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神
嶽
山
神
苑

か
ん

た
け

や
ま

し
ん

え
ん

神苑で大神さまとのご神縁を深めましょう

3
月
1
日
㈰
よ
り
開
苑
予
定

茶屋「和楽亭」にて抹茶と和菓子をお楽しみいただけます。（500円より思し召し）
石舞台にて神楽舞と雅楽の奉奏を開催致します。 期日は決まり次第、神社ホームページへ掲示致します。

神苑内
では

【神苑に春の訪れを告げる白梅】
※例年3月上旬が見頃です。

節分祭のご案内

高座氏子総代会主催

第44回伊勢参宮旅行のご案内

　立春の前日である2月3日㈪、邪気災厄を祓い開運招福を願う「節
分祭」が斎行され、古式に則り、追

つ い

儺
な

神事が執り行われた後、特設櫓
やぐら

より豆撒きを行います。
　この神事に奉仕される年男・年女の皆様を下記により募集致します。

　毎年多くの氏子崇敬者のご参加
をいただき実施しております伊勢参
宮旅行は本年で44回目を迎えます。
　清き川の流れと、緑深き静寂の
森。「日本人の心のふるさと」伊勢
の神宮で、その荘厳な空気を五感
で体験してみませんか？
　本年は伊勢の神宮の他、神宮
の関連施設を見学、散策する行程
となっております。皆様お誘い合わ
せの上、ご参加ください。
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祈
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6
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旦
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末
社
歳
旦
祭

	

2
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追つ
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3
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8
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節
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顕
彰
奉
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祈
年
祭
並
田
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3毎 	
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時	

天
長
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月	

20
日	

10
時	

安
藤
由
勝
大
人
命

	
	
	

　

伊
集
院
直
彦
大
人
命

	
	
	

　
　
　

他
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の
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霊
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13
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末
社
御
祖
神
社

	
	
	

　
　

春
季
霊
祭
並
合
祀
祭

	

〃	
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宮
山
役
員
改
選
奉
告
祭

　

月	

1
日
・
20
日 

8
時
30
分　

月
次
祭

（
1
月
1
日
除
く
）
　

〔要　項〕
■日　　時	 2月3日㈪
 午前11時
 （町内在住の方）
 午後2時
 （町外在住の方）
■初 穂 料 	金1万円
■申　　込	 神社窓口へ直接お申込みください
■〆　　切	 1月25日㈯
	 ※祭典にご参列	いただいた後、豆撒きをしていただき、
	 　参集殿にて直

なおらい

会をご用意しております。

〔要　項〕
■日　　時	 3月8日㈰〜3月10日㈫
■募集定員	 120名
■参 加 費 	48,000円
　　　　 （交通費・宿泊費・食事代・傷害保険料・
 神宮神楽料含む）
 ※宿泊の同部屋希望は追加料金あり
■〆　　切	 1月30日㈭　※定員に達し次第〆切となります。
お申込み・お問合せ  寒川神社総務課 ☎0467（75）0004㈹
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令
和
２
年
庚
子
歳
の
新
春
を
迎
え
、
謹
ん

で
聖
寿
の
万
歳
と
御
皇
室
の
弥
栄
を
言
祝
ぎ
、

国
家
の
隆
昌
、
世
界
の
恒
久
平
和
を
衷
心
よ

り
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

　

畏
く
も
天
皇
陛
下
に
お
か
せ
ら
れ
ま
し
て

は
、
昨
年
５
月
１
日
に
践
祚
の
儀
を
経
て
人

皇
第
126
代
の
宝
祚
を
継
が
せ
ら
れ
、
新
し
い

「
令
和
」
の
御
代
が
は
じ
ま
り
ま
し
た
こ
と
は

誠
に
お
目
出
度
く
慶
賀
に
堪
え
ま
せ
ん
。
当

神
社
に
お
き
ま
し
て
も
、
昨
年
は
天
皇
陛
下

御
即
位
を
奉
祝
申
し
上
げ
る
種
々
の
行
事
を

実
施
し
、
町
内
外
多
く
の
皆
様
と
と
も
に
陛

下
に
感
謝
の
誠
を
捧
げ
る
こ
と
が
叶
い
ま
し

た
こ
と
は
、
恐
悦
至
極
に
存
ず
る
と
こ
ろ
で

あ
り
、
ご
協
力
賜
り
ま
し
た
関
係
各
位
に
改

め
て
深
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

さ
て
、
当
神
社
で
は
町
民
及
び
近
隣
の
方
々

へ
の
社
会
奉
仕
の
一
念
の
も
と
、「
宗
教
法
人

寒
川
神
社 

寒
川
病
院
」「
介
護
老
人
保
健
施

設 

神
恵
苑
」
の
運
営
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

特
に
、
寒
川
病
院
は
「
宗
教
法
人
」
と
し
て

運
営
し
て
お
り
、
神
社
が
運
営
す
る
病
院
と

し
て
は
全
国
的
に
見
て
も
非
常
に
珍
し
い
施

設
で
あ
り
ま
す
。
当
神
社
で
は
、
こ
の
２
つ

の
施
設
を
通
じ
て
、
地
域
の
皆
様
と
の
繋
が

り
を
大
切
に
し
な
が
ら
、「
医
療
」
と
「
介
護
」

に
対
し
て
「
宗
教
」
と
い
う
側
面
か
ら
「
何

か
お
役
に
立
て
な
い
か
」
と
い
う
こ
と
を
模

索
し
続
け
、
寒
川
病
院
は
過
日
創
立
よ
り
50

年
を
迎
え
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
こ
数
年
で
当

神
社
の
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
が
開
始
よ
り
50
年

と
い
う
節
目
を
迎
え
て
お
り
、
当
神
社
に
と

り
ま
し
て
は
、
非
常
に
喜
ば
し
い
慶
事
が
続

い
て
お
り
ま
す
。
当
神
社
の
約
一
六
〇
〇
年

の
歴
史
の
中
で
、
50
年
と
い
う
の
は
長
く
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
半
世
紀
に
も
亘
り
継
続
で

き
て
い
る
こ
と
は
、
先
人
た
ち
の
努
力
の
賜

物
に
外
な
ら
ず
、
こ
の
継
続
が
次
の
50
年
へ

と
繋
が
り
新
た
な
歴
史
を
紡
い
で
い
く
の
だ

と
存
じ
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
、
神
社
神
道
は
「
殊
更
に
『
言

挙
げ
』
を
し
な
い
宗
教
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
て

き
ま
し
た
。「
言
挙
げ
」
と
は
「
言
葉
に
し
て

明
確
に
表
現
す
る
こ
と
」
を
い
う
の
で
す
が
、

日
本
で
は
古
く
か
ら
、
あ
え
て
言
挙
げ
を
す
る

こ
と
な
く
「
あ
い
ま
い
な
部
分
」
を
尊
ぶ
文
化

が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
世
に
あ
ふ
れ
る
物

事
は
、そ
れ
が
「
善
」
な
の
か
「
悪
」
な
の
か
、

「
正
し
い
」
の
か
「
正
し
く
な
い
」
の
か
、
と

明
確
に
で
き
な
い
こ
と
が
大
半
で
す
。
そ
れ
を

突
き
詰
め
よ
う
と
す
れ
ば
当
然
争
い
が
お
こ
る

の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
考
え
す
ら
絶
対
に

正
し
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

さ
ら
に
、
近
年
の
急
速
な
グ
ロ
ー
バ
ル
化

に
よ
っ
て
、
諸
外
国
の
文
化
が
ど
ん
ど
ん
浸

透
し
て
お
り
ま
す
。
日
本
に
比
べ
て
諸
外
国
、

特
に
欧
米
の
文
化
と
い
う
の
は
、
自
分
の
意

見
を
は
っ
き
り
と
表
現
す
る
文
化
で
す
の
で
、

そ
れ
に
伴
っ
て
そ
の
国
の
宗
教
と
い
う
の
も

日
本
の
そ
れ
と
は
か
な
り
考
え
方
が
違
い
ま

す
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
日
本
が
正

し
く
、
他
は
間
違
い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は

決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
は
、
異
な
る

考
え
方
の
者
同
士
が
、
い
が
み
合
う
こ
と
な

く
共
存
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
く
こ
と
が

肝
要
で
あ
り
ま
す
。

　

少
し
前
の
日
本
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
家
庭

で
三
世
代
の
家
族
が
一
つ
屋
根
の
下
で
生
活

し
、
地
域
と
の
繋
が
り
も
密
で
あ
っ
た
た
め
、

小
さ
い
子
ど
も
は
多
く
の
大
人
た
ち
か
ら
、

自
然
と
多
く
の
こ
と
を
教
え
ら
れ
て
育
っ
て

い
ま
し
た
が
、
現
代
で
は
核
家
族
化
が
進
み
、

子
ど
も
が
大
人
と
接
す
る
時
間
が
減
っ
て
き

て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

　

そ
の
中
で
、
我
々
に
で
き
る
こ
と
は
、「
言

挙
げ
し
な
い
宗
教
」か
ら
、正
し
い
こ
と
を
「
言

挙
げ
す
る
宗
教
」
へ
の
転
換
で
あ
る
と
考
え

ま
す
。
た
だ
し
、
た
だ
闇
雲
に
「
言
挙
げ
」

す
る
の
で
は
な
く
、
日
本
人
が
本
来
持
っ
て

い
る
「
あ
い
ま
い
な
部
分
を
受
け
入
れ
る
寛

容
な
心
」
を
大
切
に
守
り
な
が
ら
、
そ
の
素

晴
ら
し
さ
・
日
本
人
ら
し
さ
を
後
世
に
伝
え

る
た
め
、世
界
に
発
信
す
る
た
め
に
「
言
挙
げ
」

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

外
務
省
に
よ
る
と
、「
令
和
」
と
い
う
元
号

は
英
語
で
説
明
す
る
場
合
“B

eautiful 
H

arm
ony

”
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
よ
う
で
す
。

世
界
が
抱
え
る
問
題
は
山
積
し
て
お
り
ま
す

が
、
日
本
人
が
有
す
る
「
美
し
い
調
和
」
の

心
で
、
今
後
も
地
域
と
手
を
携
え
続
け
て
い

く
こ
と
が
世
界
平
和
へ
の
一
助
と
な
る
こ
と
を

確
信
し
て
お
り
ま
す
。

　

御
参
拝
の
皆
様
に
は
、
今
後
と
も
お
力
添

え
を
賜
わ
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
と
と
も
に
、
寒
川
大
明
神
様
の
広
大
無
辺

な
八
方
除
の
御
神
徳
を
余
す
こ
と
な
く
受
け

ら
れ
ま
し
て
、
幸
多
き
年
を
お
過
ご
し
に
な

ら
れ
ま
す
こ
と
を
祈
念
申
し
上
げ
、
年
頭
の

ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

令
和
2
年　

年
頭
の
ご
挨
拶
宮 

司　

利 

根  

康 

教
23



社
頭
動
静

鈴
の
音

寒
川
さ
ん
の

ね

※

鈴
の
音
を「
祈
り
」の
象
徴
と
と
ら
え
、当
神
社
の
折
々
の
出
来
事
を

　そ
の
音
に
乗
せ
て
皆
様
に
お
伝
え
す
る
と
い
う
意
味
を
込
め
ま
し
た
。

神嘗奉祝祭

神宮大麻頒布始奉告祭

教養研修会

菊花写真並びに篤志奉献感謝祭式典

大嘗祭当日祭「豊栄舞」

点
の
写
真
が
境
内
を
彩
り
ま
し
た
。

　

11
月
23
日
に
は
責
任
役
員
、
菊
花
写
真

展
の
出
品
者
参
列
の
も
と
「
菊
花
写
真
並

び
に
篤と

く

志し

奉
献
感
謝
祭
」
が
斎
行
さ
れ
ま

し
た
。
昨
年
は
、
7
月
の
日
照
不
足
、
そ

の
後
の
猛
暑
、
そ
し
て
大
型
台
風
の
関
東

地
方
直
撃
な
ど
、
特
に
菊
花
に
と
っ
て
は

非
常
に
厳
し
い
気
象
条
件
で
は
あ
り
ま
し

た
が
、
皆
様
方
の
絶
え
間
な
い
ご
尽
力
に

よ
っ
て
、
見
事
な
作
品
を
出
品
い
た
だ
き

ま
し
た
。
祭
典
終
了
後
に
は
、
当
神
社
参

集
殿
に
お
い
て
式
典
が
開
催
さ
れ
、
神
社

へ
の
多
大
な
奉
納
に
対
す
る
感
謝
状
の
授

与
と
、
第
52
回
菊
花
写
真
展
に
入
賞
さ
れ

た
方
（々
御
芳
名
は
16
・
17
ペ
ー
ジ
に
記
載
）

の
表
彰
を
執
り
行
い
ま
し
た
。

　

伊
勢
の
神
宮
に
お
い
て
年
間
に
行
わ
れ

る
祭
典
は
約
１
５
０
０
を
数
え
ま
す
。
そ

の
多
く
の
祭
典
の
中
で
、
最
重
儀
と
さ
れ

る
の
が
「
神か

ん
な
め
さ
い

嘗
祭
」
で
す
。
そ
の
年
に
収
穫

さ
れ
た
新
穀
を
天あ

ま

照て
ら
す

大お
お

御み

神か
み

に
捧
げ
て
、

そ
の
恵
み
に
対
し
て
感
謝
す
る
祭
典
で

あ
っ
て
、
神
宮
で
は
祭
典
と
と
も
に
御
装

束
と
祭
器
具
等
が
一
新
さ
れ
ま
す
。
20
年

に
一
度
斎
行
さ
れ
る
「
式
年
遷
宮
」
は
大

規
模
な
神
嘗
祭
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
て

お
り
、
式
年
遷
宮
後
最
初
の
神
嘗
祭
を
特

に
「
大
神
嘗
祭
」
と
も
い
い
ま
す
。

　

10
月
17
日
に
は
皇
大
神
宮（
内
宮
）
に

お
い
て
、
天
皇
陛
下
が
遣
わ
さ
れ
た
勅

ち
ょ
く

使し

に
よ
り
奉ほ
う
べ
い幣
（
お
供
え
）
が
行
わ
れ
、
同

日
に
天
皇
陛
下
に
お
か
せ
ら
れ
て
は
皇
居

内
の
神し

ん

嘉か

殿で
ん

に
て
皇
大
神
宮
を
御
遥
拝
に

な
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
日
本
人
の
生

活
の
根
源
と
も
い
え
る
重
要
な
祭
典
が
斎

行
さ
れ
る
当
日
に
、
当
神
社
で
も
神
嘗
奉

祝
祭
を
斎
行
し
て
、
神
宮
を
遥
拝
致
し
ま

し
た
。

　

11
月
7
日
、
神
奈
川
県
神
社
庁
相
模
湘

南
支
部
の
神じ

ん
ぐ
う宮
大た
い

麻ま

暦れ
き

頒は
ん

布ぷ

始は
じ
め

奉ほ
う
こ
く告
祭さ
い

が

管
内
の
各
神
社
の
宮
司
参
列
の
も
と
、
斎

行
さ
れ
ま
し
た
。

　

神
宮
大
麻
と
は
、
伊
勢
の
神
宮
の
御
祭

神
で
あ
り
、
皇
室
の
祖
先
神
・
日
本
人
の

総
氏
神
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
、
天
照
大
御
神

様
が
宿
っ
た
神
札
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

伊
勢
の
神
宮
よ
り
神
社
本
庁
、
各
都
道
府

県
の
神
社
庁
を
通
じ
て
、
年
末
ま
で
に
神

宮
大
麻
と
神
宮
暦
が
全
国
崇
敬
者
へ
頒
布

さ
れ
ま
す
。
新
年
を
迎
え
る
に
あ
た
り
神

宮
大
麻
を
氏
神
様
の
神
札
と
と
も
に
神
棚

に
お
祀
り
し
て
、
大
御
神
様
の
御
加
護
を

い
た
だ
き
、
そ
の
年
の
家
内
安
全
を
お
祈

り
く
だ
さ
い
。

　

11
月
6
・
7
日
、
恒
例
の
神
奈
川
県
神
社

庁
相
模
湘
南
支
部
主
催
の
教
養
研
修
会
が

当
神
社
参
集
殿
に
て
2
日
間
に
亘
り
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
今
回
は
、
京
都
産
業
大
学

名
誉
教
授
・
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
教
授 

所と
こ
ろ

功い
さ
お

氏
を
講
師
と
し
て
お
招
き
し
て
、「
令
和

改
元
と
即
位
礼
・
大だ

い

嘗じ
ょ
う

祭さ
い

の
意
義
」
を
テ
ー

マ
に
、
改
元
か
ら
大
嘗
祭
に
至
る
ま
で
の

御
即
位
の
意
義
を
詳
細
な
説
明
と
と
も
に

講
義
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

先
生
の
お
話
を
通
し
て
、
天
皇
陛
下
の

神
々
へ
の
感
謝
と
国
家
国
民
の
安
寧
を
願

う
祈
り
の
深
さ
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
、

国
民
の
幸
せ
を
第
一
に
願
う
天
皇
皇
后
両

陛
下
の
思
い
を
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る

研
修
会
と
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
年
の
新
穀
を
神
々
に
お
供
え
し
感

謝
を
捧
げ
る
秋
祭
り
の
こ
と
を
「
新に

い
な
め
さ
い

嘗
祭
」

と
い
い
、
当
神
社
で
も
毎
年
11
月
23
日
に

斎
行
し
て
お
り
ま
す
が
、
昨
年
に
限
り
天

皇
陛
下
の
御
即
位
に
際
し
宮
中
で
「
大
嘗

祭
」
が
斎
行
さ
れ
た
の
に
あ
わ
せ
、
11
月

14
日
に
新
嘗
祭
に
代
わ
り
「
大
嘗
祭
当
日

祭
」
を
斎
行
し
、
責
任
役
員
を
は
じ
め
多

く
の
氏
子
崇
敬
者
の
皆
様
に
ご
参
列
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

大
嘗
祭
は
、
天
皇
陛
下
が
御
即
位
後
最

初
に
行
わ
れ
る
新
嘗
祭
の
こ
と
で
、
天
皇

御
一
代
に
一
度
し
か
行
わ
れ
な
い
、
皇
位

継
承
に
関
連
す
る
諸
行
事
の
中
で
も
特
に

重
要
な
位
置
づ
け
の
祭
祀
で
す
。
大
嘗
祭

の
た
め
に
建
築
さ
れ
る
大

だ
い
じ
ょ
う
き
ゅ
う

嘗
宮
（
悠ゆ

き紀

殿で
ん

・
主す

き基
殿で
ん

を
中
心
と
し
て
複
数
の
建
物

で
構
成
さ
れ
る
）
に
て
古
式
に
則
り
斎
行

さ
れ
、
天
皇
陛
下
御
自
ら
新
穀
を
神
々
に

お
供
え
さ
れ
た
後
、
御
自
身
も
お
召
し
上

が
り
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
神
々
へ
は
、

全
国
各
地
で
採
れ
た
米
や
粟
、
各
地
の
名

産
品
で
あ
る
野
菜
・
果
物
・
海
の
幸
な
ど

（
庭

に
わ
づ
み
の積
机つ
く
え

代し
ろ
も
の物
と
い
う
）
が
供
え
ら
れ
、
国

家
・
国
民
の
安
寧
や
五
穀
豊
穣
を
感
謝
、

祈
念
さ
れ
る
国
を
挙
げ
て
の
祭
祀
で
あ
る

と
い
え
ま
す
。

　

当
神
社
で
は
、
大
嘗
祭
が
斎
行
さ
れ
る

当
日
11
月
14
日
に
「
大
嘗
祭
当
日
祭
」
を

斎
行
し
、
天
皇
陛
下
御
即
位
の
奉
祝
と
秋

の
豊
か
な
稔
り
に
感
謝
申
し
上
げ
、
近
隣

の
生
産
者
よ
り
丹
精
込
め
て
作
ら
れ
た
新

米
・
野
菜
・
果
物
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
も
の

が
御
神
前
に
奉
納
（
奉
納
者
の
御
芳
名
は

15
ペ
ー
ジ
に
記
載
）
さ
れ
ま
し
た
。
祭
典

後
は
、
当
神
社
参
集
殿
に
場
所
を
移
し
、

日
本
青
年
協
議
会
月
間
『
祖
国
と
青
年
』

編
集
長 

鈴す
ず

木き

由よ
し

充み
つ

氏
を
お
招
き
し
、「
皇

位
継
承
と
大
嘗
祭
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
ご

講
演
賜
り
、
大
嘗
祭
の
意
義
を
深
く
学
ぶ

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

11
月
10
日
よ
り
23
日
ま
で
の
間
、
52
回

目
を
迎
え
る
寒
川
神
社
菊
花
写
真
展
が
神

社
内
庭
・
回
廊
に
て
開
催
さ
れ
、
約
250
点

の
色
と
り
ど
り
の
菊
花
と
と
も
に
神
社
の

四
季
を
色
彩
豊
か
に
撮
影
い
た
だ
い
た
120

寒川町自衛消防隊
消火技術大会
　10月28日、さむかわ中
央公園にて寒川町消防隊
消火技術大会が開催され、
当神社からも男子・女子の
２チームが出場しました。3つの部門に、町内15の事業所か
ら20チームが出場する中、当神社のチームは日頃の訓練の
成果を発揮し、屋内消火栓女子の部で優勝（会長賞）、小型
ポンプ操法男子の部で議長賞を獲得しました。この成果を糧
にして、今後も神社全体の防災に努めてまいります。

日本大通り
流鏑馬騎射式
　10月27日、ラグビーワー
ルドカップ 2019TM 準決勝
開催にあわせ、神奈川県
庁前にて「令和元年日本

大通り流
や ぶ さ め

鏑馬騎射式」が行われ、当神社からも1名の射手
が奉仕しました。
　公道を封鎖しての流鏑馬は首都圏では初めてのことであ
り、会場の都合で的は１つだけとなりましたが、外国人も多く
見物に訪れ、日本の伝統武芸に酔いしれました。

菊
花
写
真
並
び
に
篤
志
奉
献
感
謝
祭

大
嘗
祭
当
日
祭

神
嘗
奉
祝
祭

神
宮
大
麻
暦
頒
布
始
奉
告
祭

教
養
研
修
会

10
月 

1
日 

職
員
防
災
訓
練

 

6
日 

末
社
宮
山
神
社
神
幸
祭

  

13
日 

第
７
回
相
模
塾

 

15
日 

人
形
感
謝
祭

 

〃　 

相
模
國
式
内
社
の
會
総
会

 

17
日 

神
嘗
奉
祝
祭

 

22
日 

即
位
礼
当
日
神
社
に
於
て
行
う
祭
祀

 

〃　 

天
皇
陛
下
御
即
位
神
輿
渡
御
行
事

11
月 

3
日 

明
治
祭

 

6
日
・
7
日 

相
模
湘
南
支
部
教
養
研
修
会

 

7
日 

相
模
湘
南
支
部

 
 

　

神
宮
大
麻
暦
頒
布
始
奉
告
祭

 

10
日
〜
23
日 

第
52
回
菊
花
写
真
展

 

12
日 

臨
時
大
祓

 

14
日 

大
嘗
祭
当
日
祭

 

23
日 

菊
花
写
真
並
び
に
篤
志
奉
献
感
謝
祭

 

25
日 

神
嶽
山
神
苑
開
苑
十
周
年
奉
告
祭

 
 

　

併
せ
て
献
茶
式
・
記
念
式
典

12
月 

14
日 

煤す
す
は
ら
い拂
祭

 

17
日 

第
41
回
世
界
連
邦
平
和
促
進

 
 

　

全
国
宗
教
者
・
信
仰
者

 
 

　
　

神
奈
川
・
寒
川
大
会

 

20
日 

迎
春
神
話
ね
ぶ
た
設
置

 

21
日 

第
8
回
相
模
塾（
第
１
期
生
修
了
式
）

 

31
日 

師
走
大
祓
式
並
除
夜
祭

 

〃　 

神
徳
感
謝
祭

毎
月
１
日
・
20
日  

月
次
祭

祭
典
・
行
事
の
ご
報
告
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畏
く
も
天
皇
陛
下
に
お
か
せ
ら
れ
ま
し
て

は
、
10
月
22
日
午
後
１
時
、
黄こ

う

櫨ろ

染ぜ
ん

御の
ご

袍ほ
う

を

お
召
し
の
上
、
皇
居
正
殿「
松
の
間
」の
高た

か

御み

座く
ら

に
登
ら
れ
、
そ
の
即
位
を
全
国
民
・
諸
外

国
に
対
し
高
ら
か
に
宣
明
遊
ば
さ
れ
る「
即

位
礼
正
殿
の
儀
」に
臨
ま
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
国
家
的
な
慶
事
に
あ
わ
せ
、
当
神
社

で
は
同
日
午
前
10
時
よ
り
「
即
位
礼
当
日
神

社
に
於
て
行
う
祭
祀
」
が
責
任
役
員
を
は
じ

め
多
く
の
氏
子
崇
敬
者
・
神
社
関
係
者
参
列

の
も
と
厳
粛
に
斎
行
さ
れ
、
引
き
続
き
参
集

殿
に
お
い
て
記
念
式
典
が
、
さ
ら
に
午
後
か

ら
は
神
輿
渡
御
行
事
の
ほ
か
種
々
の
奉
祝
行

事
が
盛
大
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

午
前
中
の
降
雨
か
ら
天
候
が
一
転
し
、
午

後
は
風
は
強
か
っ
た
も
の
の
晴
れ
間
も
見
え

は
じ
め
る
中
、
午
後
２
時
よ
り
奉
祝
神
輿
渡

御
が
は
じ
ま
り
ま
し
た
。
ま
ず
、
寒
川
駅
前

公
園
に
当
神
社
を
は
じ
め
と
し
た
寒
川
町
内

に
鎮
座
す
る
菅
谷
神
社
・
倉
見
神
社
・
八
幡

大
神
の
計
４
社
４
基
の
神
輿
が
集
結
し
、
式

典
が
開
催
さ
れ
、
当
神
社
利
根
宮
司
の
祝
詞

奏
上
後
、
巫
女
４
名
に
よ
り
神
楽
舞
が
奉
納

さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
多
く
の
方
々
に
見
送

ら
れ
な
が
ら
、
当
神
社
所
有
の
流
鏑
馬
奉
仕

馬
「
平
安
」
号
に
騎
乗
し
た
利
根
宮
司
を
先

頭
に
寒
川
神
社
へ
向
け
て
渡
御
行
事
が
は
じ

ま
り
ま
し
た
。
お
囃
子
な
ど
多
く
の
町
民
の

方
が
渡
御
列
次
に
加
わ
り
な
が
ら
、
沿
道
に

は
日
の
丸
の
小
旗
を
振
る
方
々
も
大
勢
集
ま

り
、
相
州
神
輿
特
有
の
「
甚じ

ん

句く

」
の
掛
け
声

と
と
も
に
、
寒
川
町
商
工
会
前
、
寒
川
郵
便

局
前
、
表
参
道
、
寒
川
神
社
へ
と
長
い
列
を

つ
く
り
、
賑
や
か
に
、
威
勢
よ
く
練
り
歩
き

ま
し
た
。

　

還
幸
が
近
づ
く
午
後
４
時
頃
か
ら
は
、
浅

野
太
鼓（
石
川
県
）に
所
属
す
る
女
性
グ
ル
ー

プ
「
焱

ほ
の
お

太だ
い

鼓こ

」
の
力
強
い
迎
え
太
鼓
が
披
露

さ
れ
る
中
、
本
殿
前
に
神
輿
が
集
結
し
ま
し

た
。
当
神
社
の
長
い
歴
史
の
中
で
寒
川
町
内

の
４
基
の
神
輿
が
神
門
を
く
ぐ
り
本
殿
前
に

集
合
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
前
例

が
な
く
、
そ
の
貴
重
な
光
景
を
一
目
見
よ
う

と
多
く
の
方
が
訪
れ
、
境
内
は
正
月
さ
な
が

ら
の
人
出
と
な
り
ま
し
た
。

　

引
き
続
き
、
午
後
５
時
よ
り
「
遠
州
新
居 

手
筒
花
火
（
静
岡
県
湖
西
市
）」
の
花
火
師

30
名
に
よ
る
奉
祝
花
火
が
豪
快
に
披
露
さ
れ

ま
し
た
。現
地
で
は
、す
さ
ま
じ
い
火
花
の
中
、

御
幣
を
背
に
つ
け
た
花
火
師
か
ら
解
き
放
た

れ
る
火
花
は
聖
な
る
火
と
さ
れ
、
そ
の
火
花

を
受
け
る
こ
と
で
御
神
徳
を
い
た
だ
け
る
と

い
わ
れ
て
お
り
、
大
迫
力
の
光
景
に
、
境
内

か
ら
は
大
き
な
歓
声
が
上
が
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、特
設
舞
台
で「
焱
太
鼓
」
の
皆
様

に
よ
る
演
奏
が
行
な
わ
れ
、
女
性
な
ら
で
は

の
品
や
か
さ
と
、
北
陸
地
方
独
特
の
リ
ズ
ム

が
観
衆
全
員
の
心
と
体
に
響
き
渡
り
ま
し
た
。

　

ま
た
日
が
落
ち
る
頃
か
ら
は
、
社
殿
と
神

門
に
当
日
限
り
の
色
鮮
や
か
な
ラ
イ
ト
ア
ッ

プ
が
施
さ
れ
、
普
段
で
は
感
じ
る
こ
と
が
で

き
な
い
幽
玄
な
雰
囲
気
の
中
、
天
皇
陛
下
の

御
即
位
を
奉
祝
申
し
上
げ
た
１
日
が
滞
り
な

く
幕
を
下
ろ
し
ま
し
た
。

　

本
行
事
は
、
当
神
社
以
外
に
も
寒
川
町
観

光
協
会
と
の
共
催
と
し
て
、
寒
川
町
全
体
の

奉
祝
機
運
を
高
揚
さ
せ
る
た
め
に
開
催
さ
れ

た
行
事
で
す
。

　

当
神
社
の
み
な
ら
ず
、
全
町
民
を
挙
げ
て

の
奉
祝
行
事
と
な
り
得
た
の
は
、
氏
子
崇
敬

者
の
方
々
の
神
社
を
思
っ
て
く
だ
さ
る
信
仰

心
の
賜
物
に
外
な
ら
ず
、
今
上
陛
下
へ
の
報

恩
感
謝
の
誠
を
捧
げ
る
こ
と
へ
と
つ
な
が
り

ま
し
た
。
行
事
開
催
に
あ
た
り
、
ご
協
力
い

た
だ
き
ま
し
た
関
係
各
位
に
改
め
て
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
。

天
皇
陛
下
御
即
位

奉
祝
行
事　

盛
大
に
開
催

即
位
礼
当
日
神
社
に
於
て
行
う
祭
祀

【左頁写真説明】
①国旗と横断幕を先頭に
②遠州新居 手筒花火
③「焱太鼓」演奏
④祭典「人長舞」
⑤奉祝神輿渡御
⑥「平安」号に騎乗する宮司
⑦本殿前に神輿が集結

①

②③

⑥ ⑤ ④
⑦
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御
社
殿
御
造
営
竣
功
10
年
を
記
念
し

て
整
備
致
し
ま
し
た
御
本
殿
の
奥
庭

「
神か

ん

嶽た
け

山や
ま

神
苑
」
は
、
お
陰
様
に
て
平
成

21
年
の
開
苑
よ
り
10
周
年
を
迎
え
ま
し

た
こ
と
は
、
本
誌
第
517
号
に
て
既
報
の

通
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
の
度
、
開
苑
10
周
年
を
記
念
し
、

11
月
25
日
午
前
10
時
よ

り
彬
子
女
王
殿
下
の
御

台
臨
を
仰
ぎ
「
神
嶽
山

神
苑
開
苑
十
周
年
奉
告

祭
」
を
斎
行
致
し
ま
し

た
。
奉
告
祭
に
併
せ
て
、

茶
道
裏
千
家
鵬
雲
斎
千

玄
室
大
宗
匠
（
以
降
、

大
宗
匠
と
記
載
）
の
御

奉
仕
に
よ
り
ま
す
献
茶

式
が
本
殿
で
行
わ
れ
、

責
任
役
員
を
は
じ
め
町

内
外
よ
り
関
係
者
約
130

名
が
参
列
し
ま
し
た
。

祭
典
の
前
後
で
は
、
鮮
や
か
な
紅
葉
に

彩
ら
れ
た
神
苑
内
に
茶
席
（
直
心
庵
・

和
楽
亭
）
が
設
え
ら
れ
、
女
王
殿
下
を

は
じ
め
大
宗
匠
、
設
計
監
理
を
お
引
き

受
け
い
た
だ
い
た
日
本
造
園
設
計
㈱ 

枡ま
す

野の

俊し
ゅ
ん

明み
ょ
う

氏
（
徳
雄
山
建
功
寺
住
職
）、
造

営
工
事
を
手
掛
け
て
い
た
だ
い
た
植
藤

造
園
（
京
都
市
右
京
区
）
16
代
当
主 

佐

野
藤
右
衛
門
氏
な
ど
の
ご
来
賓
の
皆
様

と
と
も
に
参
列
者
全
員
に
お
茶
が
振
舞

わ
れ
ま
し
た
。

　

午
後
１
時
か
ら
は
、
会
場
を
参
集
殿

に
移
し
「
記
念
式
典
・
講
演
会
」
が
開

催
さ
れ
、神
社
本
庁 

田
中
恆
清
総
長
（
京

都
府
・
石
清
水
八
幡
宮
宮
司
）
も
駆
け

つ
け
て
い
た
だ
き
、
ご
祝
辞
を
賜
り
ま
し

た
。
そ
の
後
、
枡
野
俊
明
氏
よ
り
10
年

間
の
経
過
報
告
が
な
さ
れ
「
日
本
文
化

発
信
の
場
所
と
し
て
、
そ
し
て
皆
様
の

心
の
よ
り
所
と
し
て
長
く
育
て
て
い
た

だ
き
た
い
」と
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

次
に
女
王
殿
下
よ
り
「
今
後
も
神
苑

に
多
く
の
人
が
足
を
運
ば
れ
、
成
長
し

て
い
く
20
年
目
・
30
年
目
の
姿
を
楽
し

み
に
し
て
お
り
ま
す
」
と
の
過
分
な
る
お

祝
い
の
お
言
葉
を
賜
り
ま
し
た
。

　

記
念
講
演
に
は
、
献
茶
式
を
御
奉
仕

い
た
だ
き
ま
し
た
大
宗
匠
に
ご
登
壇
い

た
だ
き
、
ご
自
身
の
戦
争
体
験
を
交
え

な
が
ら
「
私
は
、
お
点
前
で
は
な
く
、
お

茶
の
精
神
・
哲
学
・
思
想
を
教
え
る
た

め
に
、
一い

ち
わ
ん盌
を
持
っ
て
世
界
に
行
っ
て
い

ま
す
。
お
茶
を
い
た
だ
く
際
に
茶
碗
を

回
す
の
は
、
正
面
を
よ
け
る
と
い
う
目
的

で
回
し
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
回
す
回
数
は

重
要
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
正
面
を
よ
け
る
と

い
う
こ
と
は
、
一
歩
下

が
っ
て
自
分
を
顧
み
る

と
い
う
こ
と
。
茶
道
に

お
い
て
、
お
茶
を
い
た

だ
く
と
き
に
は
、
勧
め

合
う
気
持
ち
・
い
た
わ

り
合
う
気
持
ち
が
大
切

で
、
そ
こ
に
は
区
別
差

別
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

皆
が
一
致
し
て
、
清
ら

か
で
素
直
な
心
を
持
ち
、
自
分
で
自
分

を
反
省
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
素
晴

ら
し
い
生
き
方
が
で
き
ま
す
」
と
、
茶

道
精
神
の
神
髄
と
我
々
が
目
指
す
べ
き

道
を
説
い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

神
嶽
山
神
苑
開
苑
10
周
年
に
あ
た
り
、

彬
子
女
王
殿
下
御
台
臨
の
も
と
、
大
宗

匠
の
御
奉
仕
に
よ
る
献
茶
式
を
斎
行
す

る
こ
と
が
叶
い
、
こ
の
上
な
い
「
誉
」
を

い
た
だ
い
た
一
日
と
な
り
ま
し
た
。

茶道裏千家

鵬雲斎千玄室大宗匠
奉仕献茶式

彬子女王殿下御台臨
神 嶽 山 神 苑 開 苑 10 周 年

茶
ち ゃ

道
ど う

裏
う ら

千
せ ん

家
け

　鵬
ほ う

雲
う ん

斎
さ い

千
せ ん

玄
げ ん

室
し つ

大
だ い

宗
そ う

匠
し ょ う

哲学博士・文学博士。
大正12年	 京都府生まれ。同志社大学法学部経済学科卒業後、
	 ハワイ大学での修学を経て韓国中央大学校大学院博士課程を修了。
昭和39年	 千利休居士15代家元を継承し、裏千家今日庵々主として「宗室」を襲名。
平成14年	 嫡男に家元を譲座し、千玄室に改名。

「一
いちわん

盌からピースフルネスを」の理念を提唱し、国際的な視野で茶道文化の浸透と
世界平和を願い、各国を歴訪され、国内外で活躍中。

《主な役職》
○外務省参与　○ユネスコ親善大使　○外務省国連親善大使
○公益財団法人	日本国際連合協会	会長　○京都大学大学院特任教授　ほか多数

【写真説明】
（右頁上段）下池広場より
①女王殿下と大宗匠
②下池広場にて
③巫女のお点前にて
④献茶式
⑤経過報告される枡野氏

①②

③④⑤

開苑十周年を記念し、大宗匠より奉納賜った掛軸
　「神徳可敬（しんとくうやまうべし）」
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昭和44年	7月	寒川外科医院として開設
昭和54年	12月	病床数19床で移転
昭和57年	12月	宗教法人寒川神社
	 	　　寒川病院に改称
	 	病床数51床に増築

昭和62年	4月	日帰り人間ドック開始
	 6月	ＣＴスキャン装置設置
昭和63年	4月	がん検診開始（町より委託）
平成 2年	10月	老人保健施設
	 	　　「神恵苑」開設

平成11年	12月「さむかわ訪問看護
	 	　　ステーション」開設
平成12年	6月	ＭＲＩ装置設置
平成16年	8月	新病院竣功（病床数99床）

宗教法人寒川神社 寒川病院創立50周年

奉仕の精神を忘れず

　

当
神
社
が
運
営
す
る
「
宗
教
法
人
寒

川
神
社 

寒
川
病
院
」
は
昭
和
44
年
の
創

立
よ
り
50
周
年
の
大
き
な
節
目
を
迎
え
、

10
月
19
日
に
当
神
社
参
集
殿
に
て
記
念

祝
賀
会
を
開
催
し
、
来
賓
や
町
内
外
の

関
係
者
約
100
名
が
出
席
し
ま
し
た
。
祝

賀
会
で
は
、
主
催
者
を
代
表
し
て
当
神

社
利
根
宮
司
・
鳴
海
病
院
長
が
挨
拶
し
、

寒
川
町
長
・
県
病
院
協
会
長
な
ど
来
賓

の
方
々
よ
り
祝
辞
を
賜
り
、
50
年
の
佳

節
を
お
祝
い
致
し
ま
し
た
。

　

同
病
院
の
歴
史
は
、
前
身
で
あ
る
寒
川

外
科
医
院
の
開
設
ま
で
遡
り
ま
す
。
寒
川

外
科
医
院
が
開
設
さ
れ
た
昭
和
44
年
当

時
は
、
戦
後
の
高
度
経
済
成
長
の
晩
年
に

あ
た
り
、
い
わ
ゆ
る
「
い
ざ
な
ぎ
景
気
」

に
よ
っ
て
、
生
活
が
豊
か
に
な
る
一
方
で

地
方
医
療
の
整
備
が
問
題
と
な
っ
て
い
た

時
代
で
も
あ
り
、
寒
川
町
民
お
よ
び
近
隣

の
方
々
へ
の
社
会
奉
仕
の
一
念
の
も
と
、

寒
川
大
明
神
の
御
神
徳
具
現
化
の
一
環
と

し
て
、
全
国
で
も
非
常
に
稀
な
「
神
社
」

が
運
営
す
る
病
院
が
誕
生
し
ま
し
た
。

　

昭
和
44
年
11
月
発
行
の
社
報
『
相
模
』

（
第
５
号
）
に
は
、
寒
川
外
科
医
院
開
設

の
ご
挨
拶
と
し
て
「
寒
川
町
と
い
う
地
域

社
会
を
は
じ
め
、
寒
川
大
明
神
の
御
神
徳

を
求
め
て
来
る
多
く
の
人
々
の
福
祉
に
寄

与
す
る
こ
と
が
、
宗
教
法
人
た
る
寒
川
神

社
に
課
せ
ら
れ
た
使
命
で
あ
る
こ
と
を
自

覚
し
、
医
の
仁
術
は
神
の
慈
愛
で
あ
り
生

き
ん
と
す
る
人
間
の
苦

し
み
を
と
り
除
き
、
一

日
で
も
長
く
生
き
、
神

の
道
を
歩
み
続
け
て

弥
々
神
人
合
一
、
子
孫

繁
栄
さ
れ
ま
す
こ
と
を

念
じ
て
、
寒
川
外
科
医

院
の
開
設
を
致
し
ま
し

た
」
と
掲
載
さ
れ
て
お

り
、
こ
の
思
い
を
胸
に

病
院
運
営
が
は
じ
ま
り

ま
し
た
。

　

昭
和
57
年
に
は
、
名
称
が
現
在
の
も

の
に
改
め
ら
れ
、
ベ
ッ
ド
数
も
51
床
ま
で

拡
充
、
名
実
と
も
に
総
合
病
院
と
な
り

ま
し
た
。

　

高
齢
社
会
を
迎
え
、
ま
す
ま
す
医
療

需
要
の
増
加
が
見
込
ま
れ
、
さ
ら
な
る

医
療
技
術
の
向
上
が
望
ま
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
か
ら
、
平
成
16
年
に
現
在
の

場
所
に
新
築
移
設
さ
れ
、
ベ
ッ
ド
数
も

全
室
個
室
の
99
床
と
な
り
、
地
域
に
根

差
し
た
医
療
機
関
と
し
て
今
日
を
迎
え

て
お
り
ま
す
。

　

開
院
当
初
よ
り
患
者
様
と
の
心
の
触

れ
合
い
を
大
切
に
し
、
医
療
体
制
の
充

実
に
努
め
る
中
で
、
患
者
様
よ
り
「
寒

川
さ
ん
の
病
院
だ
か
ら
安
心
で
き
る
」
と

の
お
言
葉
を
い
た
だ
く
こ
と
も
少
な
く

あ
り
ま
せ
ん
。
今
後
も
「
寒
川
神
社
の

御
神
威
を
戴
し
、
地
域
の
方
々
の
健
康

管
理
と
地
域
医
療
の
充
実
を
目
指
す
」

と
の
理
念
を
胸
に
、
地
域
の
皆
様
の
「
心

の
よ
り
ど
こ
ろ
」
で
あ
り
続
け
る
病
院

運
営
を
目
指
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
変

わ
ら
ぬ
ご
指
導
・
ご
鞭
撻
の
ほ
ど
宜
し
く

お
願
い
致
し
ま
す
。

宗
教
法
人
寒
川
神
社

寒
川
病
院
沿
革

　
寒
川
病
院
は
、
寒
川
神
社
の
御
神
威
を
戴
し
、
地
域
の
方
々

の
健
康
管
理
と
地
域
医
療
の
充
実
を
目
指
し
昭
和
44
年
７
月

に
開
設
さ
れ
ま
し
た
。

　
以
来
、
人
命
尊
重
と
医
療
体
制
の
確
立
を
は
か
り
、
常
に

患
者
さ
ま
と
の
心
の
触
れ
合
い
を
大
切
に
し
精
神
的
な
支
え

と
な
り
、
社
会
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
が
御
神
慮
に

叶
う
こ
と
で
あ
り
、
私
達
の
喜
び
と
誇
り
で
あ
り
ま
す
。

理
　
念

基 

本 

方 

針

一
、
寒
川
病
院
は
奉
仕
の
精
神
を
忘
れ
ず
存
在
す
る
事

一
、
寒
川
病
院
は
地
域
住
民
の
健
康
な
生
活
の

	

　
　
中
心
的
役
割
を
果
た
す
事

一
、
寒
川
病
院
は
常
に
研
鑽
し

	

　
　
医
療
の
使
命
に
情
熱
を
燃
や
す
職
員
の
集
団
で
あ
る
事

新病院竣功式昭和 57 年 寒川病院（増築）昭和 44 年 寒川外科医院

祝賀会の様子

現在の寒川病院
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正
月
の
風
物
詩
で
あ
り
ま
す
「
迎

春
神
話
ね
ぶ
た
」
も
、
本
年
で
20
回

目
を
迎
え
ま
し
た
。
第
１
回
目
か
ら

第
12
回
目
ま
で
は
「
干
支
」
を
テ
ー

マ
に
製
作
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
第

13
回
目
か
ら
は
「
神
話
」
を
テ
ー
マ

に
製
作
し
て
お
り
、
今
回
は
記
紀
神

話
よ
り「
神
武
東
征
」の
話
を
モ
チ
ー

フ
に
し
て
お
り
ま
す
。
夕
闇
に
浮
か

ぶ
巨
大
な
燈
篭
ね
ぶ
た
は
、
良
き
年

を
お
迎
え
で
き
る
よ
う
に
願
い
を
込

め
て
製
作
さ
れ
た
作
品
で
す
。
子
年

の
厄
除
に
青
森
ね
ぶ
た
が
寒
川
神
社

の
新
年
を
彩
り
ま
す
。

東映通信工業㈱／㈲東映マンション／一政水産㈱／横浜貨物綜合㈱／大塚美容形成外科
柴﨑徹・柴﨑久惠／㈲ミツワ企画／日本ロードマーク㈱／橳嶋孝司・間野隆司／森川栄介
㈱竹中工務店　横浜支店／柏川昌和／（医）芳晴会 愛児レディースクリニック
㈱長谷川製作所／㈲及川工業／㈲今井／㈱丸井紙店／㈱秋江／㈱阿部
㈱晃和ディスプレイ／㈱北岡本店／阿部和彦／田中雄二／㈱ THコーポレーション
㈱テクノス三和／㈱タカトープランナー／石窯ガーデンテラス／㈱ジェイコム湘南・神奈川
熊澤酒造㈱／加藤俊二・加藤芳恵／㈱湘南スタイル工房／㈱シティライフ
フジシロリサイクル／長谷島征次／浦田光子／㈱金子建材土木／㈲秋田機工／匿名

奉灯協賛者芳名 （順不同・敬称略）

昭和23年… 青森市に生まれる
昭和33年… 町内ねぶたを作り始める
昭和37年… 師匠 北川啓三に弟子入り
昭和40年… 兄弟で初めて大型ねぶたを制作
 以後、小型ねぶたの制作に専念し修行
昭和53年… 兄とともに大型ねぶたの制作を再開
 以後、二人三脚で数多くのねぶたを制作
平成10年… 独立
現　　在… 大型３台制作
 平成26年より寒川神社のねぶたを制作

ねぶた師　北　村　蓮
れ ん

　明
め い

平成21・25・27年
ねぶた大賞（最優秀賞）
その他 数 の々賞を受賞

受
賞
歴

　

今
回
は
記
紀
神
話
よ
り
「
神
武
東
征
」
の
話

を
モ
チ
ー
フ
に
、神
武
天
皇
が
、日
向
高
千
穂
（
現

在
の
宮
崎
県
）
か
ら
出
発
し
、橿か

し
は
ら
の
み
や

原
宮
（
奈
良
県
）

に
お
い
て
即
位
す
る
ま
で
の
お
話
で
す
。

　

神
武
天
皇
が
、
塩し

お
つ
ち
の
か
み

椎
神
か
ら
東
に
良
い
土
地
が

あ
る
と
聞
い
た
こ
と
か
ら
、
自
ら
の
大
業
を
広
め
、

天
下
を
統
治
す
る
た
め
に
、
豊
か
な
土
地
の
中
心

地
を
目
指
し
、
様
々
な
戦
い
と
苦
難
を
乗
り
越
え

て
東
征
を
行
い
ま
す
。
そ
し
て
、
つ
い
に
大
和
を

治
め
る
豪
族
の
長な

が
す
ね
ひ
こ

髄
彦
と
の
戦
い
が
は
じ
ま
り
ま

し
た
。
神
武
天
皇
は
、
長
髄
彦
の
兵
を
打
ち
破
る

こ
と
が
で
き
ず
、
兄
で
あ
る
五い

つ
せ
の
み
こ
と

瀬
命
を
失
い
、
何

度
も
苦
戦
を
強
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
対

し
て
、
神
武
天
皇
は
弓
を
持
っ
て
小
高
い
丘
の
上

か
ら
全
軍
を
指
揮
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
時
、
辺

り
が
急
に
真
っ
暗
に
な
り
黒
雲
の
中
か
ら
光
り
輝

く
金
色
の
１
羽
の
大
き
な
ト
ビ
（
金き

ん

鵄し

）
が
あ
ら

わ
れ
ま
し
た
。
光
が
さ
し
た
か
と
思
う
と
、
ト
ビ

は
神
武
天
皇
が
持
つ
弓
の
上
に
飛
来
し
て
止
ま

り
、
そ
の
体
か
ら
か
が
や
く
金
色
の
ま
ば
ゆ
い
稲

光
を
発
し
て
敵
軍
の
目
を
く
ら
ま
し
、
隙
を
つ
き
、

勝
利
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
神
武
天
皇

は
大
和
を
平
定
し
、
橿
原
宮
に
て
初
代
天
皇
と
し

て
即
位
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
本
年
は
そ
の

即
位
か
ら
二
六
八
〇
年
を
迎
え
ま
し
た
。

　

昨
年
５
月
１
日
に
新
帝
陛
下
が
御
即
位
さ
れ

た
「
令
和
」
の
御
代
に
お
い
て
は
、
そ
の
元
号
に

込
め
ら
れ
た
「
麗
し
い
和
の
精
神
」
を
世
界
に
発

信
し
て
い
く
こ
と
が
、
新
し
い
時
代
を
生
き
て
い

く
私
た
ち
の
責
務
で
も
あ
り
ま
す
。
令
和
２
年
が

ご
参
拝
の
皆
様
方
に
取
り
ま
し
て
、
良
き
年
と
な

り
ま
す
こ
と
を
祈
念
し
て
お
り
ま
す
。

「神
じ ん

武
む

東
と う

征
せ い

」令和2年庚子歳
迎春神話ねぶた

元日午前零時から2月3日までの夜間（日没～22時）点灯　※3が日は終夜点灯

◀
秋
田
武
氏
よ
り
本
殿
内
に
ね
ぶ

た
を
ご
奉
納
い
た
だ
き
ま
し
た

「
石
橋
」　

内
山
龍
星 

作

　

世
界
連
邦
日
本
宗
教
委
員
会
に
よ
る

第
41
回
世
界
連
邦
平
和
促
進
全
国
宗
教

者
・
信
仰
者　

神
奈
川
・
寒
川
大
会
が

12
月
17
日
に
、
当
神
社
及
び
参
集
殿
に

お
い
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
世
界
連
邦

日
本
宗
教
委
員
会
は
、
宗
教
・
宗
派
の

違
い
を
越
え
て
、
世
界
平
和
を
と
も
に

祈
る
た
め
に
発
足
さ
れ
ま
し
た
。
毎
年
、

平
和
促
進
の
大
会
を
国
内
各
地
で
開
催

し
、
例
年
12
月
7
日
に
は
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
ハ
ワ
イ
州
パ
ー
ル
ハ
ー
バ
ー
で
開
催

さ
れ
る
米
軍
主
催
に
よ
る
真
珠
湾
慰
霊

式
に
、
日
米
両
国
の
戦
没
者
の
慰
霊
と

世
界
平
和
を
祈
る
「
ハ
ワ
イ
平
和
祈
念

使
節
団
」
を
36
年
連
続
で
派
遣
し
て
お

り
、
日
米
に
よ
る
怨お

ん

親し
ん

平び
ょ
う

等ど
う

の
祈
り
を

捧
げ
続
け
て
い
ま
す
。
ま
た
、
平
成
30

年
の
第
40
回
大
会
は
ハ
ワ
イ
の
地
に
お

い
て
開
催
さ
れ
、
第
41
回
目
の
「
祈
り
」

の
地
と
し
て
当
神
社
が
会
場
と
な
り
ま

し
た
。

　

今
大
会
テ
ー
マ
は
『
令
和
の
平
和
へ

の
願
い
』
と
題
さ
れ
、神
社
界
・
仏
教
界
・

キ
リ
ス
ト
教
な
ど
宗
教
の
垣
根
を
越
え

て
、
当
神
社
利
根
宮
司
が
大
会
長
を
務

め
て
、
県
内
外
よ
り
２００
名
以
上
の
宗
教

者
が
参
加
し
ま
し
た
。

　

当
日
は
午
前
10
時
よ
り
参
加
者
一
同

に
て
御
本
殿
に
お
い
て
正
式
参
拝
が
執

り
行
な
わ
れ
、
参
拝
後
に
は
神
嶽
山
神

苑
を
見
学
し
ま
し
た
。
午
後
１
時
か
ら

は
参
集
殿
に
て
講
演
会
を
開
催
し
、
講

師
に
は
、
徳
雄
山
建
功
寺
住
職
・
庭
園

デ
ザ
イ
ナ
ー
で
あ
る
枡ま

す

野の

俊し
ゅ
ん

明み
ょ
う

氏
（
当

神
社 

神
嶽
山
神
苑
設
計
者
）
と
外
交

評
論
家
の
加か

瀬せ

英ひ
で

明あ
き

氏
の
二
名
を
お
招

き
し
、
そ
れ
ぞ
れ
『
相
互
理
解
と
連
携

の
推
進
』、『
世
界
が
日
本
を
待
っ
て
い

る
』
の
テ
ー
マ
を
も
と
に
講
演
さ
れ
ま

し
た
。

　

さ
ら
に
、
講
演
後
に
は
当
神
社
の
祈

年
祭
で
奉
納
さ
れ
て
い
る
田た

打う
ち

舞ま
い

神
事

が
披
露
さ
れ
、
稲
の
豊
作
を
祈
る
日
本

古
来
の
伝
統
文
化
を
参
加
者
と
と
も
に

共
有
し
、
日
本
人
の
神
々
へ
の
「
祈
り
」

を
、
令
和
の
時
代
の
平
和
を
願
う
「
祈

り
」
へ
と
繋
げ
る
た
め
の
意
義
深
い
内

容
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
の
よ
う

に
寒
川
の
地
に
多
く
の
宗
教
者
が
集

い
、
令
和
初
の
会
場
と
な
っ
た
こ
と
は

非
常
に
貴
重
な
出
来
事
で
あ
る
と
と
も

に
、
今
後
も
神
社
界
か
ら
も
平
和
へ
の

祈
り
を
発
信
し
て
い
く
必
要
性
を
感
じ

る
大
会
と
な
り
ま
し
た
。

正式参拝 神嶽山神苑にて集合写真 大会長として利根宮司が挨拶

枡野氏による講演 加瀬氏による講演 田打舞公演

「令和の平和への願い」を込めて
世界連邦日本宗教委員会「第41回世界連邦平和促進
全国宗教者・信仰者　神奈川・寒川大会」開催
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初
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（
一
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令和元年 大嘗祭当日祭奉納者芳名

　

古
来
よ
り
日
本
で
は
、
鬼
門
（
北
東
）
は
鬼
が
出
入
り
す
る
不
吉
な
方
角
と
さ
れ
、
様
々
な
災
い
が
起
こ
る
と
忌
み
嫌
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

同
様
に
、
鬼
門
の
正
反
対
に
あ
た
る
南
西
の
方
角
（
裏
鬼
門
）
に
つ
い
て
も
、
注
意
す
べ
き
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
四し

神じ
ん

相そ
う

応お
う

の

地
と
し
て
、
地
相
的
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
と
さ
れ
た
京
の
都
「
平
安
京
」
で
は
、
政
治
的
・
宗
教
的
に
最
適
な
場
所
に
す
る
た
め
、
徹
底
し

た
鬼
門
・
裏
鬼
門
対
策
が
な
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
い
か
に
「
方
角
」
を
重
要
視
し
て
い
た
か
が
窺
え
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、寒
川
神
社
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
当
神
社
は
江
戸（
東
京
）か
ら
見
て
南
西（
坤

ひ
つ
じ
さ
る）の
地
に
鎮
座
し
て
お
り
、江
戸（
現
在
の
皇
居
）

の
裏
鬼
門
に
あ
た
り
ま
す
。
ま
た
、
通
常
社
殿
は
南
向
き
、
も
し
く
は
東
向
き
に
建
立
さ
れ
る
の
で
す
が
、
当
神
社
は
南
西
を
向
い
て
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
関
八
州
の
守
護
神
と
し
て
、
ま
た
江
戸
の
裏
鬼
門
を
お
守
り
す
る
神
社
と
し
て
崇
敬
さ
れ
、
と
り
わ
け
八
方
除
・
方
位
除
の

神
様
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

鬼き

門も

ん

と
裏う

ら

鬼き

門も

ん

　

そ
こ
で
、“
転
ば
ぬ
先
の
杖
”
と
し
て
大
難
は
小
難
に
、
小
難
は
無
難
に

過
ご
せ
る
よ
う
、
ま
た
悪
い
「
気
」
を
で
き
る
限
り
和
ら
げ
、
良
い
「
気
」

を
呼
び
込
み
、日
々
穏
や
か
に
過
ご
せ
る
よ
う
に
神
様
に
祈
る
の
が
「
八
方
除
」

で
す
。

　
「
八
方
除
」
は
、
地
相
・
家
相
・
方
位
・
日
柄
な
ど
に
起
因
す
る
全
て

の
悪
事
災
難
を
取
り
除
き
、
福
徳
円
満
を
も
た
ら
す
と
と
も
に
、
ど
の
よ

う
な
状
況
に
あ
っ
て
も
積
極
的
に
生
き
て
い
け
る
よ
う
に
導
く
寒
川
大
明
神

の
御
神
徳
な
の
で
す
。

広
大
無
辺
の
御
神
徳

　

人
が
行
動
す
る
際
、
そ
の
行
動
に
は
必
ず
「
方
向
（
方
位
）」
が
伴
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
目
に
は
見
え
な
い
何
か
が
作
用
し
、
法

則
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、そ
れ
を
研
究
し
た
の
が「
方
位
学
」で
す
。こ
の
方
位
学
の
研
究
こ
そ
が
八
方
除
と
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
生
年
月
日
に
よ
り
「
星
回
り
」
が
異
な
る
上
に
、時
々
に
よ
り
良
い
方
角
（
吉
方
）と
悪
い
方
角
（
凶
方
）が
発
生
し
ま
す
。

人
に
よ
っ
て
全
く
異
な
る
方
角
の
良
し
悪
し
を
そ
の
都
度
見
極
め
、
失
敗
の
恐
れ
の
少
な
い
方
角
を
選
択
し
、
健
康
で
幸
せ
な
人
生
を
過
ご

す
一
助
と
す
る
こ
と
が
最
も
理
想
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
慌
た
だ
し
い
現
代
に
お
い
て
は
、
た
と
え
住
居
・
方
角
・
運
勢
の
良
し
悪
し
を
判

断
で
き
た
と
し
て
も
、
仕
事
や
学
校
の
都
合
が
優
先
さ
れ
、
な
か
な
か
思
い
通
り
に
い
か
な
い
の
が
現
実
で
あ
り
、
支
配
さ
れ
て
い
る
法
則
に
則
っ

て
生
活
す
る
の
は
不
可
能
に
近
い
と
い
え
ま
す
。

方
位
学
と
八
方
除

明治４１年１２月２９日号「横浜貿易新聞」に当神
社の「八方除」の記事が掲載され「古来有名なる
八方除の神札を授与せらるる…多数の人々参詣し
て…」との記述があり、１００年以上前から当神社
の八方除の信仰が根付いていたことが窺えます。

※横浜貿易新聞…現 神奈川新聞

《方位吉凶早見表》《厄年一覧表》※
還
暦
や
古
希
・
喜
寿
な
ど
も
厄
年
と
考
え

ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
右
記
以
外

の
年
齢
の
方
は
当
神
社
で
は
「
八
方
除
」
の
御

祈
願
を
お
受
け
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

令
和
2
年
庚
子
歳

性	別 年	齢
（かぞえ年） 前	厄 本	厄 後	厄

男
25歳 平成9年生 平成8年生 平成7年生
42歳 昭和55年生 昭和54年生 昭和53年生
61歳 昭和36年生 昭和35年生 昭和34年生

性	別 年	齢
（かぞえ年） 前	厄 本	厄 後	厄

女
19歳 平成15年生 平成14年生 平成13年生
33歳 昭和64年・平成元年生 昭和63年生 昭和62年生
37歳 昭和60年生 昭和59年生 昭和58年生

寒川神社の八方除
- はっぽうよけ-
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年
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敬
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略
）

彫
刻
品

川

原

　
和

夫

浄

　
　財

大

塚

　
節

子

浄

　
　財

岩

瀬

和

華

子

浄

　
　財

オ
ー
ケ
ー
㈱

　
　
　代
表
取
締
役
会
長

　飯

田

　
勧

ベ
ン
チ

寒
川
神
社
商
工
奉
賛
会

青少年だより 動 静

スカウト募集中！
小学1年生以上の男女
問合せ…寒川神社少年館

12月
 2日 文化祭（少年館）
 9日 親子で野外料理（BVS・CS）
 15日 相模國六社巡りサイクリング
   並びに神道章伝達式（VS）
 16日 月の輪スカウト歓迎ハイク（BS）
 19日 終業式（少年館）
 24日 しめ縄飾り作り（少年館）

 ４日 さむかわまちぐるみ美化運動
   （BS）
 5日 寒川ロータリークラブ例会出席
   （BS・少年館）
 10日 寒川ライオンズクラブ
  県道・町道花壇植栽奉仕（BS）
 24日 一泊野営訓練並びに
   パイオニアリング訓練（VS）
 25日 親子でフィッシング
   ＆クッキング（BVS・CS）

11月

 13日 ＢＳ寒川第2団神饌田稲刈り
   （BVS・CS・BS・VS・RS）
 20日 野外料理（VS）
 20-21日 くまスカウト歓送キャンプ＆
   江の島探検（CS）

10月

見 聞 録
寒川神社 権禰宜　中 西 正 史

　昨年は、今上陛下の御即位に伴う御大典行事に伴い、当
神社でも様々な奉祝行事が行われました。私の部署も記念
展示を実施させていただきましたが、特に思い入れが深いの
が、平成 25 年 3 月 6 日、今上陛下が国連「水と災害に関す
る特別会合」で初講演された映像展示です。ＮＹ赴任中は、
国連 NGO の一員として幅広い会議を傍聴させていただきま
したが、ご講演に先立つ同年 2 月、現職に転任するため帰
国し、この歴史的瞬間に立ち会うことができませんでした。

　国連にとって特別な
のが毎年 9 月に世界中
の首脳が集う国連総会
です。総会は数日間に
亘って開催され、演説
順は予め外交団・報道・

NGO関係者に知らされます。
　ある時、母国首脳の演説
を聞くため総会議場に入っ
たのですが、日本の番にな
ると傍聴席を立ち上って雑談
したり、他の首脳の演説に
関する記事を配信する記者
があまりにも多く、日本人として戸惑う気持ちで思わず「フォ
ロー・ザ・プロトコール（外交儀礼を守って下さい）！」と廻り
の席の人達に注意した悔しい思い出があります。
　国連では世界の王室の方々が名誉職として形式的な基調
講演を行うのを度々拝聴しましたが、陛下は格調高い流暢な
英語で、ライフワークであられる水運の歴史的考察を踏まえ
た我が国の水害史を元に国際社会への真摯な提言を行って
いらっしゃり、国民の一員としてとても誇らしく感じました。
　陛下は近代の天皇として初めて歴史学を専攻、オックス
フォード大学マートンカレッジでテムズ川の水運を研究され、
先のご講演後には出席者のほとんどが立ち上がって満場の
拍手で陛下のご講演を讃える等、その学識は国際社会で高
く評価されています。またこの特別会合の成果は、世界の気
候変動抑制を定めたパリ協定へと繋がっていきました。
　国際社会を良い方向に導く陛下を戴き、令和という新しい
時代を歩んでいけるのは日本にとって幸せなことだと思います。
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〃	

水
野　
　

武

寒
川
町
長
賞	

川
上　

勝
正

寒
川
町
議
会
議
長
賞	

中
尾　

輝
男

茅
ヶ
崎
市
長
賞	

大
坪　

政
文

寒
川
町
教
育
長
賞	

柳
川　

武
春

日
本
郵
便
㈱
寒
川
郵
便
局
長
賞	

小
澤　

倶
治

寒
川
町
商
工
会
賞	

荒
井　

三
郎

寒
川
町
観
光
協
会
賞	

下
里　

勝
二

寒
川
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
会
長
賞	

中
村　

昭
雄

寒
川
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
会
長
賞	

鈴
木　

清
美

　

〃	

木
村　

哲
雄

横
浜
銀
行
寒
川
支
店
賞	

横
田　

美
彦

　

〃	

猿
渡　

政
吾

三
昭
ツ
ー
リ
ス
ト
賞	

飯
田　

純
之

　

〃	

升
水　

春
雄

　

〃	

柳　
　

盛
康

　

〃	

船
橋　

照
貴	

　

〃	

石
井　

吉
雄

　

〃	

古
郡　

和
敏

読
広
エ
リ
ア･

ア
ド
賞	

中
村　

重
雄

　

〃	

市
川
さ
と
み

　

〃	

安
藤　

榮
治

ニ
ッ
ポ
ン
放
送
賞	

橋
本　

宗
一

　

〃	

小
林　

雅
実

　

〃	

原
田　
　

力

テ
レ
ビ
神
奈
川
賞	

仁
藤　

政
一

　

〃	

仁
藤　

報
子

ジ
ェ
イ
コ
ム
湘
南
・
神
奈
川
賞	

小
菅　

利
夫

　

〃	

池
田　

康
夫

　

〃	

會　
　
　

肇

Ｆ
Ｍ
ヨ
コ
ハ
マ
賞	

杉
崎　

信
行

Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｋ
５
賞	

大
森　

一
夫

Ｆ
Ｍ
富
士
賞	

末
次
と
し
子

　

〃	

岩
井　

一
真

田
中
写
真
賞	

西
ヶ
谷　

浩

　

〃	

堀
米　

和
夫

　

〃	

末
次　
　

巌

厚
物
の
部

宮
　
司
　
賞

宮
　
司
　
賞

神
社
本
庁
統
理
賞

厚
走
の
部

太
管
の
部

間
管
の
部

細
管
の
部

七
本
立
の
部

福
助
の
部

だ
る
ま
の
部

  

第
52
回 

菊
花
展
入
賞
者
（
敬
称
略
）

  

第
52
回 

写
真
展
入
賞
者
（
敬
称
略
）

  

菊
奉
納
者
芳
名　

 

（
順
不
同
・
敬
称
略
）

「最敬礼」

神
社
本
庁
統
理
賞

第9回　今上陛下と国際連合

国連でのご講演（出典）国連広報局

国連総会日本代表の演説（筆者撮影）

「新緑に舞う」
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授
与
品

　当神社では現在、さまざまな神符守札授与品（お札・お守り）
を頒布しております。その授与品の中から、順番にいくつかの授
与品をご紹介してまいります。
　なお、1 月 1 日より神符守札授与品の初穂料が改訂されました。
何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。詳しくは当
神社ホームページをご覧ください。

図 鑑

※正月期間中の開設
　時間は当神社HPに
　てご確認ください

毎日8：00～16：30（通常）

授与所開設時間

も
う
す
こ
し
生
き
る
つ
も
り
の
コ
ー
ト
買
う	

石
原
美
枝
子

山
眠
る
動
か
ぬ
針
の
花
時
計	

伊
藤　

公
一

石
蕗
の
花
岬
の
鼻
に
あ
る
祠	

金
指　

月
光

遠
回
り
し
た
き
二
人
や
月
冴
ゆ
る	

猿
渡　

弥
生

鮟
鱇
の
叫
び
し
ま
ま
に
吊
ら
れ
と
り	
岩
田
美
代
子

そ
ば
に
居
る
唯
そ
れ
だ
け
の
こ
と
冬
ぬ
く
し	
菅
沼
う
め
の

漬
物
石
少
し
沈
み
て
夜
の
冴
ゆ
る	

宮
入　

つ
る

即
位
の
儀
祝
す
礼
砲
菊
薫
る	

根
岸　

君
子

両
の
手
に
子
を
連
れ
急
ぐ
暮
早
し	

飛
石　

槿
花

生
き
る
と
は
楽
も
苦
も
あ
る
木
の
葉
髪	

倉
谷　

節
子

江
の
電
を
ぶ
ら
り
下
車
す
る
小
春
凪	

松
本
美
智
子

街
路
樹
の
固
く
巻
か
れ
て
冬
構
え	

白
井　

小
雪

顔
ぶ
れ
の
少
し
変
わ
り
ぬ
日
向
ぼ
こ	

竹
村
真
砂
美

松
手
入
れ
終
え
た
る
鋏
匂
ひ
け
り	

菅
沼　

保
幸

冬
立
ち
て
草
木
全
て
眠
り
入
る	

新
井　

泰
春

苔
む
し
た
亀
の
あ
ら
は
る
神
の
留
守	

松
村　

信
良

神
の
留
守
守
り
し
巫
女
の
緋
の
袴	

天
沼　

子
平

神
の
留
守
片
手
で
拝
み
素
通
り
す	

金
子　

つ
ぢ

石
灯
籠
た
ど
る
茶
室
は
石
蕗
の
花	

原
野　

楽
天

寒　

川　

俳　

壇

晩
秋
の
澄
み
し
冷
気
の
駅
前
に
少
女
の
裸
像
凛
と
し
て
立
つ	

渡
邉　

唯
夫

わ
が
庭
に
義
父
の
植
え
た
る
柿
の
木
は
五
十
余
年
の
今
年
も
実
る	

小
林　

篤
子

音
や
や
に
か
す
か
に
な
り
て
台
風
の
す
ぎ
し
あ
し
た
の
光
し
づ
け
き	

平
澤
ま
さ
え

木
犀
の
香
り
に
目
覚
め
今
日
ひ
と
ひ
励
ま
し
く
る
る
と
胸
ふ
か
く
吸
う	

亀
山　

文
子

荒
畑
の
日
留
り
を
飛
ぶ
紋
白
蝶
穏
や
か
な
れ
る
秋
の
一
日	

徳
江　

道
子

老
い
て
病
む
寂
し
さ
つ
ら
さ
体
験
し
健
康
志
向
一
際
強
く	

岡
元　

芳
子

つ
か
ま
り
立
ち
や
お
ら
立
ち
上
る
愛
依
子
ち
ゃ
ん
少
し
不
安
気
に
周
囲
見
廻
す	

山
根
喜
美
代

生
ゆ
ば
の
微
温
き
甘
さ
の
美
味
な
こ
と
す
く
い
食
べ
る
は
初
の
体
験	

宮
治
友
美
枝

オ
リ
オ
ン
の
輝
き
増
し
を
見
上
げ
た
る　

明
日
は
令
和
天
皇
祝
賀
パ
レ
ー
ド	

平
野　

良
三

バ
ス
旅
で
昇
仙
峡
へ
見
渡
せ
ど
少
し
早
き
か
紅
葉
に
会
え
ず	

土
屋
ト
ミ
子

夕
焼
け
に
緑
取
ら
れ
た
る
黒
い
雲
い
わ
し
の
群
に
大
き
な
く
じ
ら	

稲
垣　

武
子

寒
川
の
こ
の
家
に
越
し
来
て
三
十
年
庭
の
八
手
に
初
花
の
咲
く	

安
藤　
　

慧

き
り
き
り
と
花
弁
そ
ら
せ
片
栗
の
花
咲
く
見
つ
つ
な
ぜ
か
悲
し
き	

杉
本　

照
世

父
母
眠
る
ふ
る
里
の
家
静
か
な
り
絶
え
て
久
し
く
住
む
人
も
な
く	

瀧
本
三
重
子

相　
模　

詠　

草

熊手（大）
初穂料 2,500円

干支木彫（台座付き）
初穂料 2,500円

干支一刀彫
初穂料 2,500円

流鏑馬破魔矢
初穂料 5,000円

鏑矢
初穂料 各2,000円

絵馬付破魔矢
初穂料 1,500円

宝船
初穂料 5,000円

熊手（小）
初穂料 1,500円

福俵
初穂料 1,500円
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天皇陛下御即位

神
話
落
語
・
日
本
の
歌

︵
お
お
み
よ
︶

公
演

令
和
の

大
御
代

令和2年4月12日（日）  開演17：00・終演19：30予定
令和2年3月8日（日）午前9時より、寒川神社社務所にて入場整理券を500枚（先着順、1人2枚まで）配布致します。 ※無くなり次第終了

◆会場：寒川町民センター
◆内容:「神話落語」桂文枝/「コンサート」涼恵（すずえ）

◆主催：※入場には整理券が必要です。
※就学前のお子様のご同伴・ご入場はご遠慮ください。入場無料

桂 文 枝
か つら 　  ぶ ん  　 　し

～神話落語～
はじまりは高天原

｜素戔嗚尊と草薙剣｜

涼  恵
すず             え

一、豊葦原の瑞穂の国
           とよあしはら　     　みずほ

二、みたまのふゆ～恩頼～

三、さくらさくら 他

応募方法

　

神
恵
苑
は
、介
護
保
険
を
使
っ
て
入
所
サ
ー
ビ
ス・

通
所
サ
ー
ビ
ス
等
を
利
用
で
き
る
宗
教
法
人
寒
川

神
社
が
運
営
す
る
、介
護
老
人
保
健
施
設
で
す
。

　

医
師
・ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
・
支
援
相
談
員
・
看
護

師
・
理
学（
作
業
）療
法
士
・
介
護
福
祉
士
・
薬
剤
師
・

管
理
栄
養
士
と
各
専
門
職
が
連
携
し
た
支
援
体
制

を
整
え
て
お
り
ま
す
。病
院
と
家
と
の
中
間
施
設
と

し
て
の
役
割
が
あ
り
、リ
ハ
ビ
リ
・
医
療
等
さ
ま
ざ
ま
な

ニ
ー
ズ
に
お
応
え
す
べ
く
努
力
を
重
ね
て
い
ま
す
。

　

神
恵
苑
の
サ
ー
ビ
ス
で
は
、さ
ま
ざ
ま
な
利
用
の
仕

方
が
あ
り
ま
す
。

　

加
齢
等
に
伴
い
、一
人
で
日
常
生
活
を
送
る
こ
と
が

難
し
く
な
り
、要
介
護
状
態
に
な
っ
た
場
合
に
は
、入

所
し
て
リ
ハ
ビ
リ
を
受
け
て
い
た
だ
く
サ
ー
ビ
ス
が
あ
り

ま
す
。最
近「
病
院
に
入
院
し
て
も
、す
ぐ
出
さ
れ
て

し
ま
う
。も
う
少
し
長
く
入
院
し
て
い
た
い
」と
の
声

を
お
聴
き
す
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
病
院
退
院
後
、入
所
を
し
て
家
に
帰
る
準

備
と
し
て
、安
心
し
て
家
に
戻
る
た
め
の
リ
ハ
ビ
リ
を

行
い
、さ
ら
に
状
態
が
回
復
し
体
調
が
安
定
す
る
た

め
の
訓
練
を
行
う
こ
と
で
、不
安
が
減
少
も
し
く
は

解
消
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
考
え
て
い
ま
す
。ま
た
、

脱
水
や
熱
中
症
等
を
予
防
す
る
目
的
で
、暑
い
時
期

や
寒
い
冬
の
期
間
だ
け
の
ご
利
用
も
年
々
多
く
な
り

ま
し
た
。

　

ご
家
族
様
に
と
り
ま
し
て
も
、医
療
体
制
の
あ
る

施
設
入
所
は
、ご
安
心
で
き
る
と
考
え
て
い
ま
す
。計

画
的
に
、目
標
を
定
め
施
設
生
活
を
送
っ
て
い
た
だ
く

こ
と
が
大
切
で
、家
に
戻
ら
れ
た
後
は
、通
い
な
が
ら

リ
ハ
ビ
リ
訓
練
を
行
う
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョン
サ
ー

ビ
ス
や
ご
家
族
の
都
合
等
を
考
慮
し
た
、短
期
入
所

（
短
期
療
養
介
護
）等
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、退
所

後
に
利
用
さ
れ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
相
談
役
で
あ
る
、

ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
が
在
籍
す
る
居
宅
支
援
事
業
所

を
併
設
し
て
い
ま

す
。各
々
の
要
望
に

お
応
え
で
き
る
よ

う
切
れ
目
の
な
い
、

支
援
体
制
を
整
え

て
い
ま
す
。

　

施
設
で
の
生
活

に
は
、教
養
娯
楽

も
重
要
と
考
え
て

い
ま
す
。書
道
・
車

椅
子
ダ
ン
ス・
歌
の

会
・
毎
月
の
お
誕

生
会
行
事
は
、意

欲
の
向
上
に
も
繋
が
っ
て
い
ま
す
。特
に
、人
気
が
あ
る

内
容
と
し
て
は
、寒
川
神
社
参
拝
や
毎
年
８
月
に
催

す
納
涼
祭
で
す
。納
涼
祭
は
、ご
家
族
や
関
係
者
と
ご

一
緒
に
夏
の
ひ
と
と
き
を
過
ご
し
ま
す
。「
ご
利
用
者

に
楽
し
ん
で
い
た
だ
き
た
い
」と
の
願
い
で
事
前
準
備

に
徹
し
ま
す
。当
日
は
、全
職
員
が
、思
い
思
い
の
浴

衣
姿
で
祭
り
を
演
出
致
し
ま
す
。

　

寒
川
神
社
の
施
設
職
員
と
し
て「
ご
利
用
者
の
心

の
声
に
耳
が
傾
け
ら
れ
る
職
員
を
目
指
す
」を
共
通

の
目
標
と
し
て
ケ
ア
に
取
り
組
ま
せ
て
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。

　

少
し
で
も
長
く
家
で
の
生
活
が
継
続
で
き
る
よ
う

入
所
や
通
所
、居
宅
支
援
事
業
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

す
る
と
と
も
に
、他
サ
ー
ビ
ス
機
関
と
連
携
し
て
地
域

の
皆
様
に
喜
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
支
援
致
し
ま
す
。

　12月7日、ボーイ隊は“大嘗宮見学ハイキング”を実施しました。宮
山駅から電車に揺られ東京駅で下車し、皇居まで徒歩で向かいました。
11月21日からはじまった大嘗宮の一般公開ですが、連日多くの人が参
観に訪れていました。当日は気温が低く、朝から雨が降っていましたので
予想よりも早く入場することが叶いました。
　大嘗宮が見えてきたところでは隊長よりスカウトに「大嘗祭、大嘗宮と
は何か」の説明が行われました。その後、靖国神社を自由参拝・遊就館
を見学させていただき、皇
居沿いを歩いて東京駅へ戻
りました。雨が降り、凍え
るような寒さの日でしたが、
仲間とともに新しい御代の
意義深い祭祀が行われた
場所を見学させていただ
き、貴重なスカウト活動を
行なうことができました。

ボーイ隊 大嘗宮見学 動 静
10月 10日	ＢＳ寒川第2団神饌田稲刈り
	 	（BVS・CS・BS・VS）
	 22日	天皇陛下御即位奉祝
	 	パレード参加（BVS・CS・BS）
	 25〜26日	くまスカウト歓送キャンプ・上進式・
	 	進級式・歓送迎サイクリング（CS）	

11月 3日	茅ヶ崎吟詠コンクール参加（少年館）
	 9日	寒川ライオンズクラブ
	 	県道・町道花壇植栽奉仕（BS）
	 10日	台風19号災害義援金募金活動（VS）
	 〃　	さむかわまちぐるみ美化運動（少年館）
	 24日	親子でフィッシング＆クッキング（BVS・CS）

12月 1日		文化祭（少年館）
	 7日	大嘗宮見学ハイキング（BS）
	 8日	親子で野外料理（BVS・CS）
	 15日	月の輪スカウト歓迎ハイク（BS）
	 22日	しめ縄飾り作り（少年館）
	 23日	終業式（少年館）

スカウト募集中！
小学1年生以上の男女
問合せ…寒川神社少年館
☎ 0467 ｰ 74 ｰ 0551

相 談 窓 口

施設見学をご希望の方
は、下記の電話番号まで、
お問い合わせください。

宗教法人　寒川神社

介護老人保健施設
神恵苑

電　　話
0467（75）8677

開苑時間
平日9：00〜16：00

神
恵
苑
だ
よ
り
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次号『相模520号』は
　　　　4月1日 ㈬に発行します

本誌のバックナンバーは当神社HPよりダウンロードできます。

編
集

後
記

寒川駅

寒川総合
体育館川との

ふれあい
公園

消防署

寒川
病院

寒川町
　役場

わい
わい市

寒川総合
図書館

寒川中学校

寒川小学校

企
業
庁
水
道
局

河西
工業

寒
川
神
社

参
集
殿

さむかわ
中央公園

宮山駅
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寒川神社付近は、道路が大変混雑します
公共交通機関をご利用下さい
規制区域内での自転車通行は、ご遠慮下さい

令和 2年
寒川神社初詣交通規制図

初
詣
に
は
、
バ
ス
・
電
車
・
タ
ク
シ
ー
を
ご
利
用
下
さ
い
。

凡　　　　例

規　制　時　間

12月31日　22：00
～

１月３日　17：00

車両通行止区域

一方通行
車両通行止
車両進入禁止
指定方向外進行禁止

民間有料駐車場
無料駐車場

信　　号

車両通行禁止区域
（路線バスを除く）

寒川町年末年始交通対策協議会
茅 ヶ 崎 警 察 署

※ただし、ピンク点線
の区域（　　）は
12月 31 日 22：00
　～1月 1日 17：00
1 月 2日・1月 3日
　10：00～17：00

とします。

新
年
、
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。本

年
も
社
報『
相
模
』も
ご
覧
い
た
だ
き
、あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。「
子
」は
干
支
の
一
番
目
で
あ
り
、
古
く

よ
り
吉
凶
の
前
兆
を
知
ら
せ
る
も
の
と
も
考
え
ら

れ
て
お
り
ま
す
。本
年
は
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
、パ
ラ

リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
催
と
い
う
大
き
な
行
事
も
控
え
て

お
り
、
平
素
の
新
年
以
上
に
、
皆
様
方
そ
れ
ぞ
れ
が

高
い
目
標
を
掲
げ
て
、吉
凶
の「
吉
」を
引
き
込
ん
で

い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
に
存
じ
ま
す
。当
神
社
も
氏
子

崇
敬
者
の
方
に
寄
り
添
っ
た
社
報
『
相
模
』
を
発
刊

す
る
と
い
う
大
き
な
目
標
の
も
と
に
、
本
年
も
邁
進

し
て
参
り
ま
す
の
で
、
何
卒
宜
し
く
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

（
俊
）

月
次
祭
に
ご
参
列
さ
れ
た
方
な
ど
に
お
頒
け
す
る
木
札
で
す

『
木 

札
』
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JR相模線 宮山駅より徒歩5分。圏央道 寒川北ICより1㎞。

第519号 令和2年1月1日

睦月「1月」

如月「2月」

弥生「3月」

祝祭日には国旗を掲げましょう 【表紙写真説明】
大倉陽月氏が描く、新年初詣ポスター

【題字】
神社本庁 総長　田中恆清

ね


