
祝 祭日には 国 旗を掲 げましょう
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【表紙写真説明】
平和祈念週間中
ライトアップされた社殿

9月19日（土）
　午後１時　宵宮祭
　午後２時　流鏑馬神事
9月20日（日）
　午前10時　例祭

終
戦
直
前
の
昭
和
天
皇
が
国
民
を
思
う
大
御
心
や
、内
閣・軍
部
、そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
の
苦
悩

や
葛
藤
を
中
心
に
描
か
れ
た
映
画「
日
本
の
い
ち
ば
ん
長
い
日
」が
平
和
祈
念
行
事
と
時
を
同
じ

く
し
て
公
開
さ
れ
た
。昨
年
来
神
社
内
や
仏
教
会
、町
役
場
と
の
打
ち
合
わ
せ
を
重
ね
、無
事
一

連
の
行
事
を
完
了
す
る
こ
と
が
出
来
た
。担
当
部
署
と
し
て「
い
ち
ば
ん
長
い
夏
」が
終
わ
り
、感

慨
深
い
。御
助
言
や
御
協
力
を
頂
い
た
関
係
者
各
位
に
心
か
ら
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
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集
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記

2 宮司挨拶

3 寒川町仏教会会長挨拶／寒川町町長挨拶

4－5 平和祈願祭斎行／平和祈念式典開催

6－7 音魂コンサート開催

8 第四十六回相模薪能開催

9 灯籠こども絵画展／万灯パレード実施

10－11 終戦七十年資料展開催

12 例祭案内／編集後記
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　「
堪
ヘ
難
キ
ヲ
堪
ヘ 

忍
ヒ
難
キ
ヲ
忍
ヒ 

以
テ
萬
世
ノ

爲
ニ
太
平
ヲ
開
カ
ム
ト
欲
ス
」

　
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
正
午
、
ラ
ジ
オ
か
ら
流

れ
る
天
皇
陛
下
の
お
言
葉
・
玉
音
放
送
に
全
国
民
が

耳
を
傾
け
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
長
年
続
い
た
大
東
亜

戦
争
の
終
結
を
意
味
す
る「
終
戦
の
詔
書
」、
陛
下
と

共
に
全
国
民
が
平
和
を
希
求
し
、
復
興
を
誓
っ
た
瞬

間
で
し
た
。

　
本
年
、
そ
の
瞬
間
よ
り
早
七
十
年
を
迎
え
ま
す
。

こ
の
節
目
の
年
に
、
平
和
祈
念
行
事
を
企
画
致
し
ま

し
た
と
こ
ろ
、
寒
川
町
仏
教
会
、
寒
川
町
を
始
め
関

係
各
位
の
ご
協
力
を
頂
き
、
本
日
こ
こ
に「
終
戦
七

十
年
平
和
祈
念
式
典
」
を
開
催
で
き
ま
す
事
に
厚

く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
御
臨
席
の
皆

様
に
は
ご
多
忙
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
斯
く
も
大
勢

お
集
ま
り
頂
き
ま
し
て
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
衷

心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
先
立
ち
ま
し
て
、
寒
川
神
社
御
本
殿
に
て
寒
川

神
社
・
寒
川
町
仏
教
会
合
同
で「
大
東
亜
戦
争
終
戦

七
十
年
平
和
祈
願
祭
」
を
滞
り
な
く
斎
行
致
し
ま

し
た
。
宗
教
の
垣
根
を
越
え
て
斎
行
す
る
初
の
試
み

と
な
り
ま
し
た
が
、
未
来
永
劫
の
世
界
平
和
を
参
列

者
の
皆
様
と
共
に
寒
川
大
明
神
様
に
御
祈
願
さ
せ
て

頂
け
ま
し
た
上
に
、
異
な
る
宗
教
で
あ
っ
て
も
世
界

平
和
を
希
求
す
る
気
持
ち
に
は
些
か
の
相
違
も
な
い

と
い
う
こ
と
を
再
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
、
宗
教
者

と
し
て
こ
の
上
な
い
幸
せ
を
感
じ
る
所
存
で
ご
ざ
い

ま
す
。

　
時
恰
も
、
七
十
年
前
の
今
日
、
広
島
に
続
き
長

崎
に
原
子
爆
弾
が
投
下
さ
れ
、
無
差
別
に
罪
も
な
い

多
く
の
市
民
の
命
が
一
瞬
に
し
て
奪
わ
れ
、
そ
の
後
の

人
々
の
人
生
を
も
一
変
さ
せ
ま
し
た
。
我
々
に
は
、
世

界
唯
一の
戦
争
被
爆
国
の
国
民
と
し
て
、
核
兵
器
の

非
人
道
性
を
訴
え
、
廃
絶
に
向
け
て
の
原
動
力
と
な

る
責
務
が
あ
る
と
改
め
て
感
じ
ま
す
。

　
さ
て
、
明
治
二
年
に
明
治
天
皇
の
思
し
召
し
に
よ

り
創
建
さ
れ
ま
し
た
靖
國
神
社
に
は
、
幕
末
以
降
ひ

た
す
ら「
国
安
か
れ
」
の一
念
の
も
と
、
国
を
守
る
為

に
尊
い
命
を
捧
げ
ら
れ
た
二
四
六
万
六
千
余
柱
の

方
々
の
神
霊
が
、
身
分
や
勲
位
・
男
女
の
隔
て
な
く

全
て
祖
国
に
殉
じ
ら
れ
た
尊
い
神
霊
と
し
て
等
し
く

お
祀
り
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
内
大
東
亜
戦
争

で
戦
没
さ
れ
た
英
霊
は
二
一
三
万
四
千
余
柱
に
の
ぼ

り
、
如
何
に
先
の
大
戦
が
過
酷
な
も
の
で
あ
っ
た
か

窺
え
ま
す
。

　
共
に
戦
う
仲
間
と「
九
段
で
会
お
う
」
と
い
う
約

束
を
交
わ
し
、
そ
の
命
を
賭
し
て
祖
国
を
守
ろ
う
と

し
た
多
く
の
若
者
。
靖
國
神
社
の
資
料
館
で
あ
る「
遊

就
館
」
に
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
前
途
洋
々
た
る
未
来

が
あ
っ
た
そ
ん
な
若
者
の
、
愛
す
る
人
々
に
対
す
る

「
最
期
の
言
葉
」
が
数
多
く
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
ど
れ
も
が
、
胸
を
締
め
付
け
ら
れ
る
よ
う
な
も

の
ば
か
り
で
、
拝
観
さ
せ
て
頂
く
た
び
、
涙
が
こ
み

上
げ
て
参
り
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な「
最
期
の
言
葉
」
を
何
度

も
拝
見
さ
せ
て
頂
く
中
で
、
あ
る
こ
と
に
気
付
く
の

で
す
。
若
者
た
ち
が「
最
期
の
言
葉
」
と
し
て
遺
し

た
そ
の
文
字
が
、
ど
れ
も
一
様
に
美
し
い
と
い
う
こ
と

で
す
。
お
よ
そ
十
代
・
二
十
代
の
若
者
が
書
い
た
と

は
思
え
な
い
、
ま
し
て
や
そ
ん
な
年
代
の
若
者
が
自

ら
の
死
を
覚
悟
し
た
上
で
書
い
た
と
は
思
え
な
い
ほ

ど
、
力
強
く
・
微
塵
の
震
え
も
な
い
実
に
美
し
い
文

字
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
現
代
を
生
き
る
同
年
代
の
若
者
が
同
じ
状
況
下
に

置
か
れ
た
と
き
、
果
た
し
て
あ
れ
ほ
ど
の
字
を
書
く

こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
彼
ら
の
覚
悟
と
勇
気

そ
し
て
愛
国
心
に
心
を
打
た
れ
た
と
き
、
我
々
が
す

べ
き
は
涙
を
流
す
こ
と
で
は
な
く
、
生
か
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
感
謝
す
る
こ
と
で
あ
り
、
彼
ら
が
自
ら
の
未

来
を
犠
牲
に
し
て
守
ろ
う
と
し
た
の
は「
日
本
」
と
い

う
国
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、そ
の「
日
本
」の
未
来
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
を
痛
切
に
感
じ
る
の
で
す
。

　
そ
し
て
、「
日
本
」
の
未
来
は
守
ら
れ
ま
し
た
。

若
者
に
限
ら
ず
、
あ
の
時
代
を
生
き
た
全
て
の
日
本

人
の
お
蔭
で
、
私
た
ち
は
当
時
の
人
々
が
夢
見
た
未

来
を
生
き
る
こ
と
が
出
来
て
い
ま
す
。
戦
後
の
塗
炭

の
苦
し
み
の
中
で
も
、
人
々
は
正
に「
堪
え
難
き
を
堪

え
忍
び
難
き
を
忍
ん
で
」
助
け
合
い
な
が
ら
復
興
に

尽
力
し
、
我
が
国
は
つ
い
に
は
世
界
有
数
の
先
進
国

に
な
る
ま
で
成
長
し
ま
し
た
。

　
戦
後
七
十
年
が
経
過
し
、
私
た
ち
は
偉
大
な
先

人
た
ち
が
遺
し
て
く
れ
た
当
た
り
前
の「
平
和
」
の

中
で
生
き
て
い
る
た
め
、
得
て
し
て
感
謝
す
る
こ
と

を
忘
れ
が
ち
で
あ
る
と
感
じ
ま
す
。
し
か
し
、
ほ
ん

の
数
十
年
前
に
命
を
懸
け
て
戦
っ
た
人
々
が
い
た
こ
と

は
決
し
て
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
し
、
そ
れ
を
後
世

に
伝
え
て
い
く
の
は
現
代
を
生
き
る
我
々
の
責
務
で

あ
り
ま
す
。

　
終
戦
七
十
年
を
機
に
、
護
国
の
英
霊
に
対
し
感
謝

と
哀
悼
の
誠
を
捧
げ
る
と
同
時
に「
美
し
い
国
、
日

本
」
の
国
民
で
い
ら
れ
る
こ
と
を
こ
の
上
な
く
誇
り
に

思
い
ま
す
。

　
今
こ
こ
に
改
め
て
、
先
人
た
ち
が
築
き
上
げ
た「
平

和
」
を
堅
持
す
る
と
と
も
に
、
後
世
へ
継
承
す
る
努

力
を
惜
し
ま
ぬ
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
英
霊
の
御
心
に

恥
じ
ぬ
生
き
方
を
貫
く
こ
と
を
お
誓
い
申
し
上
げ
甚

だ
簡
単
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
御
挨
拶
に
代
え
さ
せ
て

頂
き
ま
す
。

　﹇写
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末
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宮
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光
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司
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ご
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寒
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神
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司
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根 

康 

教

  

「
平
和
祈
念
式
典
」
会
場
に
て

平
和
祈
念
音
魂
コ
ン
サ
ー
ト
に
寄
せ
て

寒
川
町
長

　木 

村 
俊 
雄

　
昭
和
二
十（
一
九
四
五
）
年
八
月
十
五

日
の
終
戦
か
ら
、
今
年
は
七
十
年
目
を

迎
え
ま
し
た
。
残
暑
厳
し
い
八
月
は
戦

争
で
亡
く
な
ら
れ
た
方
々
の
ご
冥
福
を

祈
る
と
と
も
に
、
平
和
へ
の
想
い
を
強
く

感
じ
る
季
節
で
も
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
度
、
寒
川
神
社
の
終
戦
七
十
年

平
和
祈
念
行
事
で
あ
る
音
魂
コ
ン
サ
ー
ト

に
寒
川
町
も
協
力
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
炎
太
鼓
ユニッ
ト
に
よ
る
優
美
か
つ

勇
壮
な
和
太
鼓
の
演
奏
と
伊
藤
多
喜
雄

さ
ん
の
独
自
の
世
界
感
で
表
現
す
る
民
謡

は
、
伝
統
あ
る
古
き
時
代
と
現
代
を
繋

ぎ
、
先
人
へ
の
鎮
魂
と
平
和
で
あ
る
こ
と

の
大
切
さ
を
あ
ら
た
め
て
考
え
る
機
会
に

な
っ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　
戦
争
を
直
接
知
る
世
代
は
少
な
く

な
っ
て
お
り
ま
す
。
七
十
年
を
経
て

私
た
ち
の
生
活
は
大
き
く
変
わ
り
、
今

で
は
と
て
も
便
利
で
豊
か
に
な
り
ま
し

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
未
だ
に
世
界
に

は
核
兵
器
を
保
有
す
る
国
が
存
在
し

紛
争
が
お
こ
り
、
尊
い
命
が
日
々
失
わ

れ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
す
。
本
当
の

豊
か
さ
と
は
何
か
、
平
和
と
は
何
か
を

考
え
、
未
来
を
担
う
次
の
世
代
に
も
平

和
の
尊
さ
を
確
実
に
伝
え
続
け
て
い
か

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
寒
川
町
で
は
昭
和
六
十（
一
九
八
五
）

年
六
月
に
核
兵
器
廃
絶
平
和
都
市
宣
言

を
行
い
、
今
年
で
三
十
周
年
を
迎
え
ま

し
た
。
世
界
の
恒
久
平
和
実
現
と
核
兵

器
の
廃
絶
を
願
っ
て
、
過
去
の
悲
惨
な

経
験
を
風
化
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
様
々

な
平
和
推
進
事
業
に
取
り
組
ん
で
お
り

ま
す
。

　
平
和
の
た
め
に
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が

で
き
る
こ
と
を
考
え
、
ま
ず
は
身
近
な

と
こ
ろ
か
ら
行
動
し
、
力
を
合
わ
せ

力
を
尽
く
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
こ
れ
か
ら
も
町
民
の
皆
さ
ん
と

と
も
に
、
世
界
の
誰
も
が
平
和
な
暮
ら

し
を
実
現
で
き
る
よ
う
、
手
を
取
り
合

い
、
歩
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。
　

　
こ
の
た
び
、
終
戦
七
十
年
を
期
し
て

相
模
国
一
之
宮
寒
川
神
社
本
殿
に
於
い

て
、
平
和
祈
願
祭
を
共
催
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
誠
に
貴
重
な
機
会
を
賜

り
、
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
寒
川
町

内
の
神
社
、
寺
院
の
関
係
各
位
の
皆
さ

ん
が
宗
教
・
宗
派
の
違
い
を
越
え
て
一
堂

に
会
し
、
心
を
一つ
に
し
て
、
世
界
の
恒

久
平
和
を
御
祈
祷
さ
せ
て
戴
き
ま
し

た
。
お
そ
ら
く
、
寒
川
町
の
長
い
歴
史

の
中
で
も
、
初
め
て
の
試
み
で
は
な
か
ろ

う
か
と
思
い
ま
す
。
地
球
上
の
、
人
類

の
恒
久
平
和
の
願
い
が
、
こ
の
日
、
寒

川
か
ら
全
世
界
に
宗
教
関
係
者
の
声
と

し
て
、
遍
く
発
信
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま

す
。

　
さ
て
、
今
回
の
祈
願
祭
の
背
景
と
し

て
、
寒
川
神
社
と
町
仏
教
会
と
の「
協

働
」
で
、
毎
年
秋
の
お
彼
岸
に
催
さ
れ

て
お
り
ま
す
、
戦
没
者
の
慰
霊
祭
の
伝

統
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
戦
後
七
十
年
の

復
興
と
発
展
の
礎
と
な
ら
れ
た
先
人
た

ち
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
と
人
々
の
平
和
を

求
め
る
祈
り
が
、
見
事
に
合
流
し
て
今

回
、
立
派
な
祈
願
祭
と
し
て
結
実
し
た

と
いっ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

地
上
の
国
々
は
、
そ
れ
ぞ
れ
様
々
な
人

種
、
宗
教
、
言
語
、
文
化
を
有
し
多

様
で
は
あ
り
ま
す
が
、
お
互
い
の
違
い

を
認
め
合
い
、
尊
重
し
合
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
争
い
の
な
い
、
平
和
な
社
会
が
実

現
さ
れ
る
と
信
じ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
寒
川
町
仏

教
会
と
の
共
催
で
祈
願
祭
を
企
画
さ

れ
、
ま
た
、
ご
案
内
い
た
だ
い
た「
相
模

薪
能
」「
音
魂
」
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
、
日

本
古
来
の
文
化
伝
承
を
推
進
さ
れ
て
お

ら
れ
る
寒
川
神
社
様
の
創
造
的
、
啓
発

的
な
文
化
行
事
の
数
々
に
敬
意
を
表

し
、
改
め
て
、
御
礼
の
ご
挨
拶
に
代
え

さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

　 

合
掌

人
類
の
「
恒
久
平
和
」
を
！

　
　

― 

寒
川
か
ら
世
界
に
発
信 ―

寒
川
町
仏
教
会
会
長

　菊 

地 

英 

昭

　
　

い
し
ず
え
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平
和
祈
願
祭
斎
行

清
浄
山

　念
宗
寺
　（
浄
土
宗
）

●
小

　動
円
妙
山

　万
部
寺
　（
日
蓮
宗
）

田
端
山

　醫
王
院
　（
真
言
宗
）

東
岳
山

　生
往
寺
　（
浄
土
宗
）

●
田

　端
如
日
山

　妙
光
寺
　（
日
蓮
宗
）

山
王
山

　南
泉
寺
　（
真
言
宗
）

●
一
之
宮
東
谷
山

　福
泉
寺
　（
曹
洞
宗
）

●
小

　谷
宝
積
山

　行
安
寺
　（
浄
土
宗
）

●
倉

　見
窪
田
山

　景
観
寺
　（
天
台
宗
）

●
中

　瀬
大
塚
山

　安
楽
寺
　（
真
言
宗
）

●
岡

　田
龍
寶
山

　興
全
寺
　（
曹
洞
宗
）

霊
信
山

　西
善
院
　（
真
言
宗
）

●
宮

　山

宗教宗派を越えて共に祈りました 寒
川
町
仏
教
会
寺
院 

（
順
不
同
）

　本
年
が
大
東
亜
戦
争
終
戦
七
十
年

の
節
目
を
迎
え
る
に
当
た
り
、長
崎
原

爆
投
下
の
日
で
あ
る
八
月
九
日
か
ら
終

戦
の
十
五
日
ま
で
を「
平
和
を
祈
る
週

間
」と
定
め
、各
種
行
事
を
実
施
致
し

ま
し
た
。

　九
日
午
前
十
時
に
は
、最
初
の
行
事

で
あ
る「
平
和
祈
願
祭
」が
御
本
殿
に

お
い
て
寒
川
町
仏
教
会
十
二
ヶ
寺
と
の

共
催
に
て
神
社
役
員
、寺
院
役
員
他
関

係
者
多
数
参
列
の
も
と
、厳
粛
裡
に
斎

行
さ
れ
ま
し
た
。

　時
刻
に
は
三
之
鳥
居
前
か
ら
宮
司
以

下
神
職
、式
師
以
下
僧
侶
が
参
進
。祓

殿
に
て
修
祓
の
後
、参
列
者
全
員
で
国

歌「
君
が
代
」を
斉
唱
。続
い
て
神
道
式

次
に
仏
教
式
に
よ
り
、そ
れ
ぞ
れ
祈
願

文
が
奏
上
さ
れ
、神
楽
奉
奏
、玉
串
奉

奠
へ
と
進
み
、護
国
の
英
霊
へ
の
慰
霊
と

世
界
の
恒
久
平
和
を
祈
り
ま
し
た
。

　寒
川
神
社
に
と
っ
て
初
め
て
と
な
る

各
寺
院
様
と
の
合
同
祭
典
で
は
あ
り
ま

し
た
が
、寒
川
町
仏
教
会
の
全
面
的
な

ご
賛
同
を
頂
き
、幾
度
も
打
ち
合
わ
せ

を
重
ね
な
が
ら
斎
行
で
き
ま
し
た
事

で
、護
国
の
英
霊
に
も
誠
が
届
い
た
こ
と

と
存
じ
ま
す
。

戦
中
戦
後
の
食
糧
事
情
を
様
々
な
資
料
と

諸
先
輩
や
親
か
ら
の
教
え
を
照
ら
し
合
わ
せ

た
と
こ
ろ
大
変
食
糧
事
情
が
厳
し
く
そ
の
日

食
べ
る
物
で
す
ら
苦
労
を
し
た
そ
う
で
す
。

ま
た
、輸
送
手
段
、冷
蔵
冷
凍
技
術
も
昨
今

に
比
べ
普
及
し
て
お
ら
ず
、使
用
す
る
食
材
も

限
り
が
あ
り
地
産
地
消
が
主
流
で
し
た
。

そ
し
て
、飲
食
業
は
国
の
方
針
に
よ
り
し
ば

ら
く
営
業
が
出
来
な
か
っ
た
時
期
も
あ
っ
た
そ

う
で
す
。以
上
を
踏
ま
え
て
当
時
の
献
立
を
推

測
し
、六
つ
切
り
弁
当
ふ
う
に
考
案
し
て
み
ま

し
た
。

あ
ら
た
め
て
、当
時
は
旬
の
食
材
を
上
手
に

使
い
、沿
岸
地
方
の
方
は
魚
、農
村
地
方
の
方
は

野
菜
を
た
く
み
に
使
用
し
て
い
た
と
思
い
、

大
変
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。

平
和
祈
願
祭
式
次
第

一
、参
進

一
、修
祓

一
、国
歌「
君
が
代
」斉
唱

一
、宮
司
・
式
師
一
拝

一
、献
饌

一
、宮
司
祝
詞
奏
上

一
、大
祓
詞
奏
上

一
、洒
水
・
奠
供（
声
明
）

一
、式
師
啓
白
文
奉
読

一
、観
音
経
読
経
・
普
回
向

一
、神
楽
奉
奏（
浦
安
四
人
舞
）

一
、玉
串
奉
奠（
宮
司
・
式
師
・
参
列
者
）

一
、撤
饌

一
、宮
司
・
式
師
一
拝

一
、退
出

式師以下僧侶による観音経読経 奉仕者全員での大祓詞奏上 祓殿での修祓

平
和
祈
念
式
典
挙
行

参
集
殿
総
料
理
長

　佐 

藤

　洋

神楽「浦安の舞」が奉奏されました

当日提供された弁当

終
戦
当
時
の
料
理
を
提
供
し
て

　合
同
平
和
祈
願
祭
の
後
、式
場
を
参
集
殿
へ
移
し

「
平
和
祈
念
式
典
」が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　式
典
で
は
、利
根
宮
司
の
式
辞
に
続
き
、寒
川
町
仏

教
会
菊
地
会
長
、寒
川
町
木
村
町
長
、星
野
衆
議
院

議
員
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
平
和
に
対
す
る
熱
い
願
い
の
籠
っ

た
挨
拶
を
頂
い
た
後
、神
楽「
榊
舞
」を
奉
奏
し
、更
な
る
平
和
が
祈
念
さ
れ
ま
し
た
。

　そ
の
後
直
会
で
は
、参
集
殿
の
総
料
理
長
に
よ
り
終
戦
当
時
の
料
理
が
提
供
さ
れ

当
時
の
食
生
活
を
偲
び
ま
し
た
。

記
念
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

し
ゅ
ば
つ

ぐ
う

け
ん
せ
ん じ

ぐ
う

お
お

し
ゃ

か
ん

か
ぐ

た
ま

て
っ
せ
ん

ぐ
し
ほ
う
て
ん

ら

ほ
う
そ
う

ふ

え

こ
う

の
ん
き
ょ
う

き
ょ
う

ど

け
い
び
ゃ
く
も
ん

す
い

て
ん

ぐ

は
ら
へ
し

そ
う
じ
ょ
う

じ

の
り

と

そ
う
じ
ょ
う

し
き

し

い
っ
ぱ
い

）
子
菓
水
（

せ
寄
天
寒
の
柑
蜜
夏

け
か
淋
ご
ち
い

）
事

　食
（

飯
御
芋

）
物

　汁
（

汁
れ
み
つ
魚

）
物
の
香
（

ん
あ
く
た

し
浸
煮
茎
芋
、
一

喜
賀
糸

芽
の
木

ち
だ
す

け
漬
酢
子
茄

ら
か
お
豆
大
・

へ
和
酢
麻
胡

の
根
蓮
と
瓜
南
、
二

煮
倉
小

　
　

げ
揚
が
ん
さ
の
鯵
、
三

・
身
さ
さ
鶏
、
四

瓜
糸
き
じ
ひ
か
お

　
　

と
ん
げ
ん
い
、
五

・
げ
揚
油
の
参
人

　
　

ら
か
お
の
豆
大

　
　

煮
年
万
の
鰯
、
六
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　本
年
、
大
東
亜
戦
争
終
戦

七
十
年
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、

犠
牲
者
の
慰
霊
と
追
悼
を
行
う

各
種
行
事
が
全
国
各
地
で
開
催

さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　寒
川
神
社
で
は
、
昭
和
四
十

五
年
よ
り
相
模
薪
能
を
開
催

ま
た
、
平
和
祈
願
祭
を
斎
行
す

る
な
ど
慰
霊
と
平
和
祈
願
を
行
っ

て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
精
神
を
引

き
継
ぐ
と
共
に
、
焦
土
と
化
し

絶
望
と
も
思
わ
れ
る
よ
う
な
境
遇

の
な
か
で
も
、
平
和
で
幸
せ
な
世

の
中
を
作
る
と
い
う
一
筋
の
希
望

を
見
出
し
、
現
在
の
繁
栄
を
も

た
ら
し
て
く
れ
た
人
々
の
尽
力
に

感
謝
申
し
上
げ
よ
う
と
、コ
ン
サ
ー

ト
を
企
画
致
し
ま
し
た
。

　コ
ン
セ
プ
ト
は
、①
昭
和
の
郷
愁

を
想
い
起
さ
せ
る
と
同
時
に
復
興

を
成
し
遂
げ
さ
せ
た
、
あ
の
活
力

を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
事
。

②「
宜
シ
ク
挙
国
一
家
子
孫
相
傳
ヘ
」

と『
終
戦
の
詔
勅
』
に
も
あ
る
よ

う
に
、
先
人
の
思
い
が
後
進
に

伝
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
事
。

と
し
平
和
を
希
求
す
る
願
い
が
音

と
な
り
、
人
々
の
魂
に
響
く
様
に
と

タ
イ
ト
ル
を『
音
魂（
お
と
だ
ま
）』

と
致
し
ま
し
た
。

終
戦
七
十
年

町
民
セ
ン
タ
ー
に
て
開
催

平
和
祈
念

お
と
　  

だ
ま

「
音
魂
」

コ
ン
サ
ー
ト

　
音
魂
コ
ン
サ
ー
ト
は
、
八
月
九
日
の
午
後
五
時
半
よ
り
、
寒
川
町

の
ご
協
力
も
得
て
、
町
民
セ
ン
タ
ー
に
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
コ
ン
サ
ー
ト
は
二
部
構
成
で
、
前
半
は
女
流
太
鼓
チ
ー
ム
の
炎
太
鼓

ユ
ニッ
ト
に
よ
る
演
舞
で
、
観
覧
者
は
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ

ン
か
ら
繰
り
出
さ
れ
る
大
き
な
音
に
魂
が
呼
び
起
さ
れ
、
リ
ズ
ム
良

く
し
な
や
か
で
繊
細
な
技
に
心
が
揺
り
動
か
さ
れ
ま
し
た
。

　
後
半
は
伊
藤
多
喜
雄
とT

A
K
iO
B
A
N
D

に
よ
る
民
謡
の
演
奏

で
、「
民
謡
界
の
さ
だ
ま
さ
し
」
を
自
称
す
る
多
喜
雄
氏
の
愉
快
な

ト
ー
ク
に
会
場
は
わ
れ
ん
ば
か
り
の
笑
い
声
に
包
ま
れ
、
ス
テ
ー
ジ
を

飛
び
越
え
観
客
席
に
お
り
て
熱
演
す
る
バ
ン
ド
の
メ
ン
バ
ー
に
大
興
奮
。

ア
ン
コ
ー
ル
の「
多
喜
雄
の
ソ
ー
ラ
ン
節
」
で
は
会
場
全
員
か
ら
手
拍
子

が
起
こ
り
、
予
定
時
間
を
超
え
て
の
大
熱
唱
に
会
場
は
大
熱
狂
と
な

り
ま
し
た
。

▲ 炎太鼓ユニットの熱演▼

▲熱唱する伊藤多喜雄氏 ▲アンコールに応えソーラン節を大合唱

▲観客席まで飛び出し演奏するヴァイオリニスト

▲
開
演
5
分
前
客
席
は
ほ
ぼ
満
席
と
な
っ
た
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　平
和
祈
念
行
事
の一
環
と
し
て
、
寒
川
神
社

少
年
館
の
館
生
に
よ
る「
飾
り
灯
籠
こ
ど
も
絵

画
展
」
が
参
道
灯

籠
を
舞
台
に
期
間

中
開
催
さ
れ
ま
し

た
。　神

道
入
門
講
座

で
勉
強
し
た
日
本

の
神
話
を
元
に

「
国
生
み
」「
天
の

岩
戸
開
き
」「
因
幡

の
白
ウ
サ
ギ
」
な
ど

を
題
材
に
元
気
よ

く
描
き
あ
げ
ま
し
た
。

　夏
休
み
に
入
り
、
美
術
講
師
の
原
田
暁
先
生
指
導
の
も
と
、
九
十
数
枚
に
も
及
ぶ
作
品
を

和
紙
に
描
き
、
ラ
ミ
ネ
ー
ト
加
工
を
施
し
た
う
え
で
、
灯
籠
の
火
袋
に
は
め
込
み
ま
し
た
。

　夕
刻
、
三
十
四
基
の
灯
籠
と
期
間
中
特
別
に
設
置
さ
れ
た
六
十
基
の
雪
洞
に
火
が
点
る
と

参
道
は
幻
想
的
な
雰
囲
気
へ
と
一
変
し
、
館
生
達
か
ら
も
大
き
な
歓
声
が
あ
が
り
ま
し
た
。

　七
十
年
前
の
日
本
で
は
空
襲
の
被
害
を
少
し
で
も
避
け
よ
う
と
、
灯
火
管
制
が
行
な
わ
れ
て

い
ま
し
た
が
、
館
生
達
が
描
い
た
色
と
り
ど
り
の

灯
籠
絵
を
見
て
平
和
の
有
り
難
さ
を
改
め
て
感
じ

る
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

　八
月
十
五
日
、
先
の
大
戦
に
て
祖
国
日
本
を
護
る
べ
く
戦
陣
に
散
り
、
戦
禍

に
倒
れ
た
英
霊
と
戦
争
犠
牲
者
の
御
霊
を
お
慰
め
し
、
世
界
の
恒
久
平
和
を
祈

念
す
る
第
四
十
六
回「
相
模
薪
能
」
が
本
殿
前
に
設
け
ら
れ
た
特
設
能
舞
台
に

て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　本
年
は
終
戦
七
十
年
平
和
祈
念
行
事
の
一
環
と
し
て
こ
の
薪
能
を
開
催
す
る

事
と
な
り
、
能
楽
師
の
中
森
貫
太
師
に
お
願
い
し
、
終
戦
七
十
年
に
相
応
し
い

演
目
を
選
曲
し
て
頂
く
と
共
に
、
舞
踊
家
の
花
柳
眞
理
子
師
に
よ
り「
長
唄

　

島
の
千
歳
」
も
披
露
頂
き
ま
し
た
。

一生懸命描きました

飾
り
灯
籠
こ
ど
も
絵
画
展

第
四
十
六
回

「
相
模
薪
能
」開
催

終
戦
七
十
年 
護
国
の
英
霊
に
捧
ぐ

万
灯
パ
レ
ー
ド

点灯中の神話画

　八
月
八
日
午
後
六
時
三
十
分
よ
り
立
正

佼
成
会
に
よ
る
万
灯
パ
レ
ー
ド
が
奉
納
さ
れ

ま
し
た
。

　毎
年
九
月
二
十
日
の
例
祭
日
に
も
奉
納
さ

れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
度
八
月
九
日
〜
十

五
日
迄
の
終
戦
七
十
年
平
和
祈
念
週
間
の
諸
行
事
の
先
駆
け
の
行
事
と
し
て
、
百
四
十
名
余
り
の
会

員
に
よ
り
賑
や
か
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

　こ
ど
も
絵
画
展
で
彩
ら
れ
た
参
道
を
通
り
、
参
拝
者
に
見
守
ら
れ
な
が
ら
進
む
光
景
は
壮
観
で

平
和
へ
の
祈
り
が
込
め
ら
れ
た
パ
レ
ー
ド
は
、
観
る
者
す
べ
て
を
魅
了
し
て
お
り
ま
し
た
。

▲能「金札」▲長唄　島の千歳

▲

御代を鎮め、弓から弦を外し剣を箱に納める
事から平和を祈念しています。
シテ…観世喜正師

▲ ▲能「海士」
命をかけて子を護った母の母性愛と
その母を弔う孝行な息子を描いた
追善供養の名大曲
シテ…中森貫太師▲狂言「簸屑」

おなじみ野村萬斎師による名演技

歌詞にある“汲めども汲めども枯
れない水”の様に永く永く日本の
平和が続くよう願い、舞踊家の
花柳眞理子師により舞われました。
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資
料
展
を
開
催

大
東
亜
戦
争
終
戦
七
十
年
平
和
祈
念

大
東
亜
戦
争
終
戦
七
十
年
平
和
祈
念
行
事
の
一
環
と
し
て

客
殿
一階
控
室
に
於
い
て
資
料
展
を
開
催
し
ま
し
た
。

今
回
の
資
料
展
は
、「
戦
地
へ
赴
く
人
々
」「
戦
時
下
の
暮
ら
し
」

「
空
襲
」「
終
戦
」「
平
和
と
復
興
　
寒
川
神
社
の
戦
後
」
の
五
つ

の
テ
ー
マ
が
設
定
さ
れ
、
戦
時
下
に
於
け
る
神
社
の
役
割
や
地
域

と
戦
争
と
の
関
わ
り
、
ま
た
戦
後
の
復
興
や
神
社
の
歩
み
、
平
和
へ

の
取
り
組
み
等
を
紹
介
致
し
ま
し
た
。
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ

毎
に
、
寒
川
神
社
を
は
じ
め
近
隣
市
町
村
の
戦
争
関
連
資
料

四
十
五
点
が
展
示
さ
れ
、
そ
の
中
で
も
寒
川
神
社
の
資
料
と
し
て

出
征
軍
人
の
無
事
を
祈
念
す
る
祝
詞
、
ま
た
神
職
が
空
襲
の

様
子
を
記
し
た
社
務
日
誌
等
、
神
社
な
ら
で
は
の
資
料
も
多
く

展
示
さ
れ
ま
し
た
。
更
に
近
隣
市
町
村
か
ら
は
、
出
征
時
の

様
子
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
寄
せ
書
き
の
日
章
旗
や
出
征
旗
、
出
征

兵
士
の
無
事
の
帰
還
を
祈
り
女
性
達
に
よ
っ
て
縫
わ
れ
た
千
人
針

等
、
当
時
の
時
代
を
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
も
の
が
多
く
展
示

さ
れ
、
実
際
に
な
か
な
か
目
に
す
る
機
会
の
少
な
い
展
示
品
は

特
に
来
場
者
の
関
心
を
集
め
て
い
ま
し
た
。

開
催
期
間
中
は
、Ｎ
Ｈ
Ｋ
を
は
じ
め
と
す
る
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ

ま
た
新
聞
等
で
も
紹
介
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
連
日
寒
川
町
や

近
隣
市
町
村
だ
け
で
な
く
、
関
東
一円
か
ら
も
多
く
の
来
場
者
が

あ
り
、
会
期
中
延
べ一
、
七
一
九
名
の
来
場
を
頂
き
、
資
料
展
は

盛
況
の
う
ち
に
終
わ
り
ま
し
た
。

神
社
所
蔵
資
料
を
始
め
、

　
　
　周
辺
地
域
の
貴
重
な
資
料
を
展
示

　
戦
争
が
激
化
し
て
い

く
中
、
多
く
の
人
々
が

兵
員
と
し
て
召
集
さ
れ

戦
地
へ
と
赴
い
て
い
き
ま

し
た
。
神
職
も
例
外
で

は
な
く
昭
和
十
三
年
九

月
に
は
、
寒
川
神
社
の

禰
宜
で
あ
っ
た
高
畠
良

雄
氏
が
召
集
さ
れ
戦
地

へ
と
出
征
し
ま
し
た
。

　
今
回
の「
終
戦
七
十
年
資
料
展
」
に
ご
来
場
頂
き
ま
し
た
方
々

に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
お
願
い
致
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
六
七
七
件
も
の

貴
重
な
ご
意
見
・
ご
感
想
を
お
寄
せ
頂
き
ま
し
た
。
そ
の
中
か
ら

一部
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ご
紹
介
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

●
今
ま
で
暮
ら
し
て
き
た
こ
の
町
で
も
戦
争
に
関
わ
っ
た
人
が
沢
山

い
た
こ
と
を
改
め
て
実
感
し
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

●
戦
中
生
ま
れ
、
戦
後
育
ち
の
私
が
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
数
あ

り
、
戦
争
中
の
事
が
偲
ば
れ
ま
し
た
。

●
戦
時
中
で
も
祭
事
を
行
っ
て
い
た
の
に
は
驚
き
ま
し
た
。
戦
時
・

戦
後
の
生
々
し
さ
が
と
て
も
伝
わ
り
、
今
一
度
戦
争
に
つ
い
て
考

え
さ
せ
ら
れ
る
資
料
展
で
し
た
。

●
様
々
な
苦
難
を
氏
子
と
共
に
し
、
心
の
拠
り
所
と
な
っ
て
い
た

寒
川
神
社
な
ら
で
は
の
良
い
企
画
だ
と
思
い
ま
す
。

　
今
回
皆
様
方
か
ら
頂
き
ま
し
た
ご
意
見
は
、
今
後
の
事
業
・
催

事
への
課
題
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

　
ご
来
場
頂
き
ま
し
た
皆
様
へ
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

写
真
資
料

「
禰
宜
高
畠
良
雄
応
召
出
発
祈
念
」

戦　時　下大　東　亜　戦　争戦　後 終戦

会期中寄せられた声

　
昭
和
十
九
年
十
一
月

頃
よ
り
日
本
各
地
へ
の

空
襲
が
激
し
く
な
り
ま

し
た
。
東
京
・
横
浜
・

横
須
賀
へ
の
空
路
に
あ
た

る
寒
川
町
で
は
連
日
の
よ

う
に
空
襲
警
報
が
鳴
り

響
い
て
お
り
、
そ
の
様
子

が
社
務
日
誌
に
も
記
載

さ
れ
て
い
ま
す
。

資
料

「
昭
和
十
九
年 

社
務
宿
直
日
誌
」

示
資
料
紹
介

展

大
東
亜
戦
争
終
戦
七
十
年 

年
表

昭
和
一
二
年
七
・
七

盧
溝
橋
事
件
勃
発

日
中
戦
争
始
ま
る

年

　号

月
　
日

世
の
中
の
動
き

寒
川
神
社
・
湘
南
地
区

一
三
年
四
・
一

国
家
総
動
員
法
制
定

一
四
年
九
・
一

第
二
次
世
界
大
戦
勃
発

四
・
一

国
民
学
校
令
施
行

一
六
年

一
二
・
八

大
東
亜
戦
争
開
戦

一
七
年
二
・
二
一

食
糧
管
理
法
制
定

七
・
九

サ
イ
パ
ン
島
が
陥
落

三
・
一
〇

東
京
大
空
襲

三
・
二
六

　
〜
六
・
二
三

沖
縄
地
上
戦

五
・
二
九

横
浜
大
空
襲

八
・
九

長
崎
に
原
爆
投
下

一
一
・
三

日
本
国
憲
法
公
布

二
三
年
一
一
・
一
二

東
京
裁
判
結
審

A
級
戦
犯
七
名
に
判
決

二
六
年
九
・
八

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

講
和
条
約
調
印

一
五
年
一
一
・
一
〇

皇
紀
二
六
〇
〇
年

祝
賀
行
事
開
催

寒
川
村
　
祝
賀
に
合
わ
せ
町
制
を
施
行

寒
川
神
社
ご
神
前
で
浦
安
舞
奉
奏

四
・
一
八

米
軍
、日
本
を
初
空
襲

東
京
爆
撃
後
の
B
２
５
が
町
内
に
も
飛
来

一
八
年
三
・
一
〇

相
模
海
軍
工
廠
の
前
身
工
場
で

爆
破
事
故
　
死
者
三
〇
名
余

五
・
一

寒
川
町
に
帝
国
海
軍
唯
一の
化
学
兵
器

工
廠
で
あ
る
相
模
海
軍
工
廠
開
廠

一
九
年
六

学
童
疎
開
始
ま
る

県
内
横
浜
市
・
川
崎
市
・
横
須
賀
市
が

学
童
疎
開
の
対
象
と
な
る

八
・
二
二

横
須
賀
市
豊
島
国
民
学
校
生
徒
が

寒
川
町
国
民
学
校
に
学
童
疎
開

二
〇
年
二
・
一
〇

寒
川
町
小
動
に
爆
弾
三
個
投
下

（
町
内
初
の
空
襲
）

二
・
一
六

　
〜
一
七

相
模
海
軍
工
廠
機
銃
掃
射
を
受
け
る

七
・
一
六

　
〜
一
七

平
塚
空
襲
　
焼
夷
弾
四
四
七
、

七
一六
本
投
下
・
死
者
三
四
三
名

茅
ヶ
崎
市
で
も
一、〇
〇
〇
発
を
超
え
る

焼
夷
弾
で一〇
名
が
死
亡

七
・
三
〇

藤
沢
市
辻
堂
の
関
東
特
殊
製
鋼

（
現
在
の
テ
ラ
ス
モ
ー
ル
・
死
者
四
名
）

平
塚
爆
撃
　
死
者
二
〇
名

八
・
六

広
島
に
原
爆
投
下

茅
ヶ
崎
市
西
久
保
の
変
電
所
が

空
襲
被
害

八
・
一
五

大
東
亜
戦
争
終
戦

午
前
九
時
寒
川
神
社
で

時
難
克
服
皇
国
必
勝
祈
願
祭
斎
行

九
・
五

相
模
海
軍
工
廠
を
進
駐
軍
が
接
収

一
二
・
二
八

宗
教
団
体
法
が
廃
止

宗
教
法
人
令
施
行

寒
川
神
社
　
宗
教
法
人
と
し
て

運
営
さ
れ
る

一
〇
・
九

横
須
賀
市
立
豊
島
国
民
学
校
の

学
童
疎
開
が
終
了

寒
川
国
民
学
校
生
徒
の

見
送
り
の
下
　
帰
校

二
二
年

二
一
年

四
・
一

新
学
制
の
下
　
寒
川
国
民
学
校
が

寒
川
町
立
寒
川
小
学
校
と
改
名

二
五
年
七
・
一

平
塚
市
の
復
興
を
記
念
し
て

平
塚
復
興
ま
つ
り

（
現
湘
南
ひ
ら
つ
か
七
夕
ま
つ
り
）
開
催

四
〇
年
八
・
一
五

寒
川
町
宮
山
住
民
の
総
意
に
よ
り

平
和
の
塔
「
和
光
」
が

寒
川
神
社
神
鹿
苑
に
建
立

四
五
年
八
・
一
五

寒
川
神
社
　
終
戦
記
念
日
に
護
国
の

英
霊
を
偲
び
世
界
平
和
を
願
う
為

「
相
模
薪
能
」
公
演
始
ま
る

平
成

　九
年
一
〇
・
二

寒
川
神
社
　
紀
元
二
六
五
〇
年
を

奉
祝
し
て
本
殿
遷
座
祭
斎
行

二
二
年
八
・
一
五

宮
山
神
社
境
内
に
移
設
さ
れ
た

平
和
の
塔
「
和
光
」
前
で
の

平
和
祈
願
祭
が
始
ま
る

二
七
年
八
・
九

寒
川
神
社
　
平
和
祈
願
祭
並
び
に

平
和
祈
念
行
事
が
行
わ
れ
る
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祝 祭日には 国 旗を掲 げましょう
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【表紙写真説明】
平和祈念週間中
ライトアップされた社殿

9月19日（土）
　午後１時　宵宮祭
　午後２時　流鏑馬神事
9月20日（日）
　午前10時　例祭

終
戦
直
前
の
昭
和
天
皇
が
国
民
を
思
う
大
御
心
や
、内
閣・軍
部
、そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
の
苦
悩

や
葛
藤
を
中
心
に
描
か
れ
た
映
画「
日
本
の
い
ち
ば
ん
長
い
日
」が
平
和
祈
念
行
事
と
時
を
同
じ

く
し
て
公
開
さ
れ
た
。昨
年
来
神
社
内
や
仏
教
会
、町
役
場
と
の
打
ち
合
わ
せ
を
重
ね
、無
事
一

連
の
行
事
を
完
了
す
る
こ
と
が
出
来
た
。担
当
部
署
と
し
て「
い
ち
ば
ん
長
い
夏
」が
終
わ
り
、感

慨
深
い
。御
助
言
や
御
協
力
を
頂
い
た
関
係
者
各
位
に
心
か
ら
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

編
集

後
記

2 宮司挨拶

3 寒川町仏教会会長挨拶／寒川町町長挨拶

4－5 平和祈願祭斎行／平和祈念式典開催

6－7 音魂コンサート開催

8 第四十六回相模薪能開催

9 灯籠こども絵画展／万灯パレード実施

10－11 終戦七十年資料展開催

12 例祭案内／編集後記
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