
あ
る

䣓
神
人
合
一
䥹
じ
ん
に
ん
ご
う
い
つ
䥺
䣔
を
目
指
し
て
伝
承
さ
れ
て
き
ま
し
た
䣎
来
る
平
成
二

十
八
年
の
新
庄
御
鎮
座
四
百
年
記
念
大
祭
の
御
神
前
に
䣍
雅
や
か
な
音
色
が
流
れ
る
日

を
想
い
な
が
ら
䣍
皆
さ
ん
と
楽
し
み
な
が
ら
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
䣎 

鳳笙：小学生を含む 8名。拝殿にて。	 	 	 	 	 篳篥：小中学生を含む 13名。社務所にて。	 	 	 一番人気の龍笛：22名。第一町内公民館。 
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新川神社ホームページ	 http://niikawajinjya.com 
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