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表紙図　東都三十六景『山王権現雪中』
　　　　国立国会図書館デジタルコレクションより
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令
和
七
年
の
新
年
を
迎
え
、
新
春
を
寿
ぎ
謹
ん
で
お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
日
枝
大
神
様
の
更
な
る
御
加
護
の
も
と
、
今
年
が
良
き
年
で

あ
り
ま
す
よ
う
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

　

令
和
六
年
に
は
、
六
年
ぶ
り
に
神
幸
祭
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
東
京
都
心
を
3
0
0
m
の
神
幸
行
列
が
き
ら
び
や
か
な
装
束
に
身
を
包
み
巡
幸
し
、

御
鳳
輦
二
基
・
宮
神
輿
一
基
・
山
車
六
基
が
、
王
朝
装
束
に
威
儀
を
正
し
た
総
代
役
員
や
氏
子
青
年
の
奉
仕
に
よ
り
、
氏
子
区
域
を
巡
り
、
総
勢
5
0
0
人

か
ら
な
る
現
代
の
王
朝
絵
巻
は
ま
さ
に
圧
巻
の
一
言
で
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
大
規
模
な
御
祭
を
無
事
に
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
事
を
、
改
め
て
関
係
各
位
、
皆
様
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
昨
年
の
東
京
都
知
事
選
挙
に
お
き
ま
し
て
、
多
く
の
都
民
の
皆
様
か
ら
の
ご
支
持
を
賜
り
ま
し
て
、
三
期
目
の
都
政
の
舵
取
り
を
担
う
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。
改
め
て
、
身
の
引
き
締
ま
る
思
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。

 

「
東
京
大
改
革
3
・
0
」
の
下
、
課
題
に
答
え
を
出
し
、
行
動
を
起
こ
し
、
結
果
を
残
し
て
い
く
。
都
政
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
動
き
を
加
速
さ
せ
、
東
京
を

世
界
で
一
番
の
都
市
に
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

東
京
を
世
界
で
一
番
の
都
市
に
す
る
た
め
に
は
、都
市
の
活
力
の
源
泉
で
あ
る
「
人
」
が
い
つ
ま
で
も
輝
き
続
け
ら
れ
る
未
来
に
向
け
た
取
組
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

　

一
人
ひ
と
り
が
輝
け
る
舞
台
を
し
っ
か
り
と
次
の
世
代
へ
と
引
き
継
い
で
い
く
た
め
に
何
を
す
る
か
、そ
れ
が
今
を
生
き
る
私
た
ち
に
問
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

世
界
は
広
く
、
時
代
は
激
動
し
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
5
０
年
、
1
0
0
年
先
を
想
像
し
な
が
ら
、
自
分
た
ち
の
強
み
を
知
り
、
ど
の
よ
う
に

活
か
し
て
い
く
の
か
を
考
え
、
社
会
を
よ
り
良
い
も
の
へ
と
変
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

為
す
べ
き
は
、
江
戸
か
ら
続
く
知
恵
や
伝
統
の
深
み
、
安
全
安
心
に
暮
ら
せ
る
都
市
基
盤
を
こ
れ
か
ら
も
し
っ
か
り
と
守
る
、
そ
し
て
、
思
い
込
み
や

前
例
に
囚
わ
れ
ず
視
野
を
広
げ
て
東
京
を
さ
ら
に
磨
き
上
げ
る
こ
と
で
す
。

　

都
民
が
第
一
、「
都
民
フ
ァ
ー
ス
ト
」
で
推
し
進
め
る
東
京
大
改
革
の
先
に
こ
そ
、
明
る
い
未
来
は
拓
か
れ
て
い
き
ま
す
。

　

数
え
て
み
れ
ば
、昨
年
は
、島
国
日
本
が
鎖
国
を
解
い
た
日
米
和
親
条
約
か
ら
1
7
0
年
。
さ
ら
に
、近
代
国
家
の
幕
開
け
か
ら
1
5
0
年
以
上
が
経
つ
中
、

今
年
は
昭
和
1
0
0
年
に
当
た
り
ま
す
。
ま
さ
に
歴
史
の
妙
と
も
言
う
べ
き
節
目
を
迎
え
て
お
り
ま
す
。
先
人
た
ち
が
長
く
激
動
の
歳
月
を
繋
い
で
き
た

バ
ト
ン
を
手
に
、
私
が
強
く
想
い
ま
す
の
は
、「
首
都
の
重
み
」
で
す
。

　

江
戸
末
期
に
生
ま
れ
、
東
京
の
黎
明
期
を
見
つ
め
た
文
筆
家
・
幸
田
露
伴
が
、
首
都
を
し
て
「
一
国
の
運
命
の
枢
機
の
か
か
る
と
こ
ろ
」
と
評
し
た
よ
う
に
、

今
に
至
る
ま
で
東
京
は
大
都
市
と
い
う
以
上
の
使
命
と
役
割
を
担
い
続
け
て
き
ま
し
た
。
そ
の
重
責
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
な
多
様
な
集
積
の
力
を

最
大
限
に
活
か
し
、
避
け
て
通
れ
な
い
様
々
な
社
会
課
題
に
正
面
か
ら
挑
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

 

「
首
都
防
衛
」。
そ
れ
は
危
険
や
災
害
か
ら
都
民
の
命
と
暮
ら
し
を
守
る
と
い
う
意
味
に
留
ま
り
ま
せ
ん
。
使
い
古
し
た
時
代
遅
れ
の
発
想
か
ら
抜
け
出
せ
ず

活
力
を
失
っ
た
社
会
に
新
た
な
息
吹
を
吹
き
込
み
、
一
国
の
進
む
べ
き
道
を
示
す
。
す
な
わ
ち
、
東
京
の
み
な
ら
ず
日
本
全
体
の
明
る
い
未
来
を
も
守
り

抜
く
首
都
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
で
す
。

　

我
が
国
が
重
大
な
岐
路
を
迎
え
た
今
だ
か
ら
こ
そ
、
都
民
の
幸
せ
と
国
家
の
繁
栄
と
い
う
大
き
な
命
題
を
胸
に
、
首
都
東
京
を
も
っ
と
も
っ
と
良
く

し
て
い
く
。
課
題
に
答
え
を
出
し
、
行
動
を
起
こ
し
、
結
果
を
残
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

最
後
に
、
こ
の
新
し
い
年
の
国
家
の
安
寧
と
弥
栄
、
日
枝
神
社
の
御
神
徳
の
昂
揚
と
、
御
社
頭
の
御
隆
昌
、
氏
子
崇
敬
会
の
更
な
る
御
発
展
、
ま
た
皆
様
の

御
健
勝
と
御
多
幸
を
心
か
ら
祈
念
い
た
し
ま
し
て
、
私
の
新
年
の
御
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

令
和
七
年　

元
日

新
春
を
迎
え
て

日
枝
神
社
氏
子
崇
敬
会
会
長　

小  

池
　
百  

合  

子

一
　
月

　
一
日（
水
）

 

午
前
零
時 

若
水
祭

 
 

神
能 「
ひ
と
り
翁
」 

奉
奏

 
 

山
階
弥
右
衛
門
師
　
奉
仕

 

午
前
七
時 

歳
旦
祭

　
三
日（
金
）

 

午
前
八
時 

元
始
祭

　
五
日（
日
）

 

午
後
二
時 

奉
納
書
初
展
奉
告
祭

 

山
王
奉
書
会
記
念
講
演
は
行
い
ま
せ
ん

　
十
三
日（
月
）

 

午
前
十
一
時
　
印
章
護
持
祭

　
十
五
日（
水
）

 

午
前
九
時
　
　
月
次
祭

 

午
前
十
時
三
十
分
　
神
符
焼
納
祭

　
十
八
日（
土
）～
十
九
日（
日
）

 

神
宮
初
詣
旅
行
会 

近
畿（
滋
賀
）方
面

　
二
十
三
日（
木
）

 

午
後
六
時
　
新
年
互
礼
会

二
　
月

　
二
日（
日
）＊
令
和
七
年
の
節
分
は
二
日
に
な
り
ま
す

 

午
前
十
一
時
三
十
分
　
節
分
祭
追
儺
神
事

新
春
祭
典
・
行
事
の
ご
案
内
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皇
紀
二
千
六
百
八
十
五
年
、
令
和
七
年

が
幕
開
け
と
な
り
ま
し
た
。

　

謹
ん
で
新
春
の
お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま

す
。

　

新
年
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
御
皇
室
の

弥
栄
と
天
下
泰
平
、
国
土
安
穏
、
聖
寿
無

窮
、
万
民
豊
楽
を
祈
念
い
た
し
ま
す
。

　

乙
き
の
と
・

巳み

の
本
年
は
、
ど
ん
な
に
外
界
の
抵

抗
が
強
く
て
も
、
柔
軟
性
を
も
っ
て
結
果

を
だ
し
て
い
く
年
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

前
回
の
乙
巳
に
あ
た
る
昭
和
40
年
に

は
、
佐
藤
栄
作
総
理
が
戦
後
の
総
理
と
し

て
初
め
て
沖
縄
を
訪
問
、
沖
縄
問
題
の
解

決
に
意
欲
を
示
し
昭
和
47
年
の
沖
縄
返
還

へ
と
結
び
つ
き
ま
し
た
。

　

現
在
わ
が
国
が
抱
え
て
い
る
物
価
の
高

騰
に
よ
る
国
民
生
活
の
不
安
や
少
子
化
、

経
済
成
長
を
大
き
く
阻
害
す
る
政
治
の
混

迷
、
長
ら
く
解
決
に
至
ら
な
い
領
土
問
題

な
ど
、
多
く
の
課
題
を
熟
慮
断
行
で
し
っ

か
り
と
結
果
を
求
め
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

私
も
国
会
議
員
と
し
て
、
難
し
い
状
況

に
あ
る
国
会
の
中
で
民
意
を
し
っ
か
り
と

受
け
と
め
、
丁
寧
な
合
意
形
成
を
す
す
め

て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

最
近
は
、
若
者
の
〝
夢
離
れ
〟
が
深
刻

化
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

夢
と
希
望
を
抱
い
て
ス
タ
ー
ト
す
る
社

会
人
生
活
も
大
学
新
卒
の
一
割
が
一
年
以

内
に
、
三
割
が
三
年
以
内
に
離
職
す
る
と

い
う
デ
ー
タ
が
あ
り
ま
す
。

　

企
業
側
に
と
っ
て
も
、
採
用
す
る
新
卒

者
一
人
あ
た
り
の
コ
ス
ト
は
約
48
万
円

で
、
こ
れ
ら
ミ
ス
マ
ッ
チ
に
よ
る
早
期
退

職
の
損
失
は
大
き
な
負
担
で
も
あ
り
ま

す
。

　

か
く
い
う
私
も
就
職
活
動
で
は
新
聞
社

に
断
ら
れ
、
社
会
人
の
第
一
歩
は
夢
を

も
っ
て
出
版
社
に
勤
め
た
も
の
の
、
間
も

な
く
そ
の
会
社
が
倒
産
す
る
な
ど
、
次
々

と
夢
が
く
だ
か
れ
自
分
が
徹
底
的
に
無
力

化
し
て
い
く
時
期
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ

で
も
書
く
こ
と
は
諦
め
ら
れ
ず
、
と
う
と

う
一
人
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
て
自
己
流
で
取

材
し
、
記
事
を
書
き
た
め
た
の
が
実
質
的

新
聞
記
者
の
始
め
の
入
口
で
し
た
。
正
面

玄
関
か
ら
は
入
れ
な
く
て
も
、
自
分
が
好

き
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
別
の
入
口
を
見
い

だ
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
ょ
う
。

　

職
業
に
貴
賎
は
な
い
け
れ
ど
、
向
き
不

向
き
は
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

い
い
職
業
と
は
、
名
誉
に
な
れ
る
こ
と

で
も
収
入
が
い
い
こ
と
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
ら
は
人
間
の
側
の
つ
ま
ら
な
い

考
え
で
あ
っ
て
、
大
事
な
の
は
、
そ
の
人

が
そ
の
職
業
が
好
き
で
、
お
も
し
ろ
さ
を

感
じ
ら
れ
る
こ
と
、
そ
の
人
が
、
そ
の
職

業
に
社
会
的
意
義
を
見
い
だ
せ
る
こ
と
で

は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
仕
事
を
通
じ
て

自
分
自
身
が
会
社
や
社
会
に
貢
献
で
き
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
の
成
長
を
見

い
だ
せ
た
ら
何
よ
り
の
幸
せ
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

故
・
安
倍
元
総
理
も
大
学
の
卒
業
式
の

ス
ピ
ー
チ
で
「
私
は
第
一
次
安
倍
政
権
を

途
中
で
放
り
出
し
て
、『
安
倍
晋
三
は
政

治
家
と
し
て
終
わ
っ
た
』
と
言
わ
れ
て
い

た
。
で
も
、
そ
こ
か
ら
五
年
か
け
て
総
理

大
臣
の
座
に
返
り
咲
く
こ
と
が
で
き
た
。

そ
れ
は
、
自
分
が
特
別
に
優
れ
た
人
間

だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
特
別
に
強
い
人

間
だ
っ
た
か
ら
で
も
な
い
。
た
だ
一
つ
、

諦
め
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
人
に
よ
っ
て

は
何
回
も
失
敗
す
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
た
び
に
再
び

立
ち
上
が
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
と
考
え

て
い
ま
す
」
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　

人
生
に
は
色
々
な
花
が
咲
い
て
い
る
こ

と
を
気
づ
け
た
ら
、
力
強
く
前
向
き
に
歩

ん
で
い
け
る
こ
と
で
し
ょ
う
。〝
勇
気
〟

と
〝
信
念
〟
と
〝
覚
悟
〟
は
、
年
齢
を
重

ね
る
に
つ
れ
備
わ
っ
て
く
る
も
の
で
す
。

　

今
年
は
大
東
亜
戦
争
終
結
か
ら
八
十
年

と
い
う
節
目
の
年
に
あ
た
り
ま
す
。

　

祖
国
の
繁
栄
と
世
界
平
和
の
た
め
に
尊

い
生
命
を
捧
げ
ら
れ
た
御
英
霊
に
対
し
、

哀
悼
の
誠
を
捧
げ
る
と
と
も
に
尊
崇
の
念

を
表
し
、
御
霊
安
ら
か
な
れ
と
お
祈
り
申

し
上
げ
ま
す
。

　

戦
後
八
十
年
を
経
よ
う
と
す
る
今
の
わ

が
国
の
平
和
と
繁
栄
は
、
尊
い
犠
牲
の
上

に
あ
る
こ
と
を
決
し
て
忘
れ
て
は
い
け
ま

せ
ん
。
美
し
く
豊
か
な
国
に
生
か
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
心
か
ら
感
謝
し
つ
つ
、
後
世

に
慰
霊
奉
賛
の
継
承
が
な
さ
れ
る
よ
う
務

め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

結
び
と
な
り
ま
す
が
、
皆
様
に
お
か
れ

ま
し
て
も
本
年
が
弥
栄
の
一
年
で
あ
り
ま

す
よ
う
お
祈
り
申
し
上
げ
新
年
の
ご
挨
拶

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

参
議
院
議
員

山
谷
え
り
子

特
別
寄
稿
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た
。
結
果
と
し
て
、
町
政
の
ほ
と
ん
ど
を

家
守
が
行
う
こ
と
に
な
り
、「
家
守
の
町

中
」と
形
容
さ
れ
る
ま
で
に
な
り
ま
し
た
。

　

も
っ
と
も
、
家
守
自
身
は
地
主
で
は
な

く
代
理
人
で
す
か
ら
、
地
主
に
代
わ
っ
て

ま
つ
り
の
警
固
役
を
務
め
る
こ
と
は
あ
っ
て

も
、
町
入
用
を
負
担
す
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。
不
在
地
主
に
無
断
で
付
祭
の
出
し

物
を
決
め
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

江
戸
の
町
に
住
み
続
け
て
い
る
地
主
も

い
る
に
は
い
ま
し
た
。
彼
ら
は
「
家い
え
も
ち持

」

と
呼
ば
れ
、
町
の
人
々
か
ら
敬
意
を
払
わ

れ
て
い
ま
し
た
。
た
だ
、
い
か
ん
せ
ん
人

数
が
少
な
く
、
ま
た
居
な
が
ら
に
し
て
家

守
を
雇
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
影
響
力
は

限
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

家
守
・
地
借
・
大
店

　

そ
ん
な
こ
と
で
ま
つ
り
が
盛
り
上
が
る

は
ず
は
な
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
実
際
は
大
い
に
盛
り
上
が
っ
た
の

で
す
。
い
わ
ゆ
る
幕
府
の
三
大
改
革
全
盛

期
に
は
ま
つ
り
も
火
が
消
え
た
よ
う
に
さ

び
し
く
な
り
ま
し
た
が
、
改
革
が
緩
む
と

一
気
に
花
が
開
き
ま
し
た
。

　

十
八
世
紀
半
ば
に
享
保
の
改
革
が
終
わ

り
、
ま
つ
り
の
規
制
が
解
か
れ
る
と
、
禁

じ
ら
れ
て
い
た
屋
台
が
復
活
し
、
町
の

人
々
は
付
祭
を
舞
台
に
見
立
て
て
芸
能
を

披
露
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

も
っ
と
も
、
は
じ
め
の
う
ち
は
踊
り
を

ま
つ
り
の
推
進
者

　

江
戸
時
代
の
山
王
御
祭
礼
は
、
各
町
が

仕
立
て
た
山
車
（
だ
し
。
当
時
は
「
出
し
」

と
書
き
ま
し
た
）や
屋
台
が
行
列
を
組
み
、

神み

輿こ
し

に
付
き
従
い
ま
し
た
。

　

そ
の
華
麗
さ
は
筆
舌
に
尽
く
し
が
た

く
、
殊
に
十
一
代
将
軍
徳
川
家い
え

斉な
り

公
が
親

政
を
敷
い
た
文
化
文
政
期
は
一
つ
の
頂
点

に
達
し
、
そ
の
き
ら
び
や
か
な
様
子
は
絵

巻
物
な
ど
に
描
き
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

祭
礼
行
列
に
加
わ
れ
る
の
は
選
ば
れ
た

町
の
み
で
し
た
が
、
幕
府
が
参
加
を
義
務

づ
け
た
の
は
町
の
象
徴
た
る
「
出
し
」
と
、

警
固
す
る
町
役
人
だ
け
で
し
た
。
出
し
以

外
の
屋
台
や
仮
装
行
列
は
「
付
つ
け
ま
つ
り祭」

と
言
っ

て
、町
が
独
自
に
付
け
足
し
た
も
の
で
し
た
。

　

付
祭
に
は
多
く
の
人
手
が
か
か
り
、
そ

れ
だ
け
に
莫
大
な
費
用
を
要
し
ま
す
。
つ

ま
り
付
祭
は
実
行
す
る
人
と
出
資
す
る
人

の
両
方
が
必
要
と
な
る
の
で
す
。
今
回
は

ま
つ
り
を
推
進
す
る
こ
れ
ら
の
人
々
を
取

り
上
げ
ま
す
。
ま
ず
は
出
資
者
か
ら
見
て

み
ま
し
ょ
う
。

地
主

　

町
の
運
営
に
か
か
る
経
費
は
町
入
用
と

呼
ば
れ
、
地
主
が
全
額
負
担
し
ま
し
た
。

中
で
も
ま
つ
り
は
最
大
の
支
出
で
、
地
主
に

と
っ
て
悩
み
の
種
で
し
た
。
江
戸
の
地
所
が

投
資
の
対
象
と
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
の
地
主

が
別
の
場
所
に
住
む
よ
う
に
な
る
と
（「
不

在
地
主
」
と
言
い
ま
す
）、
地
元
愛
な
ど
な

い
彼
ら
に
と
っ
て
ま
つ
り
は
災
厄
に
し
か
映

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
冷
静
な
投
資
家
で
あ

る
彼
ら
が
、
率
先
し
て
費
用
を
負
担
す
る

な
ど
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。

　

不
在
地
主
は
自
ら
の
代
理
と
し
て
「
家

守
（
や
も
り
。
大
家
さ
ん
の
こ
と
）」
を

選
任
し
ま
し
た
。
そ
う
し
て
貸
家
や
貸
地

の
管
理
を
さ
せ
、
町
の
運
営
を
任
せ
ま
し

習
う
人
な
ど
芝
居
の
関
係
者
く
ら
い
し
か

い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
の
珍
し
さ
ゆ
え

諸
大
名
の
目
に
止
ま
り
、
奥
向
き
女
中
に

召
し
抱
え
ら
れ
る
と
、「
一
人
娘
を
お
ま

つ
り
に
出
す
ほ
ど
」
と
い
う
た
と
え
ど
お

り
の
大
騒
ぎ
と
な
り
ま
し
た
。
家
守
た
ち

は
我
も
我
も
と
自
分
の
娘
に
踊
り
を
習
わ

せ
、
ま
つ
り
に
参
加
さ
せ
た
の
で
す
。

　

寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）、
御
祭
礼
が

将
軍
の
上
覧
所
前
を
通
る
道
筋
に
変
更
さ

れ
、
各
町
の
屋
台
を
そ
こ
に
止
め
て
芸
事

を
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
こ
と
で
、
家
守

の
ま
つ
り
熱
は
決
定
的
と
な
り
ま
し
た
。

「
御み

簾す

の
向
こ
う
で
将
軍
さ
ま
が
見
て
い

る
」
と
家
守
た
ち
は
娘
の
背
中
を
押
し
、

娘
た
ち
も
そ
の
気
に
な
っ
て
こ
の
上
な
く

着
飾
り
ま
し
た
。

　

家
守
の
み
な
ら
ず
、
地
主
か
ら
土
地
を

借
り
て
商
売
を
す
る
「
地じ

借が
り

」
も
付
祭
に

加
わ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
彼
ら
個
人

事
業
主
は
裕
福
で
、
そ
れ
ゆ
え
娘
た
ち
の

衣
装
も
よ
り
一
層
華
や
か
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
加
熱
状
態
を
抑
え
る
た
め
、

寛
政
の
改
革
で
付
祭
の
総
数
が
合
計
三
組

に
制
限
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
一
組
は

幕
府
が
雇
っ
た
太だ
い
か
ぐ
ら

神
楽
や
こ
ま
回
し
（
こ

れ
を
「
御
お
や
と
い
ま
つ
り

雇
祭
」
と
言
い
ま
す
）
を
世
話

す
る
役
で
し
た
の
で
、
町
か
ら
は
実
質
二

組
の
付
祭
し
か
出
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。
当

時
の
狂
歌
に
「
出
し
ば
か
り
に
て
み
ど
こ

ろ
は
な
し
」
と
皮
肉
ら
れ
る
あ
り
さ
ま

川
越
祭
礼
研
究
家
　
　
　
　
　
　

水

戸

一

斎

（
監
修
　
山
瀬
一
男
）

―
日
本
三
大
祭
―
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【画像１】無款『山王祭』の屋台（国立音楽大学附属図書館 竹内道敬文庫所蔵）

だ
っ
た
の
で
す
。

　

そ
の
改
革
も
二
年
後
に
は
終
止
符
が
打

た
れ
、
付
祭
に
以
前
の
活
気
が
戻
っ
て
き

ま
し
た
。
十
九
世
紀
に
入
る
と
、
大
奥
の

所
望
に
よ
り
御
雇
祭
の
出
し
物
を
替
え
る

「
品し
な
が
え替

御
雇
祭
」
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
型
に
は
ま
っ
た
御
雇
祭
を
大
奥

が
求
め
る
出
し
物
に
替
え
ら
れ
る
の
で
す

か
ら
、
町
の
人
の
張
り
切
り
よ
う
は
大
変

な
も
の
で
し
た
。
町
を
挙
げ
て
の
一
大
行

事
と
な
り
、
普
段
は
お
付
き
合
い
程
度
の

大お
お
だ
な店

も
巨
費
を
投
じ
、
一
つ
の
店
で
屋
台

一
台
を
仕
立
て
る
ほ
ど
力
を
入
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
も
し
ば
ら
く
の
間
、
付
祭
は
三

組
の
ま
ま
で
し
た
が
、
一
組
か
ら
出
さ
れ

る
屋
台
の
数
は
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
き
、

さ
ら
に
は
歩
き
な
が
ら
踊
り
を
す
る
「
地じ

走ば
し

り
」
や
、
長
い
綱
で
大
き
な
張
り
ぼ
て

を
曳
く
「
曳
き
物
」、
着
ぐ
る
み
や
か
ぶ

り
物
で
仮
装
す
る
「
練
り
物
」
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
趣
向
が
凝
ら
さ
れ
、
大
勢
の
人

が
ま
つ
り
を
楽
し
み
ま
し
た
。

　

享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
に
元
飯
田
町

が
出
し
た
付
祭
の
書か
き
あ
げ上
が
残
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
末
尾
に
、「
こ
こ
だ
け
の
話
、
書

上
に
は
六
百
人
と
あ
り
ま
す
が
、
内
々
千

余
人
が
出
て
お
り
ま
す
」
と
書
か
れ
て
い

ま
す
（『
茉ま
つ
り
の
は
な

莉
花
』）。
御
祭
礼
全
体
の
参

加
者
数
は
、
お
そ
ら
く
一
万
人
を
超
え
て

い
た
で
し
ょ
う
。
そ
の
に
ぎ
わ
い
は
ど
れ

ほ
ど
で
あ
っ
た
か
、
想
像
も
つ
き
ま
せ
ん
。

　

あ
ま
り
に
数
が
多
く
な
り
す
ぎ
た
た

め
、
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
に
は
品

替
が
中
止
と
な
り
、
一
組
か
ら
出
せ
る
出

し
物
も
一
品
に
制
限
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ

で
も
付
祭
の
数
自
体
が
三
組
か
ら
二
十
組

に
増
や
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
ま
つ
り
が
衰

え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

こ
れ
が
豪
華
さ
の
極
み
に
達
し
た
文
化

文
政
期
の
御
祭
礼
で
し
た
（
画
像
１
）。

そ
の
勢
い
は
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）

ま
で
続
き
、
天
保
の
改
革
に
よ
り
再
び
付

祭
が
三
組
に
抑
え
ら
れ
た
こ
と
で
、
よ
う

や
く
落
ち
着
い
た
の
で
し
た
。

裏
長
屋
の
人
々

　

出
資
者
に
続
き
、
ま
つ
り
の
実
行
者
を

ご
紹
介
し
ま
す
。
そ
の
前
に
、
当
時
の
御

祭
礼
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
の

か
、
そ
の
様
子
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
華

や
か
な
女
性
が
一
糸
乱
れ
ず
舞
い
踊
る
姿

を
思
い
浮
か
べ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

そ
う
と
ば
か
り
も
言
え
な
い
よ
う
で
す
。

　

幕
府
が
発
布
し
た
町
触
れ
の
中
に
、
ま

つ
り
の
参
加
者
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
注

意
書
き
が
見
ら
れ
ま
す
。
い
わ
く
、「
前

の
組
を
追
い
抜
い
て
は
な
ら
な
い
」「
城

内
で
弁
当
を
食
べ
て
は
な
ら
な
い
」「
た

ば
こ
を
吸
っ
て
は
な
ら
な
い
」な
ど
で
す
。

ま
る
で
修
学
旅
行
の
高
校
生
を
引
率
す
る

担
任
の
先
生
の
よ
う
で
す
。
町
の
人
た
ち

は
お
世
辞
に
も
行
儀
が
良
い
と
は
言
え
な
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か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

行
列
に
は
綱
で
曳
き
物
を
曳
く
子
ど
も

た
ち
も
数
多
く
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
が
、

子
ど
も
た
ち
だ
け
で
千
人
を
超
え
る
と
い

う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

実
の
と
こ
ろ
、祭
礼
行
列
に
は「
若
い
者
」

と
称
す
る
、付
祭
の
運
営
に
大
き
く
関
わ
っ

た
集
団
が
参
加
し
て
い
ま
し
た
。　

若
い

者
と
言
っ
て
も
、
単
な
る
年
少
者
の
こ
と

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
公
的
に
は
認
め
ら
れ

て
い
ま
せ
ん
が
、
ど
の
町
に
も
存
在
す
る

青
年
団
の
よ
う
な
組
織
を
意
味
し
ま
し
た
。

　

も
っ
と
も
、
若
い
者
の
実
態
は
い
ま
だ

に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
ど
の
よ

う
な
職
業
に
就
い
て
い
た
か
も
は
っ
き
り

し
な
い
の
で
す
。一
つ
だ
け
確
実
な
の
は
、

若
い
者
の
ほ
と
ん
ど
が
裏
長
屋
に
住
ん
で

い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

裏
長
屋
と
は
不
在
地
主
が
投
資
用
に
建

て
た
路
地
裏
の
賃
貸
住
宅
の
こ
と
で
す
。

江
戸
の
町
は
表
通
り
を
一
歩
入
る
と
裏
長

屋
で
あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
。
ど
ん
な
に
頑

丈
な
建
物
を
造
っ
て
も
火
災
か
ら
は
逃
れ

ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
不
在
地
主
は
板い
た

葺ぶ

き
板
張
り
で
六
畳
一
間
し
か
な
い
ひ
ど
い

安
普
請
の
長
屋
を
建
て
た
の
で
す
。
壁
一

枚
隔
て
た
隣
の
家
に
も
会
話
が
筒
抜
け
で

し
た
の
で
、「
一
人
だ
け
の
空
間
」
な
ど

夢
の
ま
た
夢
で
し
た
。
自
分
の
居
場
所
を

求
め
た
若
い
者
が
家
に
依
り
つ
か
ず
、
ま

つ
り
に
没
頭
し
た
の
は
ご
く
自
然
な
こ
と

だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

裏
長
屋
に
は
雑
多
な
職
業
の
人
々
が
暮

ら
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
中
で
ど
う
い
っ

た
人
が
「
若
い
者
」
を
名
乗
っ
て
い
た
の

で
し
ょ
う
か
。

　

小
僧
や
手
代
と
呼
ば
れ
る
大
店
の
奉
公

人
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。
彼
ら
は
店
に

住
み
込
み
、
裏
長
屋
に
は
住
ん
で
い
な

か
っ
た
か
ら
で
す
。
し
か
も
給
料
は
も
ら

え
ず
盆
と
正
月
に
小
遣
い
が
出
る
程
度
で

し
た
か
ら
、
ま
つ
り
に
使
え
る
自
由
な
お

金
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
彼
ら
を
若
い

者
と
は
呼
べ
な
い
で
し
ょ
う
。

 
「
棒ぼ

手て

振ふ

り
」
と
い
う
、
天
秤
棒
を
担
い

で
行
商
す
る
人
た
ち
も
、
ま
つ
り
と
は
無

縁
で
す
。
儲
け
の
少
な
い
彼
ら
は
毎
月
決

ま
っ
て
お
金
が
足
り
な
く
な
っ
て
い
ま
し

た
。
不
在
地
主
は
投
下
資
本
回
収
の
た
め

安
普
請
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
高
額
の
家
賃

設
定
を
し
ま
し
た
の
で
、
棒
手
振
り
は
家

賃
の
支
払
い
に
苦
労
し
、
つ
い
に
は
支
払

い
が
で
き
ず
長
屋
を
追
い
出
さ
れ
る
こ
と

も
し
ば
し
ば
あ
り
ま
し
た
。
遊
べ
る
だ
け

の
金
銭
的
な
余
裕
が
な
い
上
に
、
町
へ
の

愛
着
も
持
ち
よ
う
が
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

長
屋
に
住
む
日
雇
人
足
た
ち
も
、
仕
事

に
付
い
て
回
っ
て
居
所
を
転
々
と
す
る
こ

と
が
多
く
、「
自
分
の
町
」
と
い
う
感
覚

が
希
薄
で
し
た
。
ま
た
お
金
も
あ
ま
り

持
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

若
い
者

　

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
若
い
者
と
は
誰
の
こ

と
を
指
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

古
文
献
を
調
べ
て
み
る
と
、
そ
の
中
心

的
存
在
は
「
職
人
」
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

『
撰
せ
ん
よ
う
え
い
き
ゅ
う
ろ
く

要
永
久
録
』
と
い
う
幕
末
の
記
録
に
、

若
い
者
の
こ
と
を
「
町
内
諸
職
人
」
と
す

る
町
触
れ
が
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
町
触

れ
以
外
に
も
、
当
時
の
随
筆
や
日
記
な
ど

に
「
若
い
者
」
は
よ
く
登
場
し
ま
す
が
、

そ
の
多
く
は
や
は
り
大
工
や
左
官
と
い
っ

た
職
人
で
し
た
。

　

と
は
い
え
、
町
の
人
は
若
い
者
の
こ
と

を
必
ず
し
も
好
意
的
な
目
で
見
て
は
い
ま

せ
ん
で
し
た
。
町
触
れ
な
ど
で
は
む
し
ろ

目
の
敵
に
さ
れ
る
の
が
常
で
し
た
。実
際
、

若
い
者
の
中
に
は
町
の
ご
ろ
つ
き
と
変
わ

ら
な
い
連
中
も
い
ま
し
た
。「
わ
た
り
」

と
称
し
て
金
銭
を
ね
だ
っ
た
り
、
口
論
を

吹
き
か
け
て
相
手
を
困
ら
せ
た
り
、
気
に

入
ら
な
い
相
手
の
家
に
集
団
で
押
し
か
け

て
家
財
を
打
ち
壊
し
た
り
し
た
の
で
す
。

特
に
「
若
い
者
頭か
し
ら」

を
自
称
す
る
者
に
は
、

気
の
荒
い
職
人
を
は
じ
め
魚
河
岸
の
仲
買

や
河
岸
場
の
船
頭
と
い
っ
た
血
の
気
の
多

い
輩
が
多
く
、
町
の
人
か
ら
厄
介
者
扱
い

さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
は
、
す
べ
て
の
若
い
者
が
町
か
ら

つ
ま
は
じ
き
に
さ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

町
の
人
が
若
い
者
を
ど
の
よ
う
に
見
て

い
た
か
を
示
す
逸
話
が
『
浅
草
寺
日
記
』

の
中
に
見
ら
れ
ま
す
。

　

寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）、
京
都
の
北
野

天
満
宮
か
ら
出
開
帳
に
き
た
神
輿
や
宝
物

を
、
数
十
人
の
若
い
者
が
奪
っ
て
担
ぎ
回

る
と
い
う
事
件
が
起
き
ま
し
た
。
日
ご
ろ

か
ら
若
い
者
の
こ
と
を
快
く
思
っ
て
い
な
い

幕
府
は
、
こ
の
機
会
に
町
と
協
力
し
て
若

い
者
を
抑
え
込
も
う
と
し
ま
し
た
。
と
こ

ろ
が
、
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
町
か
ら
訴
え
が

出
て
き
ま
せ
ん
。
し
び
れ
を
切
ら
し
た
幕

府
が
町
名
主
に
事
件
の
調
書
を
作
成
す
る

よ
う
命
じ
て
も
、「
事
件
の
こ
と
は
我
々
に

は
わ
か
り
ま
せ
ん
」と
答
え
る
ば
か
り
。「
ま

る
で
悪
党
に
加
担
し
て
い
る
よ
う
で
は
な
い

か
」
と
た
し
な
め
ら
れ
る
始
末
で
し
た
。
挙

句
の
果
て
に
、「
事
件
の
首
謀
者
名
簿
を
提

出
せ
よ
」
と
い
う
幕
府
の
命
令
に
対
し
、「
直

接
彼
ら
を
呼
び
出
し
て
ご
吟
味
く
だ
さ
い
」

と
答
え
、
幕
府
の
怒
り
を
買
っ
て
い
ま
す
。

　

結
局
名
主
は
し
ぶ
し
ぶ
名
簿
を
提
出
し
、

そ
の
結
果
何
人
か
の
若
い
者
が
処
罰
を
受

け
ま
し
た
。
一
方
名
主
も
職
務
怠
慢
の
か

ど
で
お
叱
り
を
受
け
、
二
十
日
間
の
自
宅

謹
慎
を
言
い
渡
さ
れ
ま
し
た
。
名
主
は
身

を
挺
し
て
若
い
者
を
か
ば
っ
た
の
で
す
。

　

お
そ
ら
く
名
主
は
若
い
者
が
神
輿
を

奪
っ
た
真
の
理
由
を
知
っ
て
い
た
の
で
し
ょ

う
。
少
な
く
と
も
、
若
い
者
が
悪
事
を
働

い
た
わ
け
で
は
な
い
と
信
じ
て
い
た
に
違

い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
名
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主
は
進
ん
で
幕
府
に
通
報
し
た
は
ず
で
す
。

　

悪
い
面
ば
か
り
強
調
さ
れ
が
ち
な
若
い

者
で
す
が
、
た
い
て
い
の
人
は
ま
じ
め

で
、
町
の
人
々
か
ら
頼
り
に
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
彼
ら
は
自
分
た
ち
が
住
む
町
を
愛

し
、
町
の
た
め
に
な
る
こ
と
で
あ
れ
ば
地

味
で
辛
い
こ
と
も
喜
ん
で
引
き
受
け
ま
し

た
。
町
内
で
冠
婚
葬
祭
が
あ
れ
ば
お
手
伝

い
を
し
、
け
ん
か
が
あ
れ
ば
仲
裁
に
駆
け

つ
け
、
火
事
が
起
こ
れ
ば
火
消
し
の
鳶
が

到
着
す
る
ま
で
消
火
に
努
め
ま
し
た
。

　

そ
し
て
ま
つ
り
に
な
る
と
、
そ
れ
こ
そ

身
を
粉
に
し
て
働
き
ま
し
た
。
照
り
つ
け

る
日
差
し
の
も
と
、
飲
み
物
や
椅
子
を
運

ん
だ
り
、
日
傘
を
さ
し
か
け
た
り
、
着
ぐ

る
み
を
着
て
道
化
役
を
演
じ
た
り
し
た
の

で
す
（
画
像
2
）。

　

単
に
参
加
す
る
だ
け
で
な
く
、
行
列
に

参
加
す
る
人
々
を
ま
と
め
、
ま
つ
り
が
円

滑
に
進
む
よ
う
周
り
の
人
に
声
を
か
け
ま

し
た
。
練
り
物
に
至
っ
て
は
出
し
物
を
自

ら
考
案
し
、
衣
装
や
小
道
具
を
こ
し
ら
え
、

配
役
に
も
気
を
配
り
ま
し
た
。
必
要
な
お

金
は
自
分
た
ち
で
集
め
、
町
に
住
む
旗
本

か
ら
棒
手
振
り
ま
で
寄
付
を
募
り
ま
し
た
。

そ
れ
が
高
じ
て
町
の
人
か
ら
不
評
を
買
う

こ
と
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
が
、「
み
ん
な
で

楽
し
め
る
ま
つ
り
が
し
た
い
」
と
い
う
純
粋

な
気
持
ち
に
偽
り
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

若
い
者
は
御
祭
礼
と
い
う
大
舞
台
で
、

資
金
調
達
か
ら
出
し
物
の
企
画
・
運
営
・

演
出
ま
で
こ
な
し
た
の
で
す
。
裏
を
返
せ

ば
、
若
い
者
が
普
段
か
ら
町
の
た
め
に
尽

く
し
て
い
る
こ
と
を
町
の
み
ん
な
が
知
っ

て
い
た
か
ら
こ
そ
、「
彼
ら
な
ら
大
丈
夫
」

と
任
せ
て
も
ら
え
た
の
で
す
。
彼
ら
が
い

な
け
れ
ば
動
き
の
悪
い
老
人
ば
か
り
が
残

り
、
ま
つ
り
が
成
り
立
た
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
こ
と
は
現
代
に
通
じ
る
も
の
が
あ

り
ま
す
。
今
日
祭
礼
に
携
わ
る
全
国
の
若

者
た
ち
は
、
常
日
頃
か
ら
町
の
行
事
に
参

加
し
、
町
の
人
と
の
交
流
に
努
め
て
い
ま

す
。
出
し
物
を
提
案
し
、
ま
つ
り
の
引
き

立
て
役
と
な
り
、
事
故
が
起
こ
ら
な
い
よ

う
ま
つ
り
全
体
に
目
を
行
き
届
か
せ
て
い

ま
す
。彼
ら
の
こ
と
を
見
れ
ば
見
る
ほ
ど
、

御
祭
礼
の
若
い
者
と
二
重
写
し
に
な
り
ま

す
。
彼
ら
が
い
る
か
ら
こ
そ
、
ま
つ
り
が

何
百
年
も
続
く
の
で
す
。

　

嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）、
御
祭
礼
の

行
列
に
「
店た
な

警け
い

固ご

」
と
呼
ば
れ
る
一
団
が

登
場
し
ま
し
た
。「
店
」
と
は
裏
長
屋
の

こ
と
を
指
し
ま
す
。
彼
ら
は
付
祭
の
運
営

管
理
を
任
さ
れ
た
若
い
者
で
し
た
。
町
の

人
々
は
彼
ら
を
見
込
ん
で
祭
礼
の
警
固
役

に
取
り
立
て
た
の
で
す
。
そ
れ
は
裏
長
屋

の
住
人
が
、
町
役
人
と
肩
を
並
べ
た
こ
と

を
意
味
し
ま
し
た
。
彼
ら
が
ど
れ
ほ
ど
誇

ら
し
い
気
持
ち
で
店
警
固
を
務
め
た
か
、

そ
の
と
き
の
晴
れ
や
か
な
顔
を
見
て
み
た

い
気
が
し
ま
す
。

日
枝
神
社

責
任
役
員

同同同同同同 代
表
役
員

宮

司

責
任
役
員

権
宮
司

宮
西
修
治

中
澤
彦
七

大
澤
忠
政

澤
田
晴
子

泉
由
紀
子

細
田
安
兵
衛

吉
田
淳
一

魚
谷
雅
彦

大
塚
正
行

謹
み
て
新
年
の

　御祝
詞
を
申
し
上
げ
ま
す

頌

　
　
　春

　
令
和
七

　
　歳

乙
巳  
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謹 賀 新 年謹 賀 新 年

日 枝 神 社
大 総 代同同同同同同同同同同同同同同同

遠 藤 恒 夫関 口 弥 寿 雄根 岸

　 進

田 中 康 博清 水 昭 治上 野 良 夫松 岡 宏 泰野 永 喜 一 郎今 野 克 彦冨 田 正 一三 枝

　 亮

小 坂

　 敬

北 見 芳 夫木 村 暖 子羽 田 宇 男亀 岡 恒 方

日 枝 神 社
宮司権 宮 司禰宜禰

　
宜

権 禰 宜同同同同同同同同

宮 西 修 治大 塚 正 行髙 原 聖 司鎌 田 周 作土 田 幸 大片 山

　 徹

内 田 博 之手 塚 和 記松 橋 裕 晃高 野 大 樹中 島 大 二 郎前 川 大 成金

鑚

和 樹

頌

　 　 　

春

　
令 和 七

　 　
歳
乙

巳  

頌

　 　 　

春

　
令 和 七

　 　
歳
乙

巳  

3 口

㈱ ぬ 利 彦代 表 取 締 役

中 澤 哲 也

3 口

八 重 洲 ゴ  ル フ ラ イ フ八 重 洲 ラ イ フ

㈱

代 表 取 締 役社長

松本信義

3 口

2 口

2 口

マ ネ ッ ク ス グ ル ー プ

㈱

会長

松本　大

㈱ 大 槻 装 束 店代 表 取 締 役

大 槻 奈 津 子

㈱ 糟 谷相談役

糟谷孝男

㈱ 井 筒 装 束 店代 表 取 締 役

佐織鉄郎

㈱ フ  ェ  ム代 表 取 締 役

藤田　誠

㈱ ミ ロ ク 情 報 サ ー ビ ス代 表 取 締 役社長

是枝周樹

鈴 木

徽
章 工 芸 ㈱

代 表 取 締 役社長

鈴木敬二

㈱
髙
田 装 束 店

代 表 取 締 役

加藤充則

㈱ ア

ー
バ  ネ  ッ  ト  コ  ー ポ レ  ー

シ
ョ  ン

代  表  取  締  役  会  長兼ＣＥＯ

服部信治

京 橋 大 根 河 岸 会会長

鈴木敏行

佐竹昭二 三 菱 地 所

㈱

執 行 役 社 長

中島　篤

東 宝 ㈱代 表 取 締 役社長

松岡宏泰

㈱ 銀 座 ナ イ ン代 表 取 締 役社長

水谷孝二

㈱ 小 林 傳 次 郎 中 央 地 所 部代 表 取 締 役社長

小林久子

正 金 商 事 ㈱代 表 取 締 役

蛯原宗久

㈱ 銀 座 木 村 家代 表 取 締 役

木 村 美 貴 子

㈱ 泉 屋 東 京 店代 表 取 締 役社長

泉由紀子

銀 座 吉 田 ㈱代 表 取 締 役

吉田民雄

銀 座 越 後 屋八代目

永 井 甚 右 衛 門

㈱ 大 澤 ロ ー ヤ ル代 表 取 締 役

大澤忠政

㈱ ト ミ タ会長

富田正一

中 島 金 属 箔 粉 工 業 ㈱代 表 取 締 役社長

中島　

裕

清 水 建 設 ㈱取 締 役 社 長

井上和幸

㈱ 小 松 ス ト ア ー代 表 取 締 役

小坂　敬

㈱ 木 村 商 店代 表 取 締 役

木村暖子

㈱ ギ ン ザ の サ ヱ グ サ代 表 取 締 役社長

三枝　亮

き ね や 足 袋 ㈱代 表 取 締 役

中澤貴之

コ ト ー 商 事 ㈱

野玉善一

㈱ ホ ッ タ取 締 役 社 長

堀田峰明

㈱ 錦 屋 マ リ エ  マ リ エ代 表 取 締 役

勝 田 久 美 子

東 京 中 央 青 果 ㈱代 表 取 締 役社長

鈴木敏行

新 日 本 不 動 産 ㈱

中島信子

代 表 取 締 役

㈱
髙
島 屋 日 本 橋 店

上 席 執 行 役 員店長

佐藤尚弘

東 京 建 物 ㈱代 表 取 締 役社 長 執 行 役 員

野村　均

日 本 橋

𠮷
野 鮨 本 店𠮷

野正敏

川 崎 定 徳 ㈱

川
﨑
眞 次 郎

代 表 取 締 役木 村 實 業 ㈱代 表 取 締 役

木
村 平 右 衛 門

中 西 瀝 青 ホ ー ル デ ィ ン グ ス ㈱代 表 取 締 役

森 口 友 美 子

執 行 役 社 長い ち よ し 証 券 ㈱

玉田弘文

代 表 取 締 役金 子 架 設 工 業 ㈱

青木　茂

代 表 取 締 役社長 小 宮 山 印 刷

㈱
小 宮 山 貴 史

麹 町 ビ ル デ ィ ン グ ㈱

勝山　勝

㈱ ニ  ュ

ー  ・

オ ー タ  ニ

代 表 取 締 役社長

大谷和彦

永 田 町 ・ 霞 ヶ 関平河町
山 の 茶 屋

遠藤恒夫

ザ  ・

キ ャ ピ ト ル ホ テ ル

 東 急

総 支 配 人

志村恒治

日 枝 四 葉 会会長

成田弘子

㈱ ア ル フ  ァ ビ デ オ代 表 取 締 役

青山

朋孝

山 王 む ら さ き 会会長

藤田　誠

山 王 熱 供 給 ㈱代 表 取 締 役社長

津曲荒太

順 不 同 敬 称 略順 不 同 敬 称 略

㈱

 

永

 

田

 

町

 
 

天

 
竹

麹 町 ・ 紀 尾 井 町

㈱ ジ ャ パ  ン グ レ ー ラ イ ン代 表 取 締 役

眞
下 慶 一 郎

㈲ ナ リ タ 美 容 室代 表 取 締 役

成田弘子

弁 護 士 法

人
一  番 町 綜 合 法 律 事 務 所

代 表 弁 護 士

神

﨑

浩昭

㈱ 伊 勢 半 本 店代 表 取 締 役社長

澤田晴子

表 千 家

  不 審 菴

家元

千　宗左

㈱ 千 修代 表 取 締 役社長

下谷友康

三 番 町

田中康博

㈾
清 水 隆 商 店

代 表 社 員

清水昭治

㈱ 朝 日 写 真 ニ  ュ ー ス 社代 表 取 締 役社長

阪田裕一

㈱ ジ ョ

ー  ・

コ ー ポ レ ー シ ョ ン

代 表 取 締 役

堀切健司

番 町  ・  九 段  ・  四 谷

㈱ ぶ ん か 社代 表 取 締 役

今　晴美

大 手 町 ・ 丸 の 内内 幸 町 ・ 有 楽 町
泉 吉 ㈱代 表 取 締 役

岸本昌子

㈱ 帝 国 ホ テ ル取 締 役 社 長

定保英弥

㈱ 東 京 會 舘代 表 取 締 役社長

渡辺訓章

東 京 技 工 ㈱代 表 取 締 役社長

林　光男

田 中 貴 金 属 グ  ル  ー プ代 表 取 締 役社 長 執 行 役 員

田 中 浩 一 朗

㈱
榮
太 樓 總 本 鋪

代 表 取 締 役社長

細田将己

日 本 橋 ゆ か り

野 永 喜 一 郎

㈱
キ  ョ  ウ  エ  イ ア ド

イ
ン
タ
ー ナ

シ
ョ  ナ  ル

代 表 取 締 役社長

廣瀬勝巳

八 重 洲  ・  日 本 橋

八丁堀 茅 場 町 ・ 兜 町

京

橋

銀

座

新

橋

崇 敬 者  （ 氏 子 外 ）

㈱ 兵 左 衛 門代 表 取 締 役

浦谷剛人

代 表 取 締 役会長 北 見 不 動 産 ㈲

北見芳夫

代 表 取 締 役社長

北見千穂

㈾
北 見 商 店

北 見 ま さ

ゑ

代 表 社 員



山 王 　 1 4 5 号9

謹 賀 新 年謹 賀 新 年

日 枝 神 社
大 総 代同同同同同同同同同同同同同同同

遠 藤 恒 夫関 口 弥 寿 雄根 岸

　 進

田 中 康 博清 水 昭 治上 野 良 夫松 岡 宏 泰野 永 喜 一 郎今 野 克 彦冨 田 正 一三 枝

　 亮

小 坂

　 敬

北 見 芳 夫木 村 暖 子羽 田 宇 男亀 岡 恒 方

日 枝 神 社
宮司権 宮 司禰宜禰

　
宜

権 禰 宜同同同同同同同同

宮 西 修 治大 塚 正 行髙 原 聖 司鎌 田 周 作土 田 幸 大片 山

　 徹

内 田 博 之手 塚 和 記松 橋 裕 晃高 野 大 樹中 島 大 二 郎前 川 大 成金

鑚

和 樹

頌

　 　 　

春

　
令 和 七

　 　
歳
乙

巳  

頌

　 　 　

春

　
令 和 七

　 　
歳
乙

巳  

3 口

㈱ ぬ 利 彦代 表 取 締 役

中 澤 哲 也

3 口

八 重 洲 ゴ  ル フ ラ イ フ八 重 洲 ラ イ フ

㈱

代 表 取 締 役社長

松本信義

3 口

2 口

2 口

マ ネ ッ ク ス グ ル ー プ

㈱

会長

松本　大

㈱ 大 槻 装 束 店代 表 取 締 役

大 槻 奈 津 子

㈱ 糟 谷相談役

糟谷孝男

㈱ 井 筒 装 束 店代 表 取 締 役

佐織鉄郎

㈱ フ  ェ  ム代 表 取 締 役

藤田　誠

㈱ ミ ロ ク 情 報 サ ー ビ ス代 表 取 締 役社長

是枝周樹

鈴 木

徽
章 工 芸 ㈱

代 表 取 締 役社長

鈴木敬二

㈱
髙
田 装 束 店

代 表 取 締 役

加藤充則

㈱ ア

ー
バ  ネ  ッ  ト  コ  ー ポ レ  ー

シ
ョ  ン

代  表  取  締  役  会  長兼ＣＥＯ

服部信治

京 橋 大 根 河 岸 会会長

鈴木敏行

佐竹昭二 三 菱 地 所

㈱

執 行 役 社 長

中島　篤

東 宝 ㈱代 表 取 締 役社長

松岡宏泰

㈱ 銀 座 ナ イ ン代 表 取 締 役社長

水谷孝二

㈱ 小 林 傳 次 郎 中 央 地 所 部代 表 取 締 役社長

小林久子

正 金 商 事 ㈱代 表 取 締 役

蛯原宗久

㈱ 銀 座 木 村 家代 表 取 締 役

木 村 美 貴 子

㈱ 泉 屋 東 京 店代 表 取 締 役社長

泉由紀子

銀 座 吉 田 ㈱代 表 取 締 役

吉田民雄

銀 座 越 後 屋八代目

永 井 甚 右 衛 門

㈱ 大 澤 ロ ー ヤ ル代 表 取 締 役

大澤忠政

㈱ ト ミ タ会長

富田正一

中 島 金 属 箔 粉 工 業 ㈱代 表 取 締 役社長

中島　

裕

清 水 建 設 ㈱取 締 役 社 長

井上和幸

㈱ 小 松 ス ト ア ー代 表 取 締 役

小坂　敬

㈱ 木 村 商 店代 表 取 締 役

木村暖子

㈱ ギ ン ザ の サ ヱ グ サ代 表 取 締 役社長

三枝　亮

き ね や 足 袋 ㈱代 表 取 締 役

中澤貴之

コ ト ー 商 事 ㈱

野玉善一

㈱ ホ ッ タ取 締 役 社 長

堀田峰明

㈱ 錦 屋 マ リ エ  マ リ エ代 表 取 締 役

勝 田 久 美 子

東 京 中 央 青 果 ㈱代 表 取 締 役社長

鈴木敏行

新 日 本 不 動 産 ㈱

中島信子

代 表 取 締 役

㈱
髙
島 屋 日 本 橋 店

上 席 執 行 役 員店長

佐藤尚弘

東 京 建 物 ㈱代 表 取 締 役社 長 執 行 役 員

野村　均

日 本 橋

𠮷
野 鮨 本 店𠮷

野正敏

川 崎 定 徳 ㈱

川
﨑
眞 次 郎

代 表 取 締 役木 村 實 業 ㈱代 表 取 締 役

木
村 平 右 衛 門

中 西 瀝 青 ホ ー ル デ ィ ン グ ス ㈱代 表 取 締 役

森 口 友 美 子

執 行 役 社 長い ち よ し 証 券 ㈱

玉田弘文

代 表 取 締 役金 子 架 設 工 業 ㈱

青木　茂

代 表 取 締 役社長 小 宮 山 印 刷

㈱
小 宮 山 貴 史

麹 町 ビ ル デ ィ ン グ ㈱

勝山　勝

㈱ ニ  ュ

ー  ・

オ ー タ  ニ

代 表 取 締 役社長

大谷和彦

永 田 町 ・ 霞 ヶ 関平河町
山 の 茶 屋

遠藤恒夫

ザ  ・

キ ャ ピ ト ル ホ テ ル

 東 急

総 支 配 人

志村恒治

日 枝 四 葉 会会長

成田弘子

㈱ ア ル フ  ァ ビ デ オ代 表 取 締 役

青山

朋孝

山 王 む ら さ き 会会長

藤田　誠

山 王 熱 供 給 ㈱代 表 取 締 役社長

津曲荒太

順 不 同 敬 称 略順 不 同 敬 称 略

㈱

 

永

 

田

 

町

 
 

天

 

竹

麹 町 ・ 紀 尾 井 町

㈱ ジ ャ パ  ン グ レ ー ラ イ ン代 表 取 締 役

眞
下 慶 一 郎

㈲ ナ リ タ 美 容 室代 表 取 締 役

成田弘子

弁 護 士 法

人
一  番 町 綜 合 法 律 事 務 所

代 表 弁 護 士

神

﨑

浩昭

㈱ 伊 勢 半 本 店代 表 取 締 役社長

澤田晴子

表 千 家

  不 審 菴

家元

千　宗左

㈱ 千 修代 表 取 締 役社長

下谷友康

三 番 町

田中康博

㈾
清 水 隆 商 店

代 表 社 員

清水昭治

㈱ 朝 日 写 真 ニ  ュ ー ス 社代 表 取 締 役社長

阪田裕一

㈱ ジ ョ

ー  ・

コ ー ポ レ ー シ ョ ン

代 表 取 締 役

堀切健司

番 町  ・  九 段  ・  四 谷

㈱ ぶ ん か 社代 表 取 締 役

今　晴美

大 手 町 ・ 丸 の 内内 幸 町 ・ 有 楽 町
泉 吉 ㈱代 表 取 締 役

岸本昌子

㈱ 帝 国 ホ テ ル取 締 役 社 長

定保英弥

㈱ 東 京 會 舘代 表 取 締 役社長

渡辺訓章

東 京 技 工 ㈱代 表 取 締 役社長

林　光男

田 中 貴 金 属 グ  ル  ー プ代 表 取 締 役社 長 執 行 役 員

田 中 浩 一 朗

㈱
榮
太 樓 總 本 鋪

代 表 取 締 役社長

細田将己

日 本 橋 ゆ か り

野 永 喜 一 郎

㈱
キ  ョ  ウ  エ  イ ア ド

イ
ン
タ
ー ナ

シ
ョ  ナ  ル

代 表 取 締 役社長

廣瀬勝巳

八 重 洲  ・  日 本 橋

八丁堀 茅 場 町 ・ 兜 町

京

橋

銀

座

新

橋

崇 敬 者  （ 氏 子 外 ）

㈱ 兵 左 衛 門代 表 取 締 役

浦谷剛人

代 表 取 締 役会長 北 見 不 動 産 ㈲

北見芳夫

代 表 取 締 役社長

北見千穂

㈾
北 見 商 店

北 見 ま さ

ゑ

代 表 社 員



山 王 　 1 4 5 号 1 0

謹 賀 新 年

日 枝 神 社 氏 子 崇 敬 会会長副 会 長同同同同同同顧

　
問

同同同監事同

小 池 百 合 子中 澤 彦 七大 澤 忠 政澤 田 晴 子泉 由 紀 子細 田 安 兵 衛吉 田 淳 一魚 谷 雅 彦樋 口 高 顕山 本 泰 人清 家

　 愛

長 谷 川

眞
理 子

遠 藤 恒 夫南 村 員 哉

裏 千 家 　 今 日 庵

千

 

玄 室

 

宗 室

安 全 自 動 車 ㈱代 表 取 締 役社長

中谷宗平

佐 藤 産 業 ㈱会長

佐 藤 太 美 雄

朝 日 総 業 ㈱代 表 取 締 役

池 本 な ぎ さ

有 楽 商 事 ㈱代 表 取 締 役

平沼顕司

㈱ 信 英 堂代 表 取 締 役

桜井俊一

㈱ 丸 井 ス ズ キ代 表 取 締 役

鈴木貴博

廣 田 特 許 事 務 所

廣田雅紀

代表㈱

C
M
C

代 表 取 締 役

髙橋悦郎

㈱ フ ォ ー シ ー ズ

浅

野幸子

代  表  取  締  役  会  長兼ＣＥＯ

頌

　 　 　

春

　
令 和 七

　 　
歳
乙

巳  

令 和 六 年 例 祭 献 酒 醸 造 元 芳 名

（ 順 不 同 ・ 敬 称 略 ）

酒 は 、  こ れ を 神 々 に 献 り 、  そ の 撤 下 を い た だ く 事 に よ っ て 、う つ う つ と し た 気 持 ち が 晴 れ や か に な る 百 薬 の 長 で す 。当 日 枝 神 社 の 御 祭 神 大 山 咋 神 は 、 古 来 、 酒 を 司 ら せ 給 う東 都 の 酒 神 と 厚 く 信 仰 せ ら れ る と こ ろ で あ り ま す 。

お さ が り

新政酒造㈱酔仙酒造㈱秋田銘醸㈱沢 の 鶴 ㈱ 東 京 支 店大 関 ㈱ 首 都 圏 支 社賀茂鶴酒造㈱ヤマサ醤油㈱濱田酒造㈱小 西 酒 造 ㈱ 東 京 支 社宝酒造㈱雲 海 酒 造 ㈱ 東 京 支 店霧島酒造㈱日 本 盛 ㈱ 東 京 支 店ヒ ガ シ マ ル 醤 油 ㈱櫻 正 宗 ㈱ 東 京 支 店キンシ正宗㈱菊正宗酒造㈱白 鶴 酒 造 ㈱ 東 京 支 社月桂冠㈱薩摩酒造㈱

吉 乃 川 ㈱ 東 京 支 店太田酒造㈱黄桜㈱ ㈱山本本家江 井 ヶ 嶋 酒 造 ㈱豊島屋酒造㈱石川酒造㈱㈱金井酒造店福徳長酒類㈱㈱飯沼本家鍋店㈱ 木戸泉酒造㈱稲花酒造㈱岩瀬酒造㈱㈱家久長本店天鷹酒造㈱㈱ 小 山 本 家 酒 造㈱ 矢 尾 本 店 酒 つ く り の 森高井㈱ 大信州酒造㈱

七笑酒造㈱山梨銘醸㈱谷櫻酒造㈲㈱土井酒造場都錦酒造㈱㈱ 酔 心 山 根 本 店酔鯨酒造㈱土佐鶴酒造㈱司牡丹酒造㈱千 代 の 園 酒 造 ㈱㈱福光屋㈱桝田酒造店栃倉酒造㈱㈱丸山酒造場㈱北雪酒造奥の松酒造㈱㈱佐浦 和 田 酒 造 合 資 会 社㈱六歌仙土田酒造㈱

山 王 む ら さ き 会
㈱ ア

 

ル

 

フ

 

ァ

 

ビ

 

デ

 

オ

ヴィライズ

㈱

日本橋髙島屋㈲ ト

 

ー

 

シ

 

ン

㈱  フ
 

ェ

 

ム

㈱
マ　ル　ビ　シ

順 不 同 敬 称 略



山王　145号11

一
月 
元
旦　

若
水
祭

 
歳
旦
祭

 

國
學
院
大
學
佐
栁
正
三
理
事
長
参
拝

　

二　
　

日	

小
池
百
合
子
氏
子
崇
敬
会
長
参
拝

　

三　
　

日	

元
始
祭

　

六　
　

日	

第
六
十
回
奉
納
書
初
展
感
謝
奉
告
祭

　

十
三
日	

印
章
護
持
祭

　

十
五
日	

神
符
焼
納
祭

　

二
十
四
日 

神
社
本
庁
田
中
総
長　

小
野
、
藤
江
常
務
理
事
参
拝

　

二
十
五
日	

文
化
財
防
火
デ
ー
消
防
演
習

　

二
十
七
日

　
　

～	

初
詣
旅
行

　

二
十
八
日	

　

三
十
一
日	

神
社
本
庁
鷹
司
統
理
参
拝

 

新
年
互
礼
会

二
月

　

三　
　

日	

節
分
祭

　

十
一
日	

紀
元
祭

　

十
七
日	

祈
年
祭

　

二
十
三
日	

天
長
祭

三
月

　

十
三
日	

第
十
一
回
責
任
役
員
会

 

第
十
一
回
神
社
大
総
代
会

 

氏
子
崇
敬
会
評
議
員
会

 

第
一
回
祭
典
委
員
会

　

二
十
日	

春
季
皇
霊
祭
遥
拝

四
月

　

二
十
四
日	

山
王
稲
荷
神
社
例
祭

　

二
十
八
日	

御
神
田
田
植
祭　

於　

千
葉
県
香
取
市

　

二
十
九
日	

昭
和
祭

五
月

　

十
六
日	

第
二
回
祭
典
委
員
会

　

三
十
一
日	

第
十
二
回
責
任
役
員
会

 

第
十
二
回
神
社
大
総
代
会

 

責
任
役
員 

大
総
代 

合
同
会

六
月

　

七　
　

日

　
　

～	

山
王
ま
つ
り

　

十
七
日

　

七　
　

日	

八
坂
神
社
例
祭

 

神
幸
祭

令
和
六
年
　
回
　
顧

神符焼納祭

神幸祭

新年互礼会

神幸祭

節分祭



山王　145号 12

　

八　
　

日	

境
内
茶
園 

並 

狭
山
新
茶
奉
納
奉
告
祭

　

九　
　

日	

稚
児
行
列

　

十　
　

日	

表
千
家
家
元
献
茶
式

　

十
三
日

　
　

～	
献
灯
祭

　

十
五
日	

山
王
音
頭
と
民
踊
大
会

　

十
五
日	

例
祭

　

十
六
日	

煎
茶
礼
道
日
泉
流
献
茶
式

 

山
王
嘉
祥
祭

　

十
七
日	

裏
千
家
家
元
献
茶
式

 

天
皇
皇
后
両
陛
下
英
国
御
渡
航
安
泰
祈
願
祭

　

三
十
日	

大
祓 

並 

鎮
火
祭

八
月

　

四　
　

日	

箸
感
謝
祭

　

二
十
九
日	

参
集
殿　

上
棟
祭

　

三
十
一
日	

御
神
田
抜
穂
祭 

於 

千
葉
県
香
取
市 

（
台
風
接
近
の
為
、
神
職
の
み
で
斎
行
）

九
月

　

九　
　

日	

星
岡
会
（
旧
職
員
会
）

　

十
七
日	

第
五
十
四
回
中
秋
管
弦
祭

　

二
十
二
日	

秋
季
皇
霊
祭
遥
拝

 

山
王
祖
霊
祭

十
月

　

十
七
日	

神
嘗
祭
遥
拝

　

二
十
五
日	

第
二
十
一
回
武
蔵
野
御
陵
清
掃
奉
仕

　

二
十
八
日	

第
十
三
回
責
任
役
員
会

 

第
十
三
回
神
社
大
総
代
会

 

責
任
役
員
・
大
総
代
合
同
会

十
一
月

　

三　
　

日	

明
治
祭

　

二
十
三
日	

新
嘗
祭

十
二
月

　

一　
　

日	

大
麻
神
札
頒
布
始
奉
告
祭

　

十
六
日	

責
任
役
員
大
総
代
関
係
団
体
代
表
等
合
同
納
会

　

三
十
一
日	

大
祓 

並 

鎮
火
祭

 

除
夜
祭

夏越大祓上棟祭
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江
戸
時
代
、
旧
暦
六
月
十
五
日
の
山
王

祭（
現
神
幸
祭
）で
は
五
十
ほ
ど
の
山
車
を

牛
が
曳
い
た
り
、
氏
子
が
担
い
で
江
戸
城

内
や
広
域
の
氏
地
を
巡
行
し
た
。

　

天
下
祭（
隔
年
の
山
王
祭
と
神
田
祭
）の

山
車
は
一
本
柱
の
傘
鉾
型（
内
部
構
造
が

巨
大
な
傘
状
）が
多
い
。
そ
れ
ら
は
二
輪

の
台
車
に
立
て
た
柱（
傘
の
長
柄
）が
大
傘

上（
台
座
上
）の
人
形
ま
で
貫
か
れ
、
大
傘

下
に
は
飾
り
幕
を
回
し
下
げ
た
円
筒
形
の

外
観
で
あ
っ
た
。

　

山
王
祭
で
は
山
車
を
出
す
氏
子
町
が

四
十
五
番
に
編
成
さ
れ
、
第
一
番
大
伝
馬

町
の
諫
鼓
鳥
と
第
二
番
南
伝
馬
町
の
猿
の

山
車
は
、
毎
年
の
天
下
祭
を
先
導
し
、
第

三
番
は
以
下
の
六
組
の
町
連
合
よ
り
成
っ

て
い
た
。運
行
順
に
①
麹
町
一
～
三
丁
目
、

②
同
四
～
六
丁
目
、
③
同
七
～
十
丁
目
、

④
同
十
一
～
十
三
丁
目
、
⑤（
麹
町
）平
河

町
一
・
二
丁
目
、
⑥（
麹
町
）平
河
町
三
丁

目
・
山
元
町
で
あ
っ

た（
①
は
山
車
に
加

え
、
大
象
の
練
物

を
出
し
た
年
も
あ
っ

た
―
本
誌
前
号
の

拙
「
山
王
祭
に
お
け

る
白
象
の
練
物
」
参

照
）。

　

傘
鉾
上
の
人
形

は
、
さ
ら
に
各
組
内

の
個
別
町
が
制
作
・

保
管
し（
人
形
は
組

内
に
複
数
存
在
し
）、
各
組
が
毎
回
一
つ
を

決
め
て
出
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

右
の
う
ち
、
②
と
⑤
の
二
組
は
太
鼓
を

バ
チ
で
打
つ
か
ら
く
り
人
形
を
飾
る
こ
と

が
多
か
っ
た（
前
者
は
麹
町
五
丁
目
、
後
者

は
平
河
町
二
丁
目
が
保
管
）。
そ
れ
ら
は
糸

か
ら
く
り
人
形
で
あ
っ
た
が
、
図
１
の
名

古
屋
市
中
川
区
富
田
町
戸
田
祭
の
大
唐
子

よ
う
に
、
観
衆
や
桟
敷
席
の
前
で
と
ま
る

と
傘
鉾
内
に
関
係
者
が
入
り
、
下
か
ら
糸

を
手
繰
っ
て
演
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

以
下
、
②
と
⑤
の
山
車
か
ら
く
り
を
山

王
祭
礼
番
付
に
探
る
。

　

②
は
寛
政
四
年（
一
七
九
二
）番
付（
国
立

国
会
図
書
館
蔵
）に
、「
た
い
こ
打
人
形
傘

鉾
」
と
あ
る
の
が
早
い
。
享
和
二
年
と
文

化
三
年
に
は
禿
太
鼓
打
人
形
と
載
り
、
以

降
、
文
化
五
年
、
同
十
一
年
、
同
十
三
年
、

天
保
三
年
、
同
九
年
、
同
十
五
年（「
桜
木

に
太
鼓
打
」
と
あ
る
よ
う
に
同
人
形
の
背

景
は
桜
木
の
造
花
）、
嘉
永
三
年
に
登
場
し
、

安
政
三
年
と
文
久
二
年
に
は
「
唐
子
太
鼓

打
」
の
記
載
も
み
え
る
。

　

一
方
、
⑤
の
山
車
に
は
小
僧
・
童
子
・

産
子
を
冠
し
た
太
鼓
打
人
形
が
散
見
さ
れ
、

天
明
八
年（
一
七
八
八
）番
付（
神
田
神
社

蔵
）に
は
「
こ
そ
う
の
た
い
こ
打
の
か
さ
ほ

こ
」
と
記
さ
れ
る
。

　

以
降
、
文
化
九
年
、
文
政
七
年
、
天
保

三
年
、
同
七
年
、
同
十
一
年
、
嘉
永
五
年
、

万
延
元
年
の
番
付
に
み
え
る
。

　

両
太
鼓
打
人
形
は
、
天
保
三
年
や
安
政

三
年
に
は
揃
っ
て
登
場
し
て
お
り
、
実
際

に
は
現
存
す
る
番
付
以
上
に
出
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
②
と
⑤
の
人
形
を
絵
画
に
探
る
。

　

②
は
図
２
個
人
蔵
の
「
山
王
祭
山
車
人

形
画
譜
」（
麹
町
「
五
丁
目
」
と
墨
書
）に

描
か
れ
る
。
四
本
柱
の
屋
形
が
設
け
ら
れ
、

屋
根
下
に
幕
が
飾
ら
れ
、
台
座
に
は
六
角

形
の
勾
欄
が
廻
る
。
屋
形
は
か
ら
く
り
装

置
を
守
る
雨
天
用
と
し
て
、
取
り
外
し
が

可
能
と
思
わ
れ
る
。
人
形
の
髪
の
長
さ
か

ら
禿
と
思
わ
れ
、
裃
は
紫
、
上
衣
は
赤
色

と
記
さ
れ
る
。

　

ま
た
⑤
の
人
形
は
、
枯
れ
木
を
背
景

と
し
た
前
掲
の
図
３
「
山
王
祭
山
車
人
形

武
蔵
大
学
教
授
・
國
學
院
大
學
大
学
院
講
師  　

福
原
敏
男

江
戸
山
王
祭
の
山
車
か
ら
く
り

�

―
―
太
鼓
打
人
形
二
種

寄 

稿

図 2

図 1
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画
譜
」（「
平
河
町
二
丁
目
」
と
墨
書
）や
、

文
化
九
年（
一
八
一
二
）番
付
図
４
を
み
る

と
、
角
頭
巾
を
被
っ
て
い
る
。
こ
の
袋
形

の
頭
巾
を
被
る
と
耳
の
上
で
角
状
に
な

り
、
後
ろ
に
錏

し
こ
ろ 

の
よ
う
な
垂
れ
が
あ
り
、

老
人
・
医
者
・
僧
な
ど
が
用
い
た
。
江
戸

時
代
に
は
角
頭
巾
の
か
ら
く
り
人
形
師
も

み
ら
れ
、
⑤
の
人
形
は
か
ら
く
り
人
形
が

同
人
形
師
を
演
じ
た
光
景
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
図
５
を
含
む
一
式
は
、
千
代
田
区

立
日
比
谷
図
書
文
化
館
に

「
太
鼓
打
人
形
」
と
し
て

収
蔵
さ
れ
、
二
〇
〇
七
年

に
同
区
の
有
形
民
俗
文
化

財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

　

前
述
の
番
付
に
よ
る

と
、
麹
町
五
丁
目
は
太
鼓

打
人
形
を
何
度
も
制
作

（
何
人
も
の
人
形
師
に
発

注
）し
、
図
５
の
太
鼓
打
人

形
に
は
銘
は
な
い
も
の
の
、

収
納
箱
に
原
舟
月
の
墨
書

が
あ
り
、
同
五
丁
目
が
三

代
目
原
舟
月
に
発
注
し
、

幕
末
に
作
ら
れ
た
も
の
と

推
定
さ
れ
て
い
る（
滝
口

正
哉
氏
の
御
教
示
）。

　

文
政
九
年（
一
八
二
六
）

生
ま
れ
の
三
代
目
は
日
本

橋
十
軒
店
に
住
ま
い
し
、
絵
守
す
み
よ
し

氏
に
よ
る
と
、
神
田
祭
の
山
車
人
形
と
し

て
十
一
番
「
豊
玉
姫
」、
二
十
四
番
「
神
功

皇
后
」、
二
十
七
番
「
三
条
小
鍛
治
」、
山

王
祭
の
七
番
「
弁
財
天
」、
十
番
「
加
茂
の

能
人
形
」、
十
二
番
「
武
内
宿
禰
」
を
作
っ

て
い
る
が
、
太
鼓
打
人
形
に
は
言
及
さ
れ

て
い
な
い
。

　

一
方
、
図
６
は
⑤
の
出
し
た
童
子
太
鼓

打
人
形
と
記
さ
れ
る
も
の
の
、
頭
巾
を
被

ら
ず
背
景
が
桜
で
、
顔
も
図
５
に
酷
似
し

て
い
る
点
よ
り
、
②
の
間
違
い
で
あ
ろ
う
。

　

図
５
を
含
む
一
式
は
、
頭（
二
点
）、
手
・

足（
各
二
対
）、
太
鼓
・
太
鼓
台
・
竿（
各
一

対
）、
棒（
一
本
）か
ら
成
り
、
か
ら
く
り
装

置
内
蔵
の
胴
や
装
束
は
現
存
し
な
い
。

　

明
治
三
十
六
年（
一
九
〇
三
）六
月
に
図

５
の
両
手
の
補
修
が
な
さ
れ
、
麹
町
三
丁

目（
旧
麹
町
五
丁
目
は
そ
の
一
部
）町
会
で

は
当
時
、
太
鼓
を
打
つ
擬
音
よ
り
「
て
け

て
ん
小
僧
」
と
通
称
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

　

そ
の
後
行
方
不
明
と
な
っ
て
い
た
が
、

昭
和
末
年
に
地
元
で
再
発
見
さ
れ
千
代
田

区
に
寄
贈
さ
れ
た
。

図 3

図 4

図 6図 5

【
参
考
文
献
】

絵
守
す
み
よ
し
　『
人
形
師「
原
舟
月
」三
代
の

記
』青
蛙
房
、
二
〇
〇
三
年

千
代
田
区
教
育
委
員
会
編
　『
続
・
江
戸
型
山
車

の
ゆ
く
え
～
天
下
祭
及
び
祭
礼
文
化
伝
播
に
関

す
る
調
査
・
研
究
書
～
』（
千
代
田
区
文
化
財
調

査
報
告
書
十
一
）
千
代
田
区
立
四
番
町
歴
史
民
俗

資
料
館
、
一
九
九
九
年



山王　145号15

〈
通 

巻 

百
四
十
五
号 

〉

　

発 

行 

令
和
七
年
一
月
一
日

　

編 

集 

日  

枝  

神  

社  

社  

務  

所

 

東
京
都
千
代
田
区
永
田
町
二
丁
目
十
番
五
号

 

（
郵
便
番
号　

一
〇
〇—

〇
〇
一
四
）

 

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

〇
三—

三
五
八
一—

二
四
七
一（
代
表
）

 

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
三—

三
五
八
一—

二
〇
七
七

 
http://www.hiejinja.net/

御
神
米
づ
く
り 

抜 

穂 

祭

参
集
殿
上
棟
祭

　令和六年八月三十一日（土）　抜穂祭を執り
行いました。今年は台風十号接近の影響で
神職のみでご奉仕いたしました。収穫したお米は
新嘗祭の神饌としてお供えいたしました。

　

令
和
六
年
八
月
二
十
九
日（
木
）
に
参
集
殿
の
上
棟
祭
を

執
り
行
い
ま
し
た
。
竣
工
は
令
和
七
年
四
月
を
予
定
し
て
い

ま
す
。

山 

王 

台 

通 

信

神
社
本
庁
辞
令

�

権
禰
宜　
　

千
葉　

統
彦

千
葉
県
意
富
比
神
社
禰
宜
に
転
任

 

令
和
六
年
七
月
一
日
付

�

権
禰
宜　
　

中
村　

壮
汰

愛
知
県
老
津
神
社
権
禰
宜
に
転
任

 

令
和
六
年
七
月
一
日
付

�

権
禰
宜　
　

佐
藤　

祐
貴

日
枝
神
社
権
禰
宜
を
免
ず
る

 

令
和
六
年
八
月
三
十
一
日
付

令和七己巳年
日枝神社家庭暦
表紙絵は株式会社サン・アド 
引地摩里子氏のデザインにな
ります。
初穂料200円。境内授与所にて
頒布しています。

　

日
枝
神
社
は
江
戸
城
の
裏
鬼
門
を
守
る
神
社
と
し
て
崇
敬

さ
れ
、
方
除
の
信
仰
を
あ
つ
め
て
い
ま
す
。

令
和
七
年
の
八
方
塞
が
り
は

二
黒
土
星  

昭
和
元
年
・
昭
和
十
年
・
昭
和
十
九
年  

 
 

昭
和
二
十
八
年
・
昭
和
三
十
七
年
・
昭
和
四
十
六
年

 

昭
和
五
十
五
年
・
平
成
元
年
・
平
成
十
年 

 
 

平
成
十
九
年
・
平
成
二
十
八
年
・
令
和
七
年

令
和
七
年
の
凶
星
は

五
黄
土
星  

大
正
十
二
年
・
昭
和
七
年
・
昭
和
十
六
年 

 
 

昭
和
二
十
五
年
・
昭
和
三
十
四
年
・
昭
和
四
十
三
年

 

昭
和
五
十
二
年
・
昭
和
六
十
一
年
・
平
成
七
年  

 

平
成
十
六
年
・
平
成
二
十
五
年
・
令
和
四
年

七
赤
金
星  

大
正
十
年
・
昭
和
五
年
・
昭
和
十
四
年 

 
 

昭
和
二
十
三
年
・
昭
和
三
十
二
年
・
昭
和
四
十
一
年

 

昭
和
五
十
年
・
昭
和
五
十
九
年
・
平
成
五
年 

 
 

平
成
十
四
年
・
平
成
二
十
三
年
・
令
和
二
年

八
白
土
星  

大
正
九
年
・
昭
和
四
年
・
昭
和
十
三
年 

 
 

昭
和
二
十
二
年
・
昭
和
三
十
一
年
・
昭
和
四
十
年

 
昭
和
四
十
九
年
・
昭
和
五
十
八
年
・
平
成
四
年  

 

平
成
十
三
年
・
平
成
二
十
二
年
・
令
和
元
年

 

以
上
の
生
ま
れ
の
方
々
で
す
。

日
枝
神
社
家
庭
暦
上
梓

令
和
七
年
年
回
り



前　厄 本　厄 後　厄

平成14年生
24歳
うま

平成13年生
25歳
み（へび）

平成12年生
26歳
たつ

昭和60年生
41歳
うし

昭和59年生
42歳

ね（ねずみ）

昭和58年生
43歳

ゐ（いのしし）

昭和41年生
60歳
うま

昭和40年生
61歳
み（へび）

昭和39年生
62歳
たつ

令和 7年厄年表（数え年）
男の厄年

前　厄 本　厄 後　厄

平成20年生
18歳

ね（ねずみ）

平成19年生
19歳

ゐ（いのしし）

平成18年生
20歳
いぬ

平成6年生
32歳
いぬ

平成5年生
33歳
とり

平成4年生
34歳
さる

平成2年生
36歳
うま

平成元年生
昭和64年生

37歳
み（へび）

昭和63年生
38歳
たつ

女の厄年

Ⓒわたせせいぞう

東京都千代田区永田町２丁目10番５号
TEL.	 03−3502−2205
FAX.	 03−3502−8948
http://www.hieakasaka.net/

日枝神社
結婚式場


