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射
水
神
社
宮
司　

松

本

正

昭

皇
紀
二
千
六
百
七
十
年
平
成
二
十
二
年
の
初
春
を

迎
え
、
新
年
を
寿
ぎ
賀
詞
を
申
し
上
げ
ま
す
。

昨
年
は
畏
く
も
天
皇
陛
下
御
即
位
二
十
年
を
恙
無

く
お
迎
え
に
な
り
、
国
民
斉
し
く
祝
奉
の
誠
を
捧

げ
た
年
で
あ
り
ま
し
た
。
折
し
も
、
わ
が
町
高
岡

市
に
お
き
ま
し
て
も
、
開
町
四
百
年
を
迎
え
、
前

田
利
長
公
が
高
岡
城
に
入
城
し
た
所
縁
深
き
九
月

十
三
日
に
、
当
社
鎮
座
地
隣
の
本
丸
跡
地
を
中
心

に
、
十
八
代
前
田
利
祐
氏
臨
席
の
も
と
に
高
岡
市

民
あ
げ
て
の
諸
種
に
亘
る
催
し
事
が
執
り
行
わ
れ
、

久
方
ぶ
り
に
活
気
に
満
ち
、
歴
史
遺
産
が
与
え
て

く
れ
る
力
を
感
じ
た
年
で
あ
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
昨
今
の
社
会
状
況
を
見
ま
す

と
、
政
治
に
お
い
て
は
政
権
交
代
し
い
ま
だ
不
透

明
な
状
況
に
あ
り
、
経
済
に
お
い
て
も
思
わ
し
く

作
用
せ
ず
、
失
業
者
・
若
者
の
就
職
難
が
生
じ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
状
況
で
新
年
を
迎
え
前

途
多
難
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
。

　

ど
う
も
私
ど
も
日
本
人
は
一
方
に
偏
る
性
癖
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
高
度
成
長
時
代
に
は
物
質

万
能
思
想
が
横
行
し
、
物
の
世
界
に
の
み
明
け
暮

れ
精
神
的
な
面
を
見
失
い
つ
つ
あ
る
中
に
、
不
況

風
が
吹
き
荒
び
、
そ
の
上
に
様
々
な
事
件
を
生
じ

て
い
る
。
今
そ
の
物
に
逆
襲
を
受
け
て
い
る
よ
う

に
思
え
て
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
物
の
世
界
を
拒

む
わ
け
で
は
な
い
が
、
両
者
は
常
に
ほ
ど
よ
く
調

和
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

 

日
本
人
の
伝
統
的
な
智
恵
の
中
に
そ
の
調
和
が

あ
っ
た
は
ず
で
す
。
伝
統
的
智
恵
と
表
す
る
に
は

は
な
は
だ
軽
々
し
く
遺
憾
で
あ
る
が
、
天
照
大
御

神
が
天
の
岩
戸
に
お
隠
れ
に
な
り
、
高
天
原
と
葦

原
中
国
は
光
を
失
い
闇
と
な
り
ま
し
た
。
八
百
万

の
神
々
は
、
天
岩
屋
戸
か
ら
天
照
大
御
神
に
お
出

ま
し
い
た
だ
こ
う
と
、
八
尺
勾
玉
と
八
咫
鏡
を
作

ら
せ
、
榊
の
枝
に
飾
り
、
天
照
大
御
神
の
御
心
を

和
ら
げ
よ
う
と
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
八
尺
勾
玉
と

八
咫
鏡
は
天
孫
降
臨
の
際
、
草
薙
の
剣
と
共
に
天

照
大
御
神
の
御
心
を
伝
え
る
三
種
の
神
器
と
し
て

瓊
瓊(

に
に)

杵(

ぎ
の)

尊(

み
こ
と)

に
授
け
ら

れ
ま
し
た
。
こ
の
三
種
の
神
器
の
玉
は
思
い
や
り
、

い
つ
く
し
み
を
意
味
す
る｢

仁｣

を
示
し
、
剣
は｢

勇
気｣

を
示
し
、鏡
は｢

智｣

を
示
し
て
お
り
ま
す
。

歴
代
天
皇
は
こ
の
三
徳
を
身
に
着
け
る
こ
と
に
よ

り
、
君
徳
を
全
う
さ
れ
天
照
大
御
神
の
御
心
で
、

民
の
父
母
と
し
て
の
仁
政
を
ほ
ど
こ
し
て
こ
ら
れ

た
の
で
あ
り
ま
す
。

　

日
本
は
天
皇
様
の
大
御
心
の
下
に
戦
後
の
荒
廃

か
ら
立
ち
直
り
、
復
興
を
成
し
得
た
の
で
あ
り
ま

す
。
こ
の
天
皇
様
の
大
御
心
を
拝
す
る
こ
と
こ
そ
、

人
倫
の
道
を
踏
ま
え
た
温
か
い
親
子
の
関
係
、
即

ご
挨
拶

ち
親
は
子
を
慈
し
み
、
子
は
親
を
敬
い
尊
ぶ
関
係
、

友
人
、
師
弟
、
上
司
と
い
う
よ
う
な
、
社
会
の
あ

ら
ゆ
る
人
間
関
係
を
望
ま
し
い
も
の
に
育
み
、
日

本
人
と
し
て
の
心
を
回
復
す
る
こ
と
に
繋
が
る
こ 

と
と
思
う
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　

新
春
に
あ
た
り
こ
の
年
が
皆
様
に
と
り
良
き
年

に
な
り
ま
す
よ
う
衷
心
よ
り
ご
祈
念
申
し
あ
げ
、

年
頭
の
挨
拶
と
致
し
ま
す
。

前田家18代前田利
とし

祐
やす

様参拝
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８
月
３
日（
月
） 

高岡 
7：30

小杉IC 上越IC
大河ドラマでおなじみ 

天地人博覧会 
9：45（見学）10：30

居多神社 
10：45（自由参拝）11：15

上越市内 
11：30（昼食）12：30

８
月
４
日（
火
） 

旅館 
9：00

彌彦神社 
9：30（正式参拝）11：00

寺　泊 
12：10（昼食）13：30

上杉謙信の居城後 

春日山神社・城跡 
12：45（参拝・散策）14：00

トリックアートがいっぱい 

SOWA美術館 
11：30（見学）12：00

銘酒の試飲をどうぞ 

宝山酒造 
15：45（見学）16：10

岩室温泉（泊） 
16：15頃 

上越IC

西山IC

三条燕IC

小杉IC 高岡 
17：30頃 

元首相の面影を偲ぶ 

田中角栄記念館 
14：00（見学）14：30

▲春日山城跡

▼彌彦神社参拝
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第
30
回
射
水
神
社
奉
納
書
道
展
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

　

本
年
は
30
回
お
よ
び
開
町
４
０
０
年

の
記
念
賞
を
特
に
設
け
て
、
賑
々
し
く

執
り
行
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

例
年
の
課
題
は
「
射
水
の
杜
」
や
「
玉

串
拝
礼
」
な
ど
神
社
に
ま
つ
わ
る
語

句
に
て
出
品
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
た

が
、今
年
に
限
り
「
開
町
史
話
」
や
「
利

長
く
ん
」
な
ど
高
岡
市
開
町
４
０
０
年

に
ま
つ
わ
る
語
句
を
課
題
と
す
る
こ

と
に
よ
り
、
故
郷
の
歴
史
や
文
化
を
ア

ピ
ー
ル
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

子
供
た
ち
に
は
、
い
つ
ま
で
も
こ
の

街
に
親
し
み
を
持
ち
続
け
て
ほ
し
い
も

の
で
す
。

　

本
年
、
か
つ
て
射
水
神
社
境
内
に

能
舞
台
が
あ
っ
た
こ
ろ
の
貴
重
な
資
料

を
金
森
弘
子
様
よ
り
ご
恵
贈
賜
り
ま
し

た
。
神
社
と
い
え
ば
「
祈
り
の
場
」
で

あ
る
こ
と
は
、
今
も
昔
も
変
わ
ら
な
い

所
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
と
に
忘
れ
が

ち
な
「
文
化
の
発
信
地
」
と
し
て
の
役

割
を
も
、
改
め
て
ご
提
言
い
た
だ
い
た

か
の
よ
う
な
、
素
晴
ら
し
い
資
料
で
ご

ざ
い
ま
す
。

　

当
社
に
お
い
て
は
、
上
段
に
記
載
致

し
ま
し
た
奉
納
書
道
展
や
、
観
月
祭
な

ど
の
文
化
事
業
に
さ
ら
に
力
を
込
め
て

ま
い
り
た
い
と
存
じ
ま
す

奉
納
書
道
展

　

本
年
は
開
町
四
百
年
を
記
念
し
て
募

集
を
し
た
射
水
神
社
の
イ
メ
ー
ジ
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
で
あ
る
「
ふ
う
た
ん
」
が
登

場
し
、
子
供
た
ち
と
楽
し
い
ひ
と
時
を

過
ご
し
て
お
り
ま
し
た
。

　

ふ
う
た
ん
の
登
場
に
は
、
喜
ぶ
子
供

が
大
多
数
で
あ
り
ま
し
た
が
、
泣
き
出

す
子
も
ち
ら
ほ
ら
。
概
ね
お
母
さ
ん
た

ち
に
は
好
評
で
、
み
な
さ
ん
「
ふ
う
た

ん
」
と
の
記
念
撮
影
に
は
列
を
な
し
て

お
り
ま
し
た
。

　

心
に
残
る
思
い
で
の
一
つ
と
し
て
。

願
わ
く
ば
こ
れ
よ
り
先
も
変
わ
る
こ
と

の
な
い
射
水
神
社
の
七
五
三
の
思
い
出

と
な
る
よ
う
考
え
て
お
り
ま
す
。

七
五
三
の
お
参
り

往
古
の
社
頭
風
景
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本　

厄

前　

厄

後　

厄

◆
祈
祷
受
付
時
間　

元
旦　

午
前
０
時
〜
午
後
五
時
／
二
日
以
降　

午
前
九
時
〜
午
後
五
時

　
　
　
　
　
　
　
　

お
問
い
合
せ　

社
務
所　

電
話
０
７
６
６（
２
２
）３
１
０
４

御
神
恩
を
い
た
だ
き
、幸
お
お
か
ら
ん
事
を
。

神
前
結
婚
式

神
前
結
婚
式

神
前
結
婚
式
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参
拝
作
法
の
起
源
に
つ
い
て
教

え
て
下
さ
い
。

　

私
た
ち
が
人
に
対
し
て
お
じ
ぎ
を
す

る
と
き
は
、
普
通
は
一
度
だ
け
で
す
が
、

神
様
を
拝
む
と
き
に
は
「
二
拝
二
拍
手

一
拝
」
の
作
法
が
用
い
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
作
法
は
、
我
が
国
の
伝
統
的
な

作
法
で
あ
る
「
両
段
再
拝
」
に
基
づ
く

も
の
で
す
。「
両
段
再
拝
」
と
は
再
拝

（
二
度
お
じ
ぎ
を
す
る
）
を
二
回
お
こ

な
う
こ
と
を
い
い
ま
す
。
実
際
の
作
法

で
は
、
二
拝
の
後
に
拍
手
（
は
く
し
ゅ
・

か
し
わ
で
）
ま
た
は
祝
詞
（
の
り
と
）

奏
上
を
お
こ
な
い
、
再
び
二
拝
を
お
こ

な
う
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

拍
手
に
つ
い
て
は
、
古
く
か
ら
我
が

国
独
自
の
拝
礼
作
法
と
し
て
、
神
様
や

貴
人
を
敬
い
拝
む
と
き
に
用
い
ら
れ
ま

し
た
。
平
安
時
代
、
大
陸
と
の
交
流
に

よ
る
影
響
で
、
宮
中
で
は
こ
の
作
法
を

お
こ
な
わ
な
く
な
り
、
た
だ
二
拝
の
み

を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
文
献
に

見
え
ま
す
。
し
か
し
、
神
様
を
拝
む
際

に
は
変
わ
ら
ず
拍
手
が
用
い
ら
れ
て
き

ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
こ
の
両
段
再
拝
の
作
法
も

各
流
派
や
神
社
に
よ
っ
て
多
少
の
違
い

を
生
じ
ま
し
た
が
、
明
治
八
年
に
編
ま

れ
た
「
神
社
祭
式
」
に
「
再
拝
拍
手
」
と

い
う
形
が
制
定
さ
れ
、こ
れ
を
基
本
に
「
二

拝
二
拍
手
一
拝
」
と
い
う
参
拝
作
法
が
慣

例
化
さ
れ
ま
し
た
。

　

神
社
に
よ
っ
て
は
、
今
日
で
も
一
社
の

故
実
に
よ
り
異
な
っ
た
作
法
を
お
こ
な
っ

て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
伊
勢
の
神
宮
の

神
職
が
お
こ
な
う
八
度
拝
や
出
雲
大
社
の

四
拍
手
な
ど
を
例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

参
拝
の
作
法
「
二
拝
二
拍
手
一
拝
」

①
神
前
に
進
み
姿
勢
を
正
す
。

②
二
回
深
く
お
じ
ぎ
を
し
ま
す
。

③
肩
幅
程
度
に
両
手
を
開
き
、
二
回
拍
手 

　

を
し
ま
す
。

④
も
う
一
度
お
じ
ぎ
を
し
ま
す
。

富
山
の
お
餅

　

人
間
に
は
、
産
ま
れ
て
か
ら
そ
の
生
涯
を
終

え
る
ま
で
数
多
く
の
行
事
が
あ
り
ま
す
が
、
そ

れ
ら
の
行
事
の
多
く
に
餅
菓
子
が
使
わ
れ
て
き

ま
し
た
。
餅
菓
子
は
日
常
の
生
活
に
密
着
し
て

い
て
嗜
好
さ
れ
て
き
た
関
係
上
、
喜
び
に
つ
け

悲
し
み
に
つ
け
用
い
ら
れ
て
き
た
の
で
す
。
生

活
の
節
目
節
目
に
お
餅
を
作
り
、
神
仏
に
供
え

て
そ
の
行
事
を
祝
い
ま
す
。

　

米
処
、
富
山
で
は
お
い
し
い
お
水
に
恵
ま
れ

て
い
る
の
で
、
な
お
さ
ら
身
近
に
感
じ
ら
れ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

皆
様
の
ご
家
庭
で
は
ど
の
よ
う
な
シ
ー
ン
で

お
餅
が
登
場
し
て
い
ま
す
か
？
お
正
月
に
は
欠

か
せ
な
い
お
鏡
餅
や
雑
煮
用
の
の
し
餅
、
春
に

は
ひ
な
祭
り
の
お
餅
や
さ
く
ら
餅
、
五
月
は
節

句
餅
や
か
し
わ
餅
等
々
、
各
月
毎
に
そ
の
季
節

の
行
事
と
共
に
食
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
す
。

　

又
、
雑
煮
用
の
餅
で
は
地
域
に
よ
っ
て
形
や

食
べ
方
に
違
い
が
あ
り
、
加
賀
文
化
の
影
響
を

色
濃
く
受
け
て
い
る
富
山
県
で
は
、
一
般
的
に

白
の
し
餅
を
切
り
、
焼
い
て
雑
煮
の
中
に
入
れ

る
の
は
石
川
と
同
じ
よ
う
で
す
。
北
陸
地
方
で

も
小
松
か
ら
福
井
で
は
関
西
圏
と
同
じ
く
丸
餅

を
使
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

お
餅
の
中
に
含
ま
れ
る
良
質
の
で
ん
ぷ
ん
は

体
内
で
燃
え
て
冷
え
を
防
ぎ
、
体
温
と
力
の
素

に
な
り
、
分
解
さ
れ
て
糖
化
さ
れ
る
時
間
が
ご

飯
な
ど
よ
り
ず
っ
と
速
い
そ
う
で
す
。
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
選
手
の
朝
食
に
お
餅
が
入
っ
て
い
た
の

も
う
な
ず
け
ま
す
。
た
く
さ
ん
食
べ
る
と
胃
も

た
れ
や
胸
や
け
が
起
こ
り
や
す
い
の
で
ビ
タ
ミ

ン
B1
の
多
く
含
ま
れ
る
大
根
や
生
野
菜
を
一
緒

に
食
べ
る
と
良
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
富
山
の
餅
は
最
高
!!
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど

「
新
大
正
の
餅
」
は
ね
ば
り
が
あ
り
お
い
し
い

の
で
、
贈
り
物
や
手
み
や
げ
と
し
て
喜
ば
れ
て

い
る
の
で
す
。

　

神
仏
に
お
供
え
す
る
お
餅
や
紅
白
の
餅
ま
き

な
ど
は
受
け
継
い
で
行
き
た
い
行
事
の
一
つ
で

す
。
ま
た
、
お
す
そ
分
け
が
あ
れ
ば
調
理
し
て

お
い
し
く
頂
き
た
い
も
の
で
す
。

　

白
餅
な
ど
は
一
口
大
に
切
り
、
油
揚
げ
の
中

に
入
れ
て
巾
着
に
し
た
り
、
ホ
ッ
ト
プ
レ
ー
ト

の
上
で
好
き
な
も
の
を
ト
ッ
ピ
ン
グ
し
て
ピ
ザ

餅
と
し
て
も
人
気
が
あ
り
ま
す
。
固
く
な
っ
た

餅
は
油
で
揚
げ
て
お
醤
油
を
か
け
て
も
お
い
し

く
食
べ
ら
れ
ま
す
。

　

昔
か
ら
保
存
食
と
し
て
重
宝
さ
れ
て
き
た
お

餅
。
先
人
達
の
知
恵
を
受
け
つ
い
で
、
更
に
お

い
し
い
食
べ
方
を
発
見
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

越
中
の
食
彩

　
　

雅
子

と
ぎ
や

鏡　

餅

と
ぎ

『新日本大歳時記』より抜粋

『神道いろは』より抜粋
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発　

行　

射
水
神
社

発
行
所　

〒
九
三
三
ー
〇
〇
四
四 

高
岡
市
古
城
一
ー
一

T
E
L　
（
〇
七
六
六
）
二
二
ー
三
一
〇
四

F
A
X　
（
〇
七
六
六
）
二
一
ー
三
七
一
五

印
刷
所　

キ
ク
ラ
印
刷
株
式
会
社

⑬
二
上
山
の
城
『
守
山
城
』

　
（
そ
の
２
）

　

加
賀
藩
二
代
藩
主
前
田
利
長
は
天
正

十
三
年
よ
り
慶
長
二
年
（
一
五
九
七
）

に
富
山
城
に
移
る
ま
で
の
約
十
三
年
間
、

守
山
城
に
居
城
し
、
城
下
町
の
形
成
に

力
を
注
い
だ
。
城
下
町
は
現
在
の
守
護

町
辺
か
ら
海
老
坂
地
区
に
か
け
て
営
ま

れ
、
今
も
材
木
町
・
紺
屋
町
・
鉄
砲
町
・

柳
町
・
屋
敷
町
な
ど
の
古
い
地
名
が
残
っ

て
い
る
。
文
禄
五
年
（
一
五
九
六
）
に

は
檜
物
（
曲
げ
物
）
座
や
天
秤
（
両
替

商
い
）
座
が
あ
り
、
慶
長
三
年
に
は
商

い
舟
も
あ
っ
た
こ
と
も
史
料
に
見
え
る
。

城
下
町
の
最
盛
期
に
は
、
宗
教
的
色
彩

が
濃
く
各
宗
派
の
寺
院
が
四
十
か
寺
以

上
も
あ
り
、
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）、

利
長
に
新
川
郡
が
加
封
さ
れ
た
後
の
守

山
は
、
名
実
と
も
に
越
中
国
全
域
の
首

都
で
あ
っ
た
。

　

慶
長
二
年
（
一
五
九
七
）
十
月
、
利

長
は
富
山
に
城
を
築
い
て
守
山
城
を
去

り
、
以
後
、
前
田
対
馬
守
長な
が

種た
ね

が
城
代

と
な
っ
た
。
利
長
が
居
城
を
富
山
に
移

し
た
理
由
と
し
て
は
、
越
中
四
郡
支
配

に
富
山
は
守
山
よ
り
も
好
位
置
に
あ
り
、

ま
た
、
天
険
に
頼
る
中
世
的
守
山
城
は
、

近
世
の
戦
闘
様
式
に
と
っ
て
も
、
ま
た

居
城
と
し
て
も
適
切
で
な
か
っ
た
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。

　

前
田
氏
の
守
山
在
城
時
代
の
北
陸

道
は
、
今
石
動
か
ら
小
矢
部
川
左
岸

の
山
沿
い
道
を
と
り
、
佐
加
野̶

守
山

町̶

二
上
渡
り
ー
古
定
塚̶

三
女
子̶

二
口̶

水
戸
田
へ
貫
け
る
ル
ー
ト
、
つ

ま
り
二
上
山
麓
の
守
山
城
下
を
経
由
し

た
が
、
利
長
の
富
山
移
城
後
は
再
び
中

世
以
来
の
今
石
動̶

木
舟̶

中
田̶

串

田̶

水
戸
田
の
ル
ー
ト
に
戻
っ
た
。
し

か
し
、
守
山
を
通
る
ル
ー
ト
は
重
視
さ

れ
、
慶
長
六
年
九
月
、
前
田
長
種
は
二

上
渡
守
船
頭
中
に
新
造
船
を
与
え
、
渡

船
料
と
し
て
、
人
一
名
に
つ
き
米
三
合
、

馬
一
疋
に
つ
き
米
五
合
の
取
立
て
を
厳

命
し
て
い
る
。

　

守
山
城
下
一
帯
は
経
済
・
交
通
ひ
い

て
は
軍
事
上
の
重
要
性
が
認
め
ら
れ
る

の
も
関
わ
ら
ず
、
利
長
の
富
山
移
城
の

後
、
城
下
の
寺
院
や
商
工
業
者
は
続
々

富
山
に
引
き
移
り
、
守
山
城
や
城
下
町

は
急
速
に
廃
れ
て
、
守
山
城
も
程
な
く

廃
城
と
な
っ
た
。

守山城本丸跡より氷見方面を望む

高岡市街地を望む
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射水フェスタ2010

うつくしの杜、結婚式場

〒933-0044 高岡市古城１番１号（高岡古城公園内）

(0766)22－0808お 問 合 せ

̶うつくしの杜ブライダルフェアのご案内̶

平
成22年２月21日（日）
10：00～18：00

・模擬挙式・模擬披露宴
・ブライダルケーキ試食
・会場コーディネート展示
・料理・引出物展示
・和装・洋装衣裳展示
・ネイルアート体験
・ブライダル相談会

うつくしの杜 春フェスタ
平
成22年４月４日（日）
10：00～ 17：00

・模擬挙式
・結びのセレモニー・ビデオレター
・会場コーディネート・引出物展示
・婚礼料理試食会
・衣装・婚礼アイテム展示・相談会

U R L http://www.imizujinjya.or.jp

j in jya-k@mbs.sphere.ne. jpEメール

参

集

殿

通

信

ピラミッドシャンデリアの光に包まれて!
平成21年10月挙式　矢野様ご夫妻
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