
前

号

で

失

念

し

て

書

き

わ

す

れ

て

た

の

で

す

が

、

今

年

の

5

月

か

ら

毎

週

水

曜

日

を

定

休

日

に

致

し

ま

し

た

。

参

拝

は

定

休

日

で

も

自

由

に

で

き

ま

す

が

、

社

務

所

の

受

付

は

休

み

に

な

り

ま

す

。

水

曜

日

が

1

日

と

15

日

あ

る

い

は

祝

日

に

重

な

っ

た

場

合

は

、

前

後

の

日

に

振

り

替

え

る

こ

と

が

あ

り

ま

す

。

ま

た

社

務

の

都

合

に

よ

り

別

日

に

振

り

替

え

る

こ

と

も

あ

り

ま

す

。

都

度

都

度

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

や

Ｓ

Ｎ

Ｓ

等

を

通

じ

て

お

知

ら

せ

し

て

い

ま

す

の

で

ご

確

認

下

さ

い

。

朝

晩

が

肌

寒

く

な

り

ま

し

た

。

ご

自

愛

の

上

お

過

ご

し

く

だ

さ

い

。

は

、

と

て

も

大

切

な

こ

と

で

あ

る

。

そ

う

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

人

々

が

幸

せ

に

な

る

か

ら

で

あ

る

。

ま

た

供

え

物

は

絶

や

さ

ず

、

昔

か

ら

の

祭

り

や

慣

習

を

お

ろ

そ

か

に

し

て

は

な

ら

な

い

。

各

地

の

要

職

に

あ

る

者

や

神

主

は

こ

の

こ

と

を

よ

く

理

解

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

神

社

を

修

理

す

る

際

に

は

小

さ

な

修

理

は

自

分

た

ち

で

行

い

、

手

に

負

え

な

い

大

き

な

も

の

は

幕

府

に

報

告

す

る

こ

と

。

内

容

を

調

べ

た

上

で

良

い

方

法

を

と

る

。

」

と

記

さ

れ

て

い

ま

す

。

武

家

政

権

の

法

令

に

も

関

わ

ら

ず

、

神

社

の

事

が

真

っ

先

に

記

さ

れ

て

い

る

事

で

、

当

時

の

武

士

た

ち

が

い

か

に

神

と

い

う

存

在

に

畏

敬

の

念

を

持

っ

て

い

た

か

判

る

内

容

で

す

。

そ

し

て

こ

の

内

容

は

、

鎌

倉

の

武

士

だ

け

で

な

く

現

代

の

私

た

ち

に

も

当

て

は

ま

り

ま

す

。

皆

さ

ん

も

節

目

ご

と

に

神

社

へ

お

参

り

し

神

頼

み

を

す

る

事

が

あ

る

と

思

い

ま

す

し

、

お

参

り

す

る

こ

と

で

心
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創建 文禄元年

久山年神社

編
集

後
記

久

山

年

神

社

社

報

第

十

七

号

た
よ
し
の
杜

の

安

ら

ぎ

を

得

ら

れ

た

り

す

る

と

思

い

ま

す

。

ま

た

神

社

で

お

祭

り

に

接

す

る

こ

と

で

元

気

を

分

け

て

も

ら

え

る

事

も

あ

る

と

思

い

ま

す

。

特

に

最

近

は

コ

ロ

ナ

禍

で

各

地

の

お

祭

り

が

縮

小

し

て

い

た

た

め

、

久

し

ぶ

り

に

お

祭

り

が

開

催

さ

れ

る

と

、

皆

さ

ん

の

生

き

生

き

と

し

て

い

る

様

子

が

テ

レ

ビ

な

ど

で

拝

見

で

き

ま

す

。

こ

の

よ

う

に

神

社

へ

の

祈

り

や

祭

り

と

は

人

々

に

活

力

を

与

え

、

幸

せ

に

す

る

も

の

で

す

。

神

社

に

人

が

集

ま

り

活

性

化

す

る

事

は

地

域

の

発

展

に

も

直

結

し

ま

す

。

で

す

が

、

そ

れ

は

神

社

が

健

全

に

維

持

で

き

て

い

る

こ

と

が

前

提

と

な

り

ま

す

。

こ

こ

か

ら

は

お

願

い

で

す

。

当

神

社

は

令

和

11

年

に

現

社

殿

が

百

周

年

を

迎

え

ま

す

が

、

各

所

が

白

蟻

の

被

害

な

ど

で

痛

ん

で

老

朽

化

し

て

い

ま

す

。

そ

の

た

め

百

周

年

記

念

事

業

と

し

て

社

殿

の

改

築

を

計

画

し

て

い

ま

す

。

御

成

敗

式

目

に

も

あ

る

よ

う

に

、

神

社

を

修

理

し

て

お

祭

り

を

盛

ん

に

す

る

こ

と

は

と

て

も

大

切

な

こ

と

で

す

。

し

か

し

先

立

つ

物

も

大

切

で

す

。

寄

付

の

お

願

い

の

際

に

は

何

卒

ご

協

力

を

お

願

い

致

し

ま

す

。

さ

て

、

来

年

の

大

河

ド

ラ

マ

は

ジ

ャ

ニ

ー

ズ

の

元

ア

イ

ド

ル

グ

ル

ー

プ

嵐

の

松

本

潤

さ

ん

主

演

の

「

ど

う

す

る

家

康

」

で

す

。

不

遇

な

幼

少

時

代

か

ら

戦

国

時

代

を

駆

け

抜

け

て

、

二

百

六

十

年

に

及

ぶ

江

戸

幕

府

を

開

い

た

徳

川

家

康

の

物

語

で

す

。

今

ま

で

い

ろ

ん

な

方

が

徳

川

家

康

を

演

じ

ら

れ

ま

し

た

が

、

松

本

家

康

が

ど

の

よ

う

に

描

か

れ

る

の

か

今

か

ら

楽

し

み

で

す

。

宮

司

本

田

孝

裕

フェイスブック インスタグラム ツイッター

七

五

三

詣

の

お

祓

い

受

付

中

で

す

。

と

く

に

11

月

15

日

前

後

の

土

日

に

は

集

中

し

ま

す

が

、

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

防

止

の

観

点

か

ら

も

、

日

に

ち

や

曜

日

に

こ

だ

わ

ら

ず

分

散

し

て

の

お

参

り

を

推

奨

し

て

お

り

ま

す

。

お

お

む

ね

年

内

は

随

時

受

付

て

い

ま

す

。

今

年

は

平

成

28

年

生

ま

れ

の

女

児

（

数

え

7

歳

）

平

成

30

年

生

ま

れ

の

男

児

（

数

え

5

歳

）

令

和

2

年

生

ま

れ

の

男

女

児

（

数

え

3

歳

）

が

対

象

で

す

。

七

五

三

詣

に

つ

い

て

は

神

社

へ

お

問

い

合

わ

せ

下

さ

い

七
五

三
詣

受
付

中
で

す

『

御

成

敗

式

目

』

い

よ

い

よ

終

わ

り

が

近

づ

い

て

き

た

Ｎ

Ｈ

Ｋ

の

大

河

ド

ラ

マ

「

鎌

倉

殿

の

13

人

」

で

す

が

、

こ

の

鎌

倉

時

代

に

制

定

さ

れ

た

法

令

が

「

御

成

敗

式

目

（

ご

せ

い

ば

い

し

き

も

く

）

」

で

す

。

別

名

「

貞

永

式

目

（

じ

ょ

う

え

い

し

き

も

く

）

」

と

も

い

い

ま

す

。

皆

さ

ん

も

歴

史

の

授

業

な

ど

で

一

度

く

ら

い

は

耳

に

し

た

こ

と

が

あ

る

と

思

い

ま

す

。

三

代

執

権

北

条

泰

時

（

ド

ラ

マ

で

は

坂

口

健

太

郎

さ

ん

が

演

じ

て

い

ま

す

）

の

時

代

に

制

定

さ

れ

た

武

家

政

権

の

た

め

の

法

令

で

す

。

こ

の

法

令

は

武

士

が

ど

う

あ

る

べ

き

か

に

つ

い

て

書

か

れ

た

も

の

な

の

で

す

が

、

実

は

そ

の

第

一

条

に

は

武

士

と

は

関

係

な

い

神

社

の

こ

と

に

つ

い

て

書

か

れ

て

い

る

の

で

す

。

「

神

は

人

の

敬

ひ

に

よ

つ

て

威

を

増

し

、

人

は

神

の

徳

に

よ

つ

て

運

を

添

ふ

」

の

書

き

出

し

で

始

ま

り

、

続

い

て

神

社

の

お

祭

り

や

修

理

の

こ

と

に

つ

い

て

書

か

れ

て

い

ま

す

。

第

一

条

を

現

代

文

で

ご

紹

介

し

ま

す

と

「

神

は

人

が

敬

う

こ

と

に

よ

っ

て

霊

験

が

あ

ら

た

か

に

な

る

。

そ

し

て

人

は

神

の

霊

験

に

よ

っ

て

正

し

い

道

を

進

む

こ

と

が

で

き

る

。

神

社

を

修

理

し

て

お

祭

り

を

盛

ん

に

す

る

こ

と

鎌倉殿の13人より

明

治

五

年

に

明

治

天

皇

の

お

言

葉

に

よ

り

、

全

国

の

津

々

浦

々

の

家

庭

に

お

伊

勢

さ

ま

の

お

神

札

（

神

宮

大

麻

）

を

頒

布

す

る

旨

が

定

め

ら

れ

て

、

今

年

で

一

五

〇

年

に

な

り

ま

す

。

お

伊

勢

さ

ま

と

氏

神

さ

ま

の

お

神

札

は

家

族

の

幸

せ

を

願

う

お

神

札

で

す

。

朝

に

は

一

日

の

無

事

を

願

い

、

夕

に

は

感

謝

の

お

参

り

を

し

ま

す

。

ご

家

族

そ

ろ

っ

て

手

を

合

わ

せ

る

こ

と

は

家

族

の

絆

を

強

め

る

こ

と

に

も

な

り

ま

す

。

ご

家

族

そ

ろ

っ

て

幸

せ

を

お

祈

り

し

ま

し

ょ

う

。

新

た

に

お

神

札

を

受

け

て

頂

い

た

方

へ

特

製

の

神

棚

を

プ

レ

ゼ

ン

ト

中

で

す

。

詳

し

く

は

神

社

へ

お

問

い

合

わ

せ

く

だ

さ

い

。

（

数

に

限

り

が

あ

り

ま

す

）

お
伊
勢
さ

ま
氏
神
さ

ま
の
お

神
札
を

お
祀

り
し
ま

し
ょ

う

ふ

だ

今
年
は
神
宮
大
麻
頒
布

一
五

〇
周
年
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10

月

16

日

（

日

）

に

土

俵

の

移

動

工

事

を

行

い

ま

し

た

。

土

俵

の

右

側

（

参

道

側

）

の

土

を

2

メ

ー

ト

ル

ほ

ど

削

り

、

左

側

に

移

し

ま

し

た

。

こ

れ

に

よ

り

現

在

は

土

俵

を

迂

回

す

る

よ

う

に

通

っ

て

い

る

参

道

が

ま

っ

す

ぐ

通

れ

る

よ

う

に

な

り

ま

す

。

土

俵

の

土

が

固

ま

り

落

ち

着

い

た

ら

参

道

の

整

備

を

行

い

ま

す

。

工

事

中

は

ご

迷

惑

を

お

か

け

し

ま

す

が

、

何

卒

ご

理

解

下

さ

い

ま

す

よ

う

お

願

い

し

ま

す

。

例
大
祭

（
久
山
く

ん
ち

）
恙
な

く
終
了
し
ま

し
た

コ

ロ

ナ

禍

の

た

め

各

種

催

し

事

が

中

止

と

な

り

、

三

年

連

続

で

神

事

の

み

に

な

っ

て

い

る

例

大

祭

で

す

が

、

今

年

も

10

月

9

日

（

日

）

に

、

無

事

に

斎

行

い

た

し

ま

し

た

。

神

事

で

は

地

域

の

安

寧

と

皆

さ

ん

の

幸

福

を

祈

る

祝

詞

を

奏

上

い

た

し

ま

し

た

。

ま

た

神

事

終

了

後

に

は

、

子

供

書

道

展

の

表

彰

式

を

執

り

行

い

、

今

年

の

例

大

祭

は

終

了

し

ま

し

た

。

コ

ロ

ナ

も

ま

だ

ま

だ

油

断

は

で

き

ま

せ

ん

が

、

来

年

こ

そ

は

以

前

の

よ

う

に

盛

大

な

お

祭

り

が

で

き

る

よ

う

祈

り

た

い

と

思

い

ま

す

。

な

お

例

大

祭

に

際

し

、

中

村

修

一

様

と

市

橋

晃

様

よ

り

金

一

封

を

、

成

就

院

様

よ

り

奉

献

酒

を

頂

戴

し

ま

し

た

の

で

、

ご

報

告

い

た

し

ま

す

。

土
俵

の
移

動
工

事
を

行
い
ま
し
た

今

年

も

紅

葉

の

夜

間

ラ

イ

ト

ア

ッ

プ

を

行

い

ま

す

。

十

一

月

十

五

日

～

十

二

月

六

日

頃

ま

で

を

予

定

し

て

い

ま

す

が

、

紅

葉

の

色

づ

き

具

合

よ

っ

て

前

後

す

る

場

合

が

あ

り

ま

す

。

こ

こ

数

年

は

、

十

一

月

の

終

わ

り

頃

が

一

番

見

頃

の

よ

う

で

す

。

昼

間

と

は

違

っ

た

幻

想

的

な

神

社

も

お

楽

し

み

下

さ

い

。

詳

細

は

神

社

の

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

・

Ｓ

Ｎ

Ｓ

等

を

ご

確

認

下

さ

い

。

今
年

も
ラ

イ
ト

ア
ッ

プ
行
な
い
ま
す

県

道

久

山

港

線

が

開

通

す

る

こ

と

に

伴

い

、

二

の

鳥

居

の

下

に

あ

る

石

碑

や

樹

木

が

掛

か

る

た

め

、

石

碑

の

移

転

工

事

と

樹

木

の

伐

採

お

よ

び

移

植

工

事

を

行

っ

て

い

ま

す

。

工

期

は

10

月

12

日

～

約

2

カ

月

間

の

予

定

で

す

。

安

全

に

は

配

慮

し

て

い

ま

す

が

、

お

参

り

に

お

越

し

の

際

は

お

気

を

つ

け

下

さ

い

。

工
事

が
始
ま
り
ま

し
た

【

子

供

書

道

展

受

賞

者

】

長

崎

県

神

社

庁

教

化

部

長

賞

真

津

山

小

四

年

田

川

奈

那

さ

ん

長

崎

県

神

社

庁

奨

励

賞

西

諫

早

中

三

年

吉

田

美

咲

さ

ん

久

山

年

神

社

宮

司

賞

真

津

山

小

二

年

し

ば

は

ら

ち

な

つ

さ

ん

久

山

年

神

社

奉

賛

会

長

賞

西

諫

早

中

二

年

平

石

真

唯

さ

ん
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10

月

16

日

（

日

）

に

土

俵

の

移

動

工

事

を

行

い

ま

し

た

。

土

俵

の

右

側

（

参

道

側

）

の

土

を

2

メ

ー

ト

ル

ほ

ど

削

り

、

左

側

に

移

し

ま

し

た

。

こ

れ

に

よ

り

現

在

は

土

俵

を

迂

回

す

る

よ

う

に

通

っ

て

い

る

参

道

が

ま

っ

す

ぐ

通

れ

る

よ

う

に

な

り

ま

す

。

土

俵

の

土

が

固

ま

り

落

ち

着

い

た

ら

参

道

の

整

備

を

行

い

ま

す

。

工

事

中

は

ご

迷

惑

を

お

か

け

し

ま

す

が

、

何

卒

ご

理

解

下

さ

い

ま

す

よ

う

お

願

い

し

ま

す

。

例
大
祭

（
久
山
く

ん
ち

）
恙
な

く
終
了
し
ま

し
た

コ

ロ

ナ

禍

の

た

め

各

種

催

し

事

が

中

止

と

な

り

、

三

年

連

続

で

神

事

の

み

に

な

っ

て

い

る

例

大

祭

で

す

が

、

今

年

も

10

月

9

日

（

日

）

に

、

無

事

に

斎

行

い

た

し

ま

し

た

。

神

事

で

は

地

域

の

安

寧

と

皆

さ

ん

の

幸

福

を

祈

る

祝

詞

を

奏

上

い

た

し

ま

し

た

。

ま

た

神

事

終

了

後

に

は

、

子

供

書

道

展

の

表

彰

式

を

執

り

行

い

、

今

年

の

例

大

祭

は

終

了

し

ま

し

た

。

コ

ロ

ナ

も

ま

だ

ま

だ

油

断

は

で

き

ま

せ

ん

が

、

来

年

こ

そ

は

以

前

の

よ

う

に

盛

大

な

お

祭

り

が

で

き

る

よ

う

祈

り

た

い

と

思

い

ま

す

。

な

お

例

大

祭

に

際

し

、

中

村

修

一

様

と

市

橋

晃

様

よ

り

金

一

封

を

、

成

就

院

様

よ

り

奉

献

酒

を

頂

戴

し

ま

し

た

の

で

、

ご

報

告

い

た

し

ま

す

。

土
俵

の
移

動
工

事
を

行
い
ま
し
た

今

年

も

紅

葉

の

夜

間

ラ

イ

ト

ア

ッ

プ

を

行

い

ま

す

。

十

一

月

十

五

日

～

十

二

月

六

日

頃

ま

で

を

予

定

し

て

い

ま

す

が

、

紅

葉

の

色

づ

き

具

合

よ

っ

て

前

後

す

る

場

合

が

あ

り

ま

す

。

こ

こ

数

年

は

、

十

一

月

の

終

わ

り

頃

が

一

番

見

頃

の

よ

う

で

す

。

昼

間

と

は

違

っ

た

幻

想

的

な

神

社

も

お

楽

し

み

下

さ

い

。

詳

細

は

神

社

の

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

・

Ｓ

Ｎ

Ｓ

等

を

ご

確

認

下

さ

い

。

今
年

も
ラ

イ
ト

ア
ッ

プ
行
な
い
ま
す

県

道

久

山

港

線

が

開

通

す

る

こ

と

に

伴

い

、

二

の

鳥

居

の

下

に

あ

る

石

碑

や

樹

木

が

掛

か

る

た

め

、

石

碑

の

移

転

工

事

と

樹

木

の

伐

採

お

よ

び

移

植

工

事

を

行

っ

て

い

ま

す

。

工

期

は

10

月

12

日

～

約

2

カ

月

間

の

予

定

で

す

。

安

全

に

は

配

慮

し

て

い

ま

す

が

、

お

参

り

に

お

越

し

の

際

は

お

気

を

つ

け

下

さ

い

。

工
事

が
始
ま
り
ま

し
た

【

子

供

書

道

展

受

賞

者

】

長

崎

県

神

社

庁

教

化

部

長

賞

真

津

山

小

四

年

田

川

奈

那

さ

ん

長

崎

県

神

社

庁

奨

励

賞

西

諫

早

中

三

年

吉

田

美

咲

さ

ん

久

山

年

神

社

宮

司

賞

真

津

山

小

二

年

し

ば

は

ら

ち

な

つ

さ

ん

久

山

年

神

社

奉

賛

会

長

賞

西

諫

早

中

二

年

平

石

真

唯

さ

ん



前

号

で

失

念

し

て

書

き

わ

す

れ

て

た

の

で

す

が

、

今

年

の

5

月

か

ら

毎

週

水

曜

日

を

定

休

日

に

致

し

ま

し

た

。

参

拝

は

定

休

日

で

も

自

由

に

で

き

ま

す

が

、

社

務

所

の

受

付

は

休

み

に

な

り

ま

す

。

水

曜

日

が

1

日

と

15

日

あ

る

い

は

祝

日

に

重

な

っ

た

場

合

は

、

前

後

の

日

に

振

り

替

え

る

こ

と

が

あ

り

ま

す

。

ま

た

社

務

の

都

合

に

よ

り

別

日

に

振

り

替

え

る

こ

と

も

あ

り

ま

す

。

都

度

都

度

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

や

Ｓ

Ｎ

Ｓ

等

を

通

じ

て

お

知

ら

せ

し

て

い

ま

す

の

で

ご

確

認

下

さ

い

。

朝

晩

が

肌

寒

く

な

り

ま

し

た

。

ご

自

愛

の

上

お

過

ご

し

く

だ

さ

い

。

は

、

と

て

も

大

切

な

こ

と

で

あ

る

。

そ

う

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

人

々

が

幸

せ

に

な

る

か

ら

で

あ

る

。

ま

た

供

え

物

は

絶

や

さ

ず

、

昔

か

ら

の

祭

り

や

慣

習

を

お

ろ

そ

か

に

し

て

は

な

ら

な

い

。

各

地

の

要

職

に

あ

る

者

や

神

主

は

こ

の

こ

と

を

よ

く

理

解

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

神

社

を

修

理

す

る

際

に

は

小

さ

な

修

理

は

自

分

た

ち

で

行

い

、

手

に

負

え

な

い

大

き

な

も

の

は

幕

府

に

報

告

す

る

こ

と

。

内

容

を

調

べ

た

上

で

良

い

方

法

を

と

る

。

」

と

記

さ

れ

て

い

ま

す

。

武

家

政

権

の

法

令

に

も

関

わ

ら

ず

、

神

社

の

事

が

真

っ

先

に

記

さ

れ

て

い

る

事

で

、

当

時

の

武

士

た

ち

が

い

か

に

神

と

い

う

存

在

に

畏

敬

の

念

を

持

っ

て

い

た

か

判

る

内

容

で

す

。

そ

し

て

こ

の

内

容

は

、

鎌

倉

の

武

士

だ

け

で

な

く

現

代

の

私

た

ち

に

も

当

て

は

ま

り

ま

す

。

皆

さ

ん

も

節

目

ご

と

に

神

社

へ

お

参

り

し

神

頼

み

を

す

る

事

が

あ

る

と

思

い

ま

す

し

、

お

参

り

す

る

こ

と

で

心
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創建 文禄元年

久山年神社

編
集

後
記

久

山

年

神

社

社

報

第

十

七

号

た
よ
し
の
杜

の

安

ら

ぎ

を

得

ら

れ

た

り

す

る

と

思

い

ま

す

。

ま

た

神

社

で

お

祭

り

に

接

す

る

こ

と

で

元

気

を

分

け

て

も

ら

え

る

事

も

あ

る

と

思

い

ま

す

。

特

に

最

近

は

コ

ロ

ナ

禍

で

各

地

の

お

祭

り

が

縮

小

し

て

い

た

た

め

、

久

し

ぶ

り

に

お

祭

り

が

開

催

さ

れ

る

と

、

皆

さ

ん

の

生

き

生

き

と

し

て

い

る

様

子

が

テ

レ

ビ

な

ど

で

拝

見

で

き

ま

す

。

こ

の

よ

う

に

神

社

へ

の

祈

り

や

祭

り

と

は

人

々

に

活

力

を

与

え

、

幸

せ

に

す

る

も

の

で

す

。

神

社

に

人

が

集

ま

り

活

性

化

す

る

事

は

地

域

の

発

展

に

も

直

結

し

ま

す

。

で

す

が

、

そ

れ

は

神

社

が

健

全

に

維

持

で

き

て

い

る

こ

と

が

前

提

と

な

り

ま

す

。

こ

こ

か

ら

は

お

願

い

で

す

。

当

神

社

は

令

和

11

年

に

現

社

殿

が

百

周

年

を

迎

え

ま

す

が

、

各

所

が

白

蟻

の

被

害

な

ど

で

痛

ん

で

老

朽

化

し

て

い

ま

す

。

そ

の

た

め

百

周

年

記

念

事

業

と

し

て

社

殿

の

改

築

を

計

画

し

て

い

ま

す

。

御

成

敗

式

目

に

も

あ

る

よ

う

に

、

神

社

を

修

理

し

て

お

祭

り

を

盛

ん

に

す

る

こ

と

は

と

て

も

大

切

な

こ

と

で

す

。

し

か

し

先

立

つ

物

も

大

切

で

す

。

寄

付

の

お

願

い

の

際

に

は

何

卒

ご

協

力

を

お

願

い

致

し

ま

す

。

さ

て

、

来

年

の

大

河

ド

ラ

マ

は

ジ

ャ

ニ

ー

ズ

の

元

ア

イ

ド

ル

グ

ル

ー

プ

嵐

の

松

本

潤

さ

ん

主

演

の

「

ど

う

す

る

家

康

」

で

す

。

不

遇

な

幼

少

時

代

か

ら

戦

国

時

代

を

駆

け

抜

け

て

、

二

百

六

十

年

に

及

ぶ

江

戸

幕

府

を

開

い

た

徳

川

家

康

の

物

語

で

す

。

今

ま

で

い

ろ

ん

な

方

が

徳

川

家

康

を

演

じ

ら

れ

ま

し

た

が

、

松

本

家

康

が

ど

の

よ

う

に

描

か

れ

る

の

か

今

か

ら

楽

し

み

で

す

。

宮

司

本

田

孝

裕

フェイスブック インスタグラム ツイッター

七

五

三

詣

の

お

祓

い

受

付

中

で

す

。

と

く

に

11

月

15

日

前

後

の

土

日

に

は

集

中

し

ま

す

が

、

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

防

止

の

観

点

か

ら

も

、

日

に

ち

や

曜

日

に

こ

だ

わ

ら

ず

分

散

し

て

の

お

参

り

を

推

奨

し

て

お

り

ま

す

。

お

お

む

ね

年

内

は

随

時

受

付

て

い

ま

す

。

今

年

は

平

成

28

年

生

ま

れ

の

女

児

（

数

え

7

歳

）

平

成

30

年

生

ま

れ

の

男

児

（

数

え

5

歳

）

令

和

2

年

生

ま

れ

の

男

女

児

（

数

え

3

歳

）

が

対

象

で

す

。

七

五

三

詣

に

つ

い

て

は

神

社

へ

お

問

い

合

わ

せ

下

さ

い

七
五

三
詣

受
付

中
で

す
『

御

成

敗

式

目

』

い

よ

い

よ

終

わ

り

が

近

づ

い

て

き

た

Ｎ

Ｈ

Ｋ

の

大

河

ド

ラ

マ

「

鎌

倉

殿

の

13

人

」

で

す

が

、

こ

の

鎌

倉

時

代

に

制

定

さ

れ

た

法

令

が

「

御

成

敗

式

目

（

ご

せ

い

ば

い

し

き

も

く

）

」

で

す

。

別

名

「

貞

永

式

目

（

じ

ょ

う

え

い

し

き

も

く

）

」

と

も

い

い

ま

す

。

皆

さ

ん

も

歴

史

の

授

業

な

ど

で

一

度

く

ら

い

は

耳

に

し

た

こ

と

が

あ

る

と

思

い

ま

す

。

三

代

執

権

北

条

泰

時

（

ド

ラ

マ

で

は

坂

口

健

太

郎

さ

ん

が

演

じ

て

い

ま

す

）

の

時

代

に

制

定

さ

れ

た

武

家

政

権

の

た

め

の

法

令

で

す

。

こ

の

法

令

は

武

士

が

ど

う

あ

る

べ

き

か

に

つ

い

て

書

か

れ

た

も

の

な

の

で

す

が

、

実

は

そ

の

第

一

条

に

は

武

士

と

は

関

係

な

い

神

社

の

こ

と

に

つ

い

て

書

か

れ

て

い

る

の

で

す

。

「

神

は

人

の

敬

ひ

に

よ

つ

て

威

を

増

し

、

人

は

神

の

徳

に

よ

つ

て

運

を

添

ふ

」

の

書

き

出

し

で

始

ま

り

、

続

い

て

神

社

の

お

祭

り

や

修

理

の

こ

と

に

つ

い

て

書

か

れ

て

い

ま

す

。

第

一

条

を

現

代

文

で

ご

紹

介

し

ま

す

と

「

神

は

人

が

敬

う

こ

と

に

よ

っ

て

霊

験

が

あ

ら

た

か

に

な

る

。

そ

し

て

人

は

神

の

霊

験

に

よ

っ

て

正

し

い

道

を

進

む

こ

と

が

で

き

る

。

神

社

を

修

理

し

て

お

祭

り

を

盛

ん

に

す

る

こ

と

鎌倉殿の13人より

明

治

五

年

に

明

治

天

皇

の

お

言

葉

に

よ

り

、

全

国

の

津

々

浦

々

の

家

庭

に

お

伊

勢

さ

ま

の

お

神

札

（

神

宮

大

麻

）

を

頒

布

す

る

旨

が

定

め

ら

れ

て

、

今

年

で

一

五

〇

年

に

な

り

ま

す

。

お

伊

勢

さ

ま

と

氏

神

さ

ま

の

お

神

札

は

家

族

の

幸

せ

を

願

う

お

神

札

で

す

。

朝

に

は

一

日

の

無

事

を

願

い

、

夕

に

は

感

謝

の

お

参

り

を

し

ま

す

。

ご

家

族

そ

ろ

っ

て

手

を

合

わ

せ

る

こ

と

は

家

族

の

絆

を

強

め

る

こ

と

に

も

な

り

ま

す

。

ご

家

族

そ

ろ

っ

て

幸

せ

を

お

祈

り

し

ま

し

ょ

う

。

新

た

に

お

神

札

を

受

け

て

頂

い

た

方

へ

特

製

の

神

棚

を

プ

レ

ゼ

ン

ト

中

で

す

。

詳

し

く

は

神

社

へ

お

問

い

合

わ

せ

く

だ

さ

い

。

（

数

に

限

り

が

あ

り

ま

す

）

お
伊
勢
さ

ま
氏
神
さ

ま
の
お

神
札
を

お
祀

り
し
ま

し
ょ

う

ふ

だ

今
年
は
神
宮
大
麻
頒
布

一
五

〇
周
年


