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還尋A鞣

藉
ス
神
社

ギF等壺F春
彙デヨ7碑T"" 平成二十九年皆

様
、
明
け
ま
し
て
お
め
で
と

う
御
座
い
ま
す
。

雪
の
心
配
も
有
り
ま
し
た
が
、

穏
や
か
な
元
旦
を
迎
え
る
こ
と
が

出
来
ま
し
た
。

還
暦
を
迎
え
た
方
が
お
祝
い
の

祝
詞
を
受
け
て
い
ま
し
た
。

昔
は
、
六
十
歳
を
迎
え
る
の
が

大
変
な
こ
と
で
し
た
。
生
ま
れ
年
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皇
紀
二
千
六
百
七
十
七
年

の
干
支

（え
と
）
に
還
る
祝
で
、
「生

ま
れ
直
す
」
と
い
う
意
味
か
ら
還

暦
と
言
い
ま
す
。

赤
ち
や
ん
の
赤
い
ち
や
ん
ち
や

ん
こ
や
帽
子
を
贈

っ
て
貰
い
お
祝

い
し
て
い
ま
し
た
。

長
寿
格
言
に

「還
暦
六
十
歳
ま

だ
ま
だ
若
い
、
こ
れ
か
ら
あ
な
た

の
余
生
で
す
」
と
も
あ
り
ま
す
。

そ
の
他

い
ろ
い
ろ
な
厄
払
い

は
、
年
明
け
か
ら
節
分
ま
で
の
間

に
行
う
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。還暦祝い

J.111

初
詣
の
人
た
ち
は
、
帰
り
に
お

み
く
じ
や
縁
起
物
の
破
魔
矢
な
ど

を
買
っ
て
い
ま
し
た
。

破
魔
矢
は
、
正
月
に
弓
の
技
を

試
す
射
礼
に
使
わ
れ
た
弓
矢
に
由

来
し
、

「は
ま

（破
魔
）
」
は
競

技
に
用
い
ら
れ
る
的
の
こ
と
で
、

そ
こ
か
ら
転
じ
て
、　
一
年
の
好
運

を
射
止
め
る
縁
起
物
と
い
う
こ
と

で
初
詣
で
授
与
す
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

参拝後は、手摺 りを持つて下 りています。

皆
様
に
と
り
ま
し
て
、
良
い
年

で
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
心
か
ら
お

祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

鵜
坂
神
社
宮
司
代
行山

内
伸

建

国

祭

皇
紀

ＩＩ
千
六
百
七
十
七
年

皇
紀
二
千
六
百
七
十
七
年
の
建

国
祭
が
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。
橿
原

神
宮
及
び
皇
居
に
向
か

っ
て
礼

拝
。
国
歌
斉
唱
及
び
紀
元
節
の
歌

（雲
に
そ
び
ゆ
る
高
千
穂
の
、
高

根
お
ろ
し
に
草
も
木
も
…
）
斉
唱

後
、
建
国
祭
斎
行
、
日
本
国
万
歳

三
唱
で
終
了
し
ま
し
た
。

国歌斉唱

脩
年
拳鎮

火
祭

二
月
二
十
二
日

（木
）
　

各
地

区
自
治
会
長
及
び
奉
賛
会
会
員
、

鵜
坂
消
防
団
幹
部
が
参
加
し
、
祈

年
祭
と
鎮
火
祭
が
行
わ
れ
ま
し

た
。　
一
年
の
五
穀
豊
穣
を
お
祈
り

し
、
小
学
生
に
よ
る
浦
安
の
舞
が

奉
納
さ
れ
ま
し
た
。

鎮
火
祭
で
は
、
鵜
坂
消
防
団
幹

部
が
防
火
の
祈
願
を
行
な
い
、
鎮

火
祭
祈
伎
の
お
札
が
各
家
庭
に
配 大祓の詞奏上


