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倉
賀
野
神
社
奉
賛
会
の
ご
案
内

奉
賛
会
に
加
入
し
て
神
様
の
御
守
護
を
い
っ

そ
う
に
厚
く
戴
き
ま
し
ょ
う
。

◎
奉
賛
会 

年
会
費 　

正
会
員 　

二
千
円   　

　
　

 

　

 

　

特
別
会
員 

一
万
円

祭
典
の
振
興
、
文
化
財
の
保
存
継
承
、
神
域

の
緑
化
保
全
に
ど
う
ぞ
お
力
添
え
下
さ
い
。

　

お
問
合
せ
☎
０
２
７
（
３
４
６
）
２
１
５
８

編
集
後
記　

▽
た
ま
た
ま
Ｊ
新
聞
で
「
Ａ
Ｉ
を

活
用
す
る
」
特
集
を
見
た
。
で
、
キ
ー
ワ
ー
ド

を
い
く
つ
か
入
れ
て
試
し
に
文
章
を
作
ら
せ
て

み
て
、
思
っ
た
、
こ
り
ゃ
あ
時
間
節
約
で
便
利
。

文
章
も
そ
つ
が
無
い
し
。
▽
・
・
・
・
い
や
、

待
て
よ
、
心
が
入
っ
て
な
い
じ
ゃ
な
い
か
！
こ

れ
で
全
て
を
済
ま
そ
う
と
し
た
ら
魂
を
売
っ
た

よ
う
な
も
の
だ
！
無
性
に
反
発
心
が
沸
き
起
こ

る
の
は
、
な
ん
で
？　

年
の
せ
い
か
。
▽
で
き

の
い
い
悪
い
は
別
と
し
て
、
Ａ
Ｉ
で
な
く
自
ら

ひ
ね
り
だ
し
た
も
の
で
す
、
本
紙
は
。（
直
）

「おたずねのフクロウは、

　　　　　ここにいます！」

　「社殿の彫刻で、梟
ふくろう

が寝ずの
番をしている、と聞いたけれ
ど、いったい何処にいるの？」　
とよく聞かれます。
　写真をヒントにどうぞ探し
てみてください。御本殿の南
面です。そしてその近くの左
方向には鷹

たか

もいます。梟は聡
明な判断力と知恵を象徴し、
鷹は勇気と決断力を体現して
いるといわれます。

　四月一日  月次祭（つきなみさい）の日に

　     　

開花したソメイヨシノ。でも、
まだほとんどが蕾。 ハナモモ。背後には御本殿。

  倉賀野神社附属 太々神楽保存会

　  舞とお囃子 会 員 募 集！　
  　　 社務所 ☎ 027（346）2158

　　どうぞお気軽にお問合せください

　

神
輿
は
倉
賀
野
宿
の
脇
本
陣
・
須
賀
庄
兵
衛

家
の
七
代
吉
抵
の
妻
、
お
円
さ
ん
が
天
明
五
年

（
一
七
八
五
）、
神
社
に
奉
納
し
た
も
の
で
す
。

天
明
三
年
の
「
浅
間
山
焼
け
」
の
大
災
害
が
発

生
し
た
す
ぐ
後
の
頃
で
す
。　
　

　

製
作
は
同
四
年
。
細
工
は
大
阪
北
御
堂
前
の

宮
屋
九
郎
兵
衛
と
墨
書
に
あ
り
ま
す
。
聞
け

ば
、
同
じ
中
山
道
筋
の
本
庄
宿
本も
と
ま
ち町
に
伝
わ

る
神
輿
も
同
じ
宮
屋
九
郎
兵
衛
の
明
和
四
年

（
一
七
六
七
）
の
作
と
い
い
ま
す
。

　

戦
後
長
く
傷
ん
だ
ま
ま
だ
っ
た
神
輿
は
、
平

成
の
御
大
典
の
時
に
修
復
さ
れ
ま
し
た
。以
来
、

概
ね
四
年
に
一
度
の
渡と
ぎ
ょ御
を
重
ね
て
き
ま
し

た
。
五
年
前
の
令
和
の
御
大
典
で
は
御
代
替
り

を
奉
祝
し
て
、
神
輿
が
倉
賀
野
町
内
を
渡
御
巡

行
し
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
も
鎮
静
し
て
、
久
々

に
次
の
出
番
が
待
た
れ
る
こ
と
で
す
。

「御大典奉祝  天明神輿神幸祭」
　　　令和元年５月に斎行されました。

「 

天 

明 

神 

輿 

」    

　境内のあちらこちらで春の草花だけでなく、小鳥たちのさえ
ずりも随分にぎやかです。
　毎月一

ついたち

日の月次祭は、国の安寧と皇室の御繁栄、そして私た
ち身の周りの地域の安全をともどもに祈る神事です。儀式は朝
六時半に始まり、七時前には散会となります。どうぞお誘い合
わせてご昇殿ください。

江
戸
時
代
の

   
奉
納
記
念
物

  

小
さ
な
ブ
ッ
ク
マ
ル
シ
ェ

　

三
月
九
日
の
土
曜
日
、
一
日
だ
け
の
「
本

屋
さ
ん
」
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
参
拝
者
た

ち
は
参
道
の
脇
で
本
を
開
い
て
楽
し
ん
で
い

ま
し
た
。
か
つ
て
神
社
に
巡
回
し
て
き
た
市

の
移
動
図
書
館
「
は
ば
た
き
号
」
が
思
い
出

さ
れ
ま
す
。
境
内
に
は
臨
時
の
カ
フ
ェ
も
開

店
し
て
終
日
の
賑
わ
い
。
い
つ
か
ま
た
本
屋

さ
ん
が
境
内
に
や
っ
て
く
る
日
を
楽
し
み
に
。

　
ラ
ン
ド
セ
ル
お
祓
い
式

　

小
学
校
に
新
入
学
す
る
児
童
が
勧
学
祭
・

ラ
ン
ド
セ
ル
お
祓
い
式
に
参
拝
し
ま
し
た
。

毎
年
三
月
の
恒
例
の
行
事
で
す
。

　

登
下
校
が
安
全
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
楽

し
い
学
校
生
活

が
始
ま
り
ま
す

よ
う
に
と
、
玉

串
を
捧
げ
て
祈

り
ま
し
た
。

お
も
て
な
し
館
に

「
太
鼓
橋
」
欄
干
の
石
を
移
設

　

か
つ
て
倉
賀
野
宿
の
往
還
の
仲
町
と
下
町

の
境
に
石
造
り
の
「
太
鼓
橋
」
が
架
か
っ
て

い
ま
し
た
。
大
名
行
列
も
通
過
し
た
と
い
う

橋
で
す
。

　

そ
の
欄
干
石
と
い
わ
れ
る
部
材
が
民
家
の

庭
か
ら
発
掘
さ
れ
た
の
は
、
今
か
ら
十
年
以

上
も
前
の
こ
と
で
す
。
当
座
の
保
管
場
所
と

し
て
倉
賀
野
神
社
に
運
搬
し
、
境
内
の
一
角

に
置
か
れ
て
い
ま
し
た
が
（
左
下
写
真
）、
そ

の
ま
ま
年
月
が
経
っ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
た
び
関
係
者
の
尽
力
に
よ
り
、
石
柱

が
境
内
か
ら
搬
出
さ
れ
、市
が
運
営
す
る
「
倉

賀
野
古
商
家
お
も
て
な
し
館
」
の
中
庭
に
左

上
写
真
の
よ
う
に
組
み
立
て
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
欄
干
石
に
つ
い
て
は
、
本
紙
第
63
号

で
も
「
中
山
道
倉
賀
野
宿
太
鼓
橋
の
こ
と
」

と
し
て
紹
介
し
て
い

ま
す
。
左
下
Ｑ
Ｒ
コ

ー
ド
か
ら
ご
覧
く
だ

さ
い
。

　
　

社
頭
所
感　
　
　

宮
司　

髙
木
直
明

　

元
日
の
午
後
に
発
生
し
た
地
震
に
、
誰
も

が
驚
愕
し
た
こ
と
で
す
。
し
か
し
震
源
に
近

い
能
登
半
島
地
域
に
あ
っ
て
は
、
私
た
ち
の

想
像
を
は
る
か
に
超
え
る
災
害
で
あ
っ
た
こ

と
が
、
あ
と
に
な
っ
て
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

亡
く
な
ら
れ
た
方
々
に
謹
ん
で
お
悔
や
み
を

申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
被
災
地
の
皆
様

に
心
か
ら
お
見
舞
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

大
地
も
海
も
、
大
き
く
傷
つ
き
ま
し
た
。

港
の
岸
壁
は
隆
起
し
、
山
の
千
枚
田
に
は
亀

裂
が
深
く
入
り
ま
し
た
。
多
く
の
家
屋
が
損

壊
し
、
水
や
電
気
の
供
給
も
遮
断
さ
れ
、
人
々

の
営
む
産
業
も
大
き
な
損
害
を
被
り
ま
し
た
。

　

天
皇
皇
后
両
陛
下
に
は
三
月
二
十
二
日
に

輪
島
市
と
珠
洲
市
を
ご
訪
問
に
な
り
被
災
地

を
見
舞
わ
れ
ま
し
た
。
現
地
に
負
担
を
掛
け

ま
い
と
、
両
陛
下
は
自
衛
隊
ヘ
リ
で
彼
の
地

を
移
動
さ
れ
た
と
聞
き
ま
し
た
。
被
災
さ
れ

た
方
々
の
生
活
が
一
日
も
早
く
復
旧
し
、
安

全
に
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
ま
す
よ
う
に
、
と

祈
る
ば
か
り
で
す
。

　

季
節
は
め
ぐ
り
春
祭
り
を
迎
え
る
頃
と
な

り
ま
し
た
。
人
々
が
鎮
守
の
杜
に
つ
ど
い
、

分
け
隔
て
な
く
世
の
中
の
皆
の
幸
せ
を
祈
る
。

わ
が
国
古
来
の
祭
り
の
意
義
に
、
改
め
て
思

い
至
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

「
国
魂
（
く
に
た
ま
）
の
池
」
の

　
　
　
　
　
　
　

ユ
ス
ラ
ウ
メ

太鼓橋のこと

手水舎近くのボケとサカキ



（３）               　　　　　　（２）

倉賀野神社　社報「くらがの」第 7 ６号　　　　　　　　　　　　　令和 6 年４月 19 日（2024/4/19）発行倉賀野神社　社報「くらがの」第 7 ６号　　　　　　　　　　　　令和６年４月１９日（2024/4/19）発行

■
社
務
日
誌
■

　
　
　
令
和
五
年
秋 

～ 

六
年
春

▽
秋
季
例
大
祭　

十
月
十
九
日　

大
祭
に

先
立
ち
十
月
十
五
日
に
は
境
内
神し
ん
せ
ん
で
ん

饌
田
で

抜ぬ
い
ぼ
さ
い

穂
祭
を
お
こ
な
い
、
刈
り
取
っ
た
ば
か
り

の
稲
の
初
穂
を
神
前
に
お
供
え
し
ま
し
た
。

ま
た
町
内
や
近
在
の
農
家
か
ら
も
「
掛か
け
ち
か
ら税
」

と
し
て
稲
穂
を
奉
納
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　　

神
楽
殿
で
は
太
々
神
楽
や
浦
安
舞
・
豊
栄

舞
を
神
前
に
奉
奏
。
多
く
の
参
拝
者
で
賑
わ

い
ま
し
た
。

　

午
後
に
は
倉
賀
野
中
三
年
生
の
「
中
学
生

神
輿
」
が
元
気
に
町
に
練
り
出
し
ま
し
た
。

▽
く
ら
が
の
松
市
（
ま
つ
い
ち
）   

十
二
月

十
七
日　

倉
賀
野
に
古
く
か
ら
あ
っ
た
年
末

の
「
松ま
つ
い
ち市
」
を
復
活
さ
せ
た
い
と
、
有
志
の

方
々
か
ら
相
談
を
受
け
ま
し
た
。
場
所
は
ぜ

ひ
神
社
で
、
と
の
要
望
を
受
け
て
今
回
初
め

て
実
現
し
た
も
の
で
す
。
お
正
月
飾
り
や
和

菓
子
、
骨
董
品
な
ど
様
々
な
お
店
が
境
内
に

出
店
し
て
、
人
々
が
大
勢
集
ま
り
ま
し
た
。

▽
年
越
大
祓
式　

十
二
月
三
十
一
日  

知
ら

ず
知
ら
ず
身
に
付
い
た
「
つ
み
・
け
が
れ
」

を
祓は
ら

い
除よ

け
る
神
事
で
す
。
参
列
者
は
神
前

に
「
大
お
お
は
ら
え
の
こ
と
ば

祓
詞
」
を
い
っ
し
ょ
に
奏
上
し
、

各
自
が
持
ち
寄
っ
た
「
身
代
わ
り
形か
た
し
ろ代

」
に

託
し
て
災
い
の
も
と
を
祓
い
除
け
、
清
々
し

く
新
年
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

▽
北
向
道
祖
神
大
祭
・
ど
ん
ど
焼
き  

一
月

十
五
日　

早
朝
八
時
、
境
内
の
北き
た
む
き
ど
う
そ
じ
ん

向
道
祖
神

さ
ま
の
前
に
参
集
し
、
地
域
の
安
全
と
人
々

の
無
病
息
災
を
祈
願
し
ま
し
た
。
続
い
て
古

神
札
焼
納
祭
（
ど
ん
ど
焼
き
）
が
お
こ
な
わ

れ
ま
し
た
。　
　

　

年
末
か
ら
正
月
に
か
け
て
境
内
に
臨
時
に

設
置
さ
れ
る
「
お
ふ
だ
納
め
所
」
の
テ
ン
ト

は
、
古
い
御
神
札
や
松
飾
り
で
も
う
満
杯
。

社
務
所
で
は
危
険
物
や
不
燃
物
な
ど
、
目
的

外
の
も
の
は
持
ち
込
ま
ぬ
よ
う
皆
様
に
呼
び

か
け
て
い
ま
す
。

　
「
ど
ん
ど
焼
き
」
は
高
崎
東
消
防
署
に
許

可
願
を
提
出
し
、
併
せ
て
地
元
の
消
防
十
七

分
団
の
協
力
の
も
と
に
、
今
回
も
安
全
に
お

こ
な
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

▽
樹
木
の
剪
定
工
事　

二
月
二
日　

南
大
鳥

居
、
国く
に
た
ま
の
い
け

魂
池
の
周
辺
の
マ
ツ
や
ヒ
ノ
キ
等
の

剪
定
作
業
を
実
施
し
ま
し
た
。

▽
冠
稲
荷
「
初は
つ
う
ま午
大
祭
」　

二
月
十
一
日   

境

内
社
・
冠
稲
荷
さ
ま
の
毎
年
恒
例
の
お
祭
り

で
す
（
本
紙
二
面
に
詳
報
）。

▽
天
神
社
例
祭　

二
月
二
十
五
日　

境
内

社
・
天
神
さ
ま
の
御
祭
神
は
菅す
が
わ
ら原

道み
ち
ざ
ね真

公
で

す
。
学
業
成
就
、
受
験
合
格
、
ス
ポ
ー
ツ
必

勝
、
技
芸
上
達
な
ど
、
氏
子
崇
敬
者
の
願
い

を
祝
詞
に
申
し
上
げ
ま
し
た
。

▽
「
甲き
の
え
ね子

大
黒
天
」
正
面
に
敷
石
を
工
事　

二
月　

境
内
の
天
神
社
、
北
向
道
祖
神
社
な

ど
も
、
正
面
敷
石
を
平
ら
に
整
備
し
ま
し
た
。

工
事
は
氏
子
篤
志
家
の
ご
奉
仕
に
よ
る
も
の

で
す
。

　

な
お
甲
子
大
黒
天
さ
ま
の
正
面
に
「
灯
篭
」

を
建
立
し
た
い
と
の
声
が
多
く
寄
せ
ら
れ
た

の
を
受
け
、
た
だ
い
ま
参
拝
の
皆
様
に
寄
附

奉
納
の
呼
び
か
け
を
し
て
い
ま
す
。
詳
し
く

は
社
務
所
に
お
問
合
せ
下
さ
い
。 　
　

　
　
　
　
　

電
話
０
２
７
（
３
４
６
）
２
１
５
８

▽
「
祓
詞
」
書
写
会　

二
月
二
十
四
日  
神

前
に
唱
え
る
「
祓
は
ら
え
こ
と
ば

詞
」
と
い
う
短
い
祝の
り
と詞

が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
、
声
に
出
し
て
読
み
上

げ
、
書
き
写
す
と
い
う
試
み
で
す
。
午
前
中
、

参
集
殿
に
集
ま
っ
た
参
加
者
は
皆
、
静
か
に

心
を
集
中
し

て
臨
ん
で
い
た

様
子
で
す
。
そ

し
て
終
わ
る
と
、

ど
な
た
も
明
る

く
清
々
し
い
表

情
で
散
会
と
な

り
ま
し
た
。

▽
境
内
に
桜
を
植
樹
（
三
月
）　

Ｏ
Ｃ
Ｂ
会
（
オ

ー
ル
ド 

チ
ェ
リ
ー 

ブ
ロ
ッ
サ
ム
会
）
の
皆
様

の
ご
芳
志
に
よ
り
、
境
内
に
桜
の
苗
木
が
植

樹
さ
れ
ま
し
た
。
エ
ド
ヒ
ガ
ン
と
オ
オ
シ
マ

ザ
ク
ラ
で
す
。
Ｏ
Ｃ
Ｂ
会
は
高
崎
市
の
観
音

山
丘
陵
を
中
心
に
、
山
桜
保
護
や
自
然
観
察

な
ど
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
続
け
て
い
ま

す
。

　

二
月
、
群
馬
県
神
社
庁
高
崎
支
部
（
髙
木

直
明
支
部
長
）
の
一
行
が
伊
勢
神
宮
に
参
拝

し
ま
し
た
。
高
崎
市
内
の
各
神
社
の
神
職
と

総
代
等
神
社
関
係
者
が
親
睦
と
研
修
を
兼
ね

て
集
合
し
、
大
型
バ
ス
一
台
で
参
拝
旅
行
を

実
施
し
た
も
の
で
す
。
当
神
社
か
ら
は
髙
木

宮
司
、
亀
山
憲
明
総
代
会
長
等
七
名
が
参
加

し
ま
し
た
。

　

一
日
目
は
豊
受
大
神
宮
（
外げ
く
う宮
）
に
参
拝
。

〝
こ
こ
は
心
の
ふ
る
さ
と
か 

そ
ぞ
ろ
詣
れ
ば

旅
ご
こ
ろ 

う
た
た
童
に
か
へ
る
か
な
〟。
そ

の
後
、
夫
婦
岩
で
有
名
な
二
見
興
玉
神
社
に

参
拝
。
こ
の
日
の
二
見
ヶ
浦
は
海
風
が
吹
き

荒
れ
て
、
浜
辺
で
ほ
ん
と
う
に
禊
み
そ
ぎ
を
体
験
し

た
か
の
よ
う
。
一
行
は
鳥
羽
に
宿
泊
し
ま
し

た
。

　

二
日
目
の
朝
、
皇
大
神
宮
（
内な
い
く
う宮

）
に
到

着
し
て
五
十
鈴
川
の
宇
治
橋
を
渡
る
と
、

〝
な
に
ご
と
の 

お
は
し
ま
す
か
は
知
ら
ね
ど

も 

か
た
じ
け
な
さ
に 

涙
こ
ぼ
る
る
〟
の
境

地
に
。
正
面
の
石
段
を
登
り
き
っ
た
と
こ
ろ

で
一
同
は
神
職
の
お
祓
い
を
受
け
、
特
別
参

拝
と
し
て
、
御み
か
き
う
ち

垣
内
（
板
垣
の
内
側
）
に
案

内
さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
て
め
で
た
く
参
拝

の
後
、
内
宮
神
楽
殿
で
御お
か
ぐ
ら

神
楽
を
奉
納
し
、

続
い
て
別
室
で
饗き
ょ
う
ぜ
ん
膳
が
お
こ
な
わ
れ
ま
し

た
。
饗
膳
は
一
般
の
神
社
で
お
こ
な
う
直な
お
ら
い会

に
あ
た
る
も
の
で
、
天あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

照
大
御
神
に
さ
さ
げ

た
神し
ん
せ
ん饌

（
お
供
え
も
の
）
の
お
下
が
り
を
皆

で
あ
り
が
た
く
頂
戴
し
た
こ
と
で
す
。

　
　

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

　　　

伊
勢
の
神
宮
は
、
皇
室
の
御
祖
神
を
お
祭

り
す
る
神
社
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
日
本
の

総
氏
神
と
も
い
わ
れ
ま
す
。
神
宮
で
は
二
十

年
ご
と
に
「
式し
き
ね
ん
せ
ん
ぐ
う

年
遷
宮
」
が
お
こ
な
わ
れ
て

き
ま
し
た
。
正せ
い
で
ん殿
を
始
め
と
す
る
殿
舎
と

御ご
し
ょ
う
ぞ
く
し
ん
ぽ
う

装
束
神
宝
を
す
べ
て
新
し
く
造
り
替
え
、

大
御
神
に
新
宮
へ
お
遷
り
（
遷せ
ん
ぎ
ょ御
）
い
た
だ

く
お
祭
り
で
す
。
前
回
の
第
六
十
二
回
式
年

遷
宮
は
、
平
成
十
七
年
に
準
備
が
始
ま
り
、

同
二
十
五
年
に
無
事
に
遷
御
の
儀
を
終
え
ま

し
た
。

　

次
回
第
六
十
三
回
の
御
遷
宮
の
期
日
は
、

天
皇
陛
下
の
御ご
じ
じ
ょ
う

治
定
の
も
と
に
正
式
に
決
ま

る
こ
と
で
す
が
、
前
例
に
倣
え
ば
令
和
七
年

に
は
準
備
が
始
ま
り
、
同
十
五
年
に
遷
御
を

迎
え
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
国
民
こ
ぞ
っ
て

奉
賛
の
誠
を
捧
げ
ま
し
ょ
う
。

皇
大
神
宮
御ご
り
ょ
う
み
う
ま

料
御
馬
の
本も
と
い
さ
む
勇
号
。

厩う
ま
やの
中
で
参
拝
客
ら
を
見
守
っ
て

い
た
。

  
伊
勢
神
宮
に
参
拝

　   
市
内
の
神
社
関
係
者
が
合
同
で 

二
月
十
一
日

　
冠
稲
荷 

初
午
大
祭

　

境
内
神
社
・
冠
か
ん
む
り

稲
荷
さ
ま
の
例
大
祭

で
す
。
二
月
の
暦
の
初は
つ
う
ま午

に
近
い
日
と
し

て
、「
建
国
記
念
の
日
」
を
お
祭
り
の
日
と

定
め
、
毎
年
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。
初
代
神

武
天
皇
の
御
即
位
に
由
来
し
、
か
つ
て
国
の

「
紀き
げ
ん
せ
つ

元
節
」
と
定
め
ら
れ
て
い
た
日
で
す
。

　

晴
天
に
恵
ま
れ
た
こ
の
日
、
冠
稲
荷
さ
ま

の
御
社
頭
で
午
前
十
時
に
神
事
が
始
ま
り
、

神
前
に
五
穀
豊
穣
と
商
売
繁
盛
を
祈
願
し

ま
し
た
。
続
い
て
豊
と
よ
さ
か
の
ま
い

栄
舞
、
福
投
げ
、
創
作

紙
芝
居
「
飯い
い
だ
ま
え
ん
ぎ

玉
縁
起
」、
湯ゆ
だ
て立
神
事
な
ど
が

お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。

福男、福女による福投げ。待ち
かねた歓声がとびかう中、掛
け声は「福は内、福は内」です。

倉賀野小五年生の「豊栄
舞」。二人舞と四人舞を奉
納しました。

神社総代の皆さんはそろいの半
纏。拍子木の音も高らかに、紙
芝居『飯玉縁起』が始まりまし
た。

参拝者は湯立釜から立ち
のぼる湯気を浴びて無病
息災を祈りました。

　

冠
稲
荷
神
社
は
、
も
と
も
と
は
江
戸
時
代

の
中
山
道
倉
賀
野
宿
の
横よ
こ
ま
ち町
地
区
に
鎮
座
し

て
い
た
神
社
で
す
。
別
名
「
三
光
寺
稲
荷
」。

祭
礼
に
は
太
々
神
楽
や
農
耕
・
養
蚕
具
の
市

が
立
つ
な
ど
、
大
変
な
賑
わ
い
だ
っ
た
と
伝

え
ら
れ
ま
す
。

　

や
が
て
明
治
の
末
頃
に
政
府
が
進
め
た
神

社
合
併
政
策
に
と
も
な
い
、
上か
み
ち
ょ
う町
の
倉
賀
野

神
社
に
合ご
う
し祀

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

有
名
な
「
飯
盛
女
奉
納
の
石
玉
垣
」
も
こ
の

と
き
に
境
内
に
移
設
さ
れ
て
き
た
も
の
で
す
。

な
お
、
昭
和
に
な
っ
て
か
ら
横
町
の
も
と
の

場
所
に
社
殿
が
復ふ
く
し祀
再
建
さ
れ
、
同
町
内
で

は
現
在
も
毎
年
四
月
八
日
に
祭
礼
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
。

稲穂の「掛税」出番を待つ太々
神楽の「白狐」

中 学 校 正 面 の ロ ー
タリーで

今年も、年末に「松市」
を開催の予定

大 鳥 居 に か か る ヒ
ノキの枝を剪定


