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射
水
神
社
宮
司　
　
　

松

本

正

昭

　

こ
の
春
は
温
暖
で
あ
る
か
と
思
え
ば
寒
気

が
到
来
し
、
何
度
も
冬
へ
の
逆
戻
り
を
繰
り

返
し
な
が
ら
漸
く
に
し
て
迎
え
る
と
言
う
異

状
ぶ
り
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
例
年
に
違

う
こ
と
な
く
一
年
の
巡
り
を
規
範
と
し
て
草

木
も
自
ら
の
生
を
養
い
、
芽
を
出
し
、
花
を

咲
か
せ
て
い
る
。
サ
ク
ラ
名
所
百
選
と
称
え

る
当
神
社
の
鎮
座
す
る
高
岡
古
城
公
園
の
サ

ク
ラ
も
、
例
年
の
開
花
日
に
そ
れ
ほ
ど
の
ず

れ
な
く
花
咲
き
、
春
先
の
寒
さ
で
例
年
よ
り

長
い
期
間
我
々
の
心
を
和
ま
せ
て
く
れ
、
こ

れ
は
有
難
い
異
変
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

サ
ク
ラ
が
日
本
の
花
の
代
表
で
あ
る
事

は
、
古
代
に
遡
っ
て
も
同
じ
で
あ
る
。
一
日

の
平
均
気
温
が
摂
氏
十
度
の
陽
気
に
な
る
と

咲
く
と
こ
ろ
か
ら
、
苗
代
桜
・
種
蒔
桜
・
田

植
桜
と
も
呼
ば
れ
、
そ
の
開
花
は
土
地
ご
と

の
農
事
暦
に
深
く
関
り
、
桜
の
花
を
見
て
稲

の
豊
か
な
稔
り
を
予
祝
す
る
行
事
が
本
来
の

｢

花
見｣

で
あ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
桜
の
花
も
時
の
移
ろ
い
と
共
に
儚
く

も
散
り
、急
速
に
新
緑
が
野
山
一
面
を
覆
い
、

田
に
は
水
が
は
ら
れ
愈
々
田
作
り
の
季
節
を

迎
え
る
。
町
々
村
々
で
は
今
年
一
年
の
五
穀

豊
穣
を
願
う
春
祭
り
が
執
り
行
わ
れ
俄
か
に

活
気
づ
く
。

　

日
に
日
に
田
は
早
苗
に
埋
め
尽
く
さ
れ
、

山
々
や
田
園
の
景
色
も
ま
た
心
を
十
分
に
和

ま
せ
瑞
穂
の
国
で
あ
る
こ
と
を
実
感
さ
せ
て

く
れ
る
。

　

我
々
の
祖
先
は
、
こ
の
よ
う
な
風
景
か
ら

自
然
の
摂
理
を
知
り
、
季
節
の
移
ろ
い
に
逆

ら
う
こ
と
な
く
、
そ
れ
に
素
直
に
従
い
、
よ

り
善
く
生
き
る
道
を
見
出
し
、
自
然
に
対
し

畏
敬
の
念
を
抱
き
「
祭
り
」
の
形
で
「
祈
り
」

と
「
感
謝
の
心
」
を
表
し
、
文
化
を
築
い
て

き
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
近
年
、
山
々
や
田
園
風

景
を
眺
め
、
心
を
痛
め
る
こ
と
は
、
ど
ん
ど

ん
田
圃
や
山
々
が
住
宅
団
地
や
公
的
施
設
・

道
路
な
ど
に
転
用
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
あ

る
。
道
路
・
住
宅
・
公
共
施
設
と
も
に
必
要

で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
が
、
そ
れ
は
あ
く

ま
で
も
自
然
環
境
を
奪
う
も
の
で
あ
っ
て
は

い
け
な
い
。
昨
今
の
社
会
状
況
か
ら
、
専
業

農
家
が
極
め
て
少
な
く
な
り
、
他
の
仕
事
の

傍
ら
農
作
業
を
営
む
実
態
で
は
や
む
を
得
ぬ

面
が
あ
る
に
し
て
も
、
農
業
の
将
来
が
憂
慮

さ
れ
て
な
ら
な
い
。
又
、
国
際
経
済
に
よ
る

外
圧
も
あ
っ
て
日
本
の
農
政
が
揺
れ
動
い
て

い
る
背
景
も
大
き
い
。

　

し
か
し
、
こ
れ
以
上
、
山
々
や
農
地
、
そ

し
て
農
業
の
実
態
を
破
壊
し
て
は
な
ら
な

い
。
農
地
や
山
々
は
単
に
食
料
生
産
・
果
樹

栽
培
の
場
だ
け
で
は
な
く
、
自
然
保
護
と
人

間
生
活
環
境
を
調
和
し
、
整
え
て
ゆ
く
大
き

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
日

本
の
農
業
に
は
日
本
の
よ
き
伝
統
文
化
と
精

神
文
化
が
温
存
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
日

本
の
心
の
ふ
る
さ
と
」
そ
の
も
の
で
あ
り
、

瑞
穂
の
国
と
い
わ
れ
る
由
縁
で
あ
る
。
こ
れ

か
ら
の
日
本
の
健
全
な
発
展
を
す
る
と
き
、

こ
の
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　

私
は
、
崩
れ
ゆ
く
山
々
・
田
園
風
景
を
見

な
が
ら
、
何
時
も
な
が
ら
に
思
い
を
巡
ら
す

の
で
あ
る
。

社
頭
雑
感
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奉
賛
会
新
入
会
員

北
川　
　

茂　
　

田
村　
　

昇

中
村　

数
一

塩
崎
商
衡
㈱

伊
勢　

公
一　
　

関　
　

久
幸

金
井　

靖
治

㈱
α̶

１
高
岡
駅
前

原
田　

順
勘　
　

藤
坂　

貞
夫

寺
井　

史
佳　
　

関　
　

庸
次

金
森　

一
郎

し
ゃ
ら
く
高
岡
駅
南
店

福
島
機
会
工
業
㈱

㈱
エ
イ
・
テ
ッ
ク

奉
賛
会
新
任
顧
問

　

顧
問　

西
田
隆
文

奉
賛
会
新
任
理
事

　

理
事　

荻
布
善
亮

　
　

平
成
22
年
６
月
３
日
付　

奉
賛
会
入
会
の
薦
め

○
会　

費　

年
額

　

個
人
会
費　

三
千
円
以
上

　

法
人
会
員　

五
千
円
以
上

○
待　

遇

・
会
員
の
芳
名
は
簿
冊
に
記
録
し
、

御
本
殿
内
に
納
め
置
き
ま
す
。

・
毎
月
の
朔
日
祭
（
一
日
）
・
月
次

祭
（
二
十
三
日
）
斎
行
の
際
、
会

員
各
位
の
家
内
安
全
・
生
業
繁
栄

を
祈
願
致
し
ま
す
。

・
大
祭
毎
に
昇
殿
参
拝
の
ご
案
内
を

致
し
ま
す
。

・
個
人
会
員
に
は
、
六
月
の
夏
越
大

祓
・
年
末
の
師
走
大
祓
等
の
ご
案

内
を
致
し
ま
す
。

・
年
末
に
射
水
神
社
御
神
符
並
び

に
、
特
別
干
支
絵
馬
を
お
届
け
し

ま
す
。

・
社
報
（
年
二
回
）
を
お
届
け
し
ま

す
。

・
研
修
会
等
の
参
集
殿
の
ご
利
用
に

便
宜
を
お
図
り
致
し
ま
す
。

【
お
申
し
込
み
は
】

○
事
務
局　

高
岡
市
古
城
番
一
号　

　

射
水
神
社
々
務
所
内

　

電
話　

〇
七
六
六
（
二
二
）
三
一
〇
四

　

６
月
３
日
午
後
２
時
よ
り
、
射
水

神
社
参
集
殿
に
お
い
て
、
射
水
神
社

奉
賛
会
総
会
が
開
催
さ
れ
た
。
本
年

度
は
新
た
に
新
任
顧
問
と
し
て
西
田

隆
文
さ
ま
、
新
任
理
事
と
し
て
荻
布

善
亮
さ
ま
を
お
迎
え
す
る
な
ど
、
活
発

な
会
務
活
動
案
な
ど
が
了
承
さ
れ
た
。

尚
、
総
会
議
事
後
の
記
念
講
演
に

は
、
二
上
山
総
合
調
査
研
究
会
な
ど

を
中
心
に
活
躍
さ
れ
、
地
域
の
伝
説

な
ど
に
明
る
い
樽
谷
雅
好
先
生
を
お

迎
え
し
た
。

　

内
容
は
、
高
岡
城
を
中
心
と
し
た

こ
の
町
の
成
り
立
ち
を
踏
ま
え
つ
つ
、

そ
こ
に
残
さ
れ
た
伝
承
を
紹
介
。
高

岡
城
築
城
の
際
に
残
さ
れ
た
、
お
堀

の
掘
削
に
関
係
す
る
伝
承
に
つ
い
て

は
、
そ
の
物
語
の
核
と
な
る
伝
承
が

あ
る
の
で
は
？
と
の
問
題
提
起
が
な

さ
れ
る
な
ど
、
地
域
に
根
差
し
た
歴

史
伝
承
に
つ
い
て
、
楽
し
く
分
か
り

や
す
い
講
演
が
行
わ
れ
た
。

総会の模様樽谷雅好先生
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本
年
は
随
分
寒
さ
の
抜
け
な
い
春

先
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
古
城
公
園
の

桜
も
非
常
に
長
く
楽
し
め
ま
し
た
。
当

社
に
お
き
ま
し
て
は
お
花
見
シ
ー
ズ
ン

に
、
古
城
公
園
を
散
策
さ
れ
る
方
が
多

数
見
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
拝
殿
前
に

提
灯
を
さ
げ
、
足
元
も
明
る
く
安
全
に

ご
参
拝
い
た
だ
け
る
よ
う
心
が
け
て
お

り
ま
す
。
夜
桜
見
物
を
さ
れ
る
方
々
。

こ
の
時
期
の
射
水
神
社
は
夜
間
参
拝
も

楽
し
め
ま
す
。
夜
店
な
ど
が
楽
し
め
る

古
城
公
園
小
竹
藪
付
近
と
は
違
っ
た
趣

の
桜
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

　

当
社
に
お
き
ま
し
て
は
、
長
年
の
懸

案
で
あ
り
ま
し
た
駐
車
場
の
整
備
の
一

部
を
、
本
年
夏
に
実
施
致
し
ま
す
。
現

在
あ
る
景
観
を
限
り
な
く
残
し
て
行
き

た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
が
、
な
か
な

か
全
て
手
を
つ
け
な
い
わ
け
に
も
い
か

な
い
所
も
あ
り
、
ま
ず
は
御
神
前
に
て

報
告
を
し
て
工
事
に
取
り
掛
か
り
た
く

考
え
て
お
り
ま
す
。
尚
、
工
事
期
間

中
は
大
変
ご
不
便
を
お
か
け
致
し
ま
す

が
、
ご
理
解
、
ご
協
力
の
ほ
ど
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

お
花
見
シ
ー
ズ
ン

　

二
上
山
頂
上
付
近
に
あ
り
ま
す
日
吉

社
の
春
の
お
祭
り
を
行
い
ま
し
た
。

　

本
年
は
天
候
に
も
恵
ま
れ
、
同
社
の

御
前
に
て
神
楽
舞
を
奉
奏
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
ご
参
列
の
方
々
が
お
見

え
に
な
ら
な
い
お
祭
り
で
は
あ
り
ま
す

が
、
屋
外
ま
た
山
頂
に
登
り
、
お
供
え

物
を
し
て
、
祝
詞
を
読
み
、
舞
を
奏
で

る
そ
の
姿
は
、
往
古
の
お
祭
り
の
姿
を

連
想
さ
せ
ま
す
。
か
つ
て
の
古
代
人
が

そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
状
況
が
許
す

限
り
こ
の
形
を
続
け
た
い
も
の
で
あ
り

ま
す
。

日

吉

社

樹
木
清
祓
い
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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

神
前
結
婚
式
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更こ
ろ
も
が
え
ま
つ
り

衣
祭
に
つ
い
て

教
え
て
下
さ
い
。

　

更
衣
祭
と
は
、
神
様
が
着
け
ら
れ
る

神
御
衣
（
か
ん
み
そ
）
を
新
た
に
調
進

し
、
古
い
も
の
と
取
り
か
え
る
祭
り
で

す
。
年
に
二
度
お
こ
な
わ
れ
る
場
合
は
、

我
々
の
更
衣
の
時
期
と
同
様
に
、
季
節

の
変
わ
り
目
で
あ
る
夏
の
初
め
に
夏
の

装
束
を
、
冬
の
初
め
に
冬
の
装
束
を
奉

り
、
ま
た
年
一
度
の
場
合
は
、
例
祭
に

先
立
っ
て
斎
行
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ

う
で
す
。

　
「
古
事
記
」
や
「
日
本
書
紀
」
に
は
天

照
大
御
神
が
御
自
身
で
装
束
を
お
作
り

に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
拝
見
で
き
る
よ

う
に
、
装
束
の
奉
献
は
衣
食
住
の
ひ
と

つ
と
し
て
古
く
か
ら
神
事
と
深
く
か
か

わ
っ
て
お
り
、
そ
の
代
表
的
な
祭
事
と

し
て
伊
勢
の
神
宮
の
神
御
衣
祭
（
か
ん

み
そ
さ
い
）
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

　

毎
年
五
月
と
十
月
に
皇
大
神
宮
（
内

宮
）
と
※

荒
祭
宮
（
あ
ら
ま
つ
り
の
み

や
）
に
和
妙
（
に
ぎ
た
え
＝
絹
）
と
荒

妙
（
あ
ら
た
え
＝
麻
）
は
反
物
の
形
で

奉
ら
れ
ま
す
。
神
宮
の
祭
祀
の
中
で
も

古
い
由
緒
を
持
つ
お
祭
り
で
、
大
神
様

の
お
姿
を
装
束
の
形
で
現
す
こ
と
は
畏

れ
多
く
、
ま
た
お
気
に
召
し
て
頂
け
な

い
と
の
理
由
か
ら
、
反
物
の
ま
ま
で
糸
と

縫
い
針
を
添
え
て
お
供
え
を
す
る
と
の
こ

と
で
す
。

　

更
衣
祭
は
、熱
田
神
宮
や
賀
茂
御
祖
（
か

も
み
お
や
・
下
鴨
）
神
社
。
太
宰
府
天
満

宮
な
ど
、
全
国
の
神
社
に
み
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
ま
た
更
衣
祭
以
外
で
も
、
神
前

に
布
帛
な
ど
の
幣
帛
を
奉
る
こ
と
は
、
一

説
に
神
御
衣
を
作
る
た
め
の
料
を
供
え
る

こ
と
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う

で
す
。

　

人
々
が
季
節
と
と
も
に
衣
類
を
変
え

る
の
と
同
様
に
、
毎
年
欠
か
さ
ず
、
神
々

に
新
た
な
神
御
衣
を
奉
る
理
由
の
一
つ
に

は
、
さ
ら
な
る
神
威
の
発
揚
を
期
待
す
る

と
い
う
人
々
の
願
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

※
荒
祭
宮

　

伊
勢
の
神
宮
の
内
宮
神
域
内
に
鎮
座
し
、
天

照
大
明
神
の
荒
御
魂
（
あ
ら
み
た
ま
）
を
祀
る
。

荒
御
魂
と
な
積
極
的
・
活
動
的
な
神
霊
の
は
た

ら
き
の
こ
と
。

鮎
の
お
は
な
し

　

初
夏
に
な
っ
て
、
鮎
が
話
題
に
上
が
る
頃
に

な
り
ま
し
た
。
鮎
は
日
本
各
地
、
台
湾
北
部
、

朝
鮮
、
中
国
南
部
に
棲
息
し
て
い
ま
す
。
一
年

限
り
の
魚
な
の
で
年
魚
と
言
わ
れ
ま
す
。
川
で

生
ま
れ
、
幼
期
は
海
で
育
ち
、
再
び
川
に
戻
り
、

体
長
が
30
袍
に
生
長
し
て
か
ら
産
卵
す
る
遡
河

魚
で
す
。

　

ア
ユ
の
名
前
の
由
来
は
『
日
本
釈
明
』（
貝

原
益
軒
、
一
七
〇
〇
）
に
「
鮎
は
あ
ゆ
る
な
り
、

あ
ゆ
る
と
は
お
つ
る
な
り
。
古
き
言
葉
也
」
と

あ
り
、「
落
ち
る
」
の
古
語
「
あ
ゆ
る
」
か
ら

転
訛
し
た
と
す
る
説
や
、「
愛
（
ア
イ
）
ら
し

い
魚
（
ユ
）」、「
味
佳
き
魚
」
の
転
訛
説
も
あ

り
ま
す
。
鮎
は
、
昔
は
戦
況
を
占
う
為
に
使
わ

れ
た
こ
と
が
「
日
本
書
紀
」
に
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
神
功
皇
后
が
三
韓
征
伐
の
際
、
飯
粒
を
エ

サ
に
し
て
「
新し
ら

羅ぎ

に
勝
つ
こ
と
が
で
き
る
な
ら

魚
が
釣
れ
ま
す
よ
う
に
」
と
祈
っ
て
投
げ
入
れ

た
と
こ
ろ
、
釣
れ
た
魚
が
ア
ユ
だ
っ
た
と
い
う
。

中
国
で
「
鮎
」
と
い
う
字
は
ナ
マ
ズ
を
指
し
、

ア
ユ
は
「
香
魚
」
と
さ
れ
ま
す
。
日
本
で
も
香

魚
は
ア
ユ
の
こ
と
で
す
ね
。
又
、
古
く
か
ら
鵜

飼
い
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
飛
鳥
時
代
の「
古

事
記
」
や
、奈
良
時
代
の
「
日
本
書
紀
」「
万
葉
集
」

に
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
最
初
は
献
上
品
で
し

た
が
、
後
に
は
庶
民
に
と
て
も
親
し
み
深
い
魚

だ
っ
た
こ
と
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。

　

話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
美
食
家
の
北
大
路
魯

山
人
も
、
こ
と
の
ほ
か
鮎
を
好
ん
だ
一
人
で
す
。

季
節
は
６
月
頃
の
鮎
が
良
い
。
大
き
さ
は
３
〜

４
寸
く
ら
い
ま
で
の
も
の
。
背
と
腹
の
あ
る
中

間
部
が
一
番
旨
い
。
渓
流
激
瀬
の
鮎
を
産
地
に

行
っ
て
食
べ
る
こ
と
。
更
に
、
姿
の
美
し
い
鮎

は
一
流
料
理
店
で
味
わ
う
こ
と
。
と
味
わ
い
方

を
伝
え
て
い
ま
す
。

　

最
近
で
は
産
地
へ
わ
ざ
わ
ざ
出
掛
け
な
く
て

も
、
流
通
事
情
が
と
て
も
良
く
な
っ
て
い
る
の

で
、
採
れ
た
て
と
同
じ
よ
う
な
状
態
の
も
の
を

食
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
魯
山
人
が
い
た
ら
、

き
っ
と
羨
ま
し
が
る
で
し
ょ
う
ね
。
当
店
で
は
、

新
鮮
な
鮎
を
塩
焼
き
、
天
婦
羅
、
酢
物
、
鮨
、

等
、
い
ろ
い
ろ
な
料
理
方
法
で
お
客
様
に
口
福

に
な
っ
て
頂
き
た
い
と
、
日
々
努
力
を
重
ね
て

お
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
お
気
軽
に
お
越
し
下
さ
い
。

お
待
ち
致
し
て
お
り
ま
す
。

越
中
の
食
彩

深
田
加
代

高
岡
ホ
テ
ル　

女
将

『神道いろは』より

あ
ぶ
り
焼
き
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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

⑭
二
上
山
大
権
現
養
老
寺

　

射
水
神
社
は
中
世
か
ら
近
世
に
か

け
て
、
た
い
へ
ん
神
仏
混
淆
の
色
濃

く
、
そ
の
祭
祀
は
、
別
当
寺
で
あ
る

二
上
山
養
老
寺
の
主
導
す
る
と
こ
ろ

と
な
る
。
文
明
七
年
（
一
四
七
五
）

九
月
に
、
後ご
つ
ち
み
か
ど

土
御
門
天
皇
は
二
上

荘し
ょ
う
り
ょ
う
け
し
き

領
家
職
の
土
御
門
三
位み

に
綸り

旨ん
し

を

下
し
、
先
例
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で

射
水
神
社
の
造
営
に
越
中
国
棟む
な

別べ
つ

銭せ
ん

の
使
用
を
承
認
し
て
い
る
。
こ
の
こ

と
で
二
上
荘
の
鎮
守
で
あ
る
射
水
神

社
並
び
に
養
老
寺
は
、
そ
の
当
時
、

越
中
国
全
域
に
及
ぼ
す
相
当
の
伝
統

的
な
神
威
を
保
持
し
続
け
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
神
保
氏
が
一
向
一
揆

と
対
立
し
た
時
、
養
老
寺
を
保
護
し

て
味
方
に
引
き
入
れ
て
い
る
。
そ
の

頃
、
養
老
寺
の
法
燈
を
護
っ
た
の
は
、

金
光
院
・
慈
尊
院
・
本
覚
坊
で
あ
る

が
、
そ
の
内
、
金
光
院
は
二
上
談
義

所
と
称
し
て
最
も
有
力
で
あ
っ
た
ら

し
く
、
天
正
五
年
（
一
五
七
七
）
上

杉
謙
信
が
能
登
を
攻
め
た
際
、
能
登

か
ら
逃
れ
た
長
ち
ょ
う
つ
ら
た
つ

連
竜
は
こ
こ
に
投
じ

て
い
る
。

　

延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）「
加

越
能
寺
社
来
歴
」
や
貞
享
二
年

（
一
六
八
五
）
の
「
寺
社
由
来
」
な

ど
、
江
戸
時
代
の
史
料
で
は
二

上
神
の
呼
称
が
消
え
、
真
言
宗
の

二
上
山
養
老
寺
を
惣
そ
う
み
ょ
う名
と
す
る
二

上
大
権
現
か
二
上
山
権
現
と
記
さ

れ
、
祭
神
の
瓊に

に々

杵ぎ
の
み
こ
と
尊
、
脇
立
の

彦ひ
こ
ほ
ほ
で
み
の
み
こ
と

火
々
出
見
命
・
火

ほ
の
す
そ
お
り
の
み
こ
と

闌
降
命
も
、
本

地
を
そ
れ
ぞ
れ
釈し
ゃ

迦か

・
薬や
く

師し

・
観か
ん

音の
ん

と

し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
現
在
も
金

光
院
に
は
、
平
安
時
代
後
期
の
欅
一

木
造
り
聖
観
音
立
像
や
、
宝
徳
二
年

（
一
四
五
〇
）
在
銘
の
青
銅
製
雲
版

な
ど
の
仏
具
が
あ
り
、
神
仏
習
合
の

歴
史
が
古
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

二
上
山
麓
は
戦
国
の
兵
火
の
渦
に

呑
み
込
ま
れ
、
二
上
山
大
権
現
養
老

寺
は
、
昔
の
盛
観
は
失
っ
た
が
、
守

山
城
主
と
な
っ
た
前
田
利
長
は
、
民

心
安
定
の
た
め
に
郷
土
の
民
衆
の

崇
敬
深
い
こ
の
二
上
山
大
権
現
養

老
寺
を
厚
く
保
護
し
、
慶
長
十
五
年

（
一
六
一
〇
）、
本
堂
・
拝
殿
等
建
立

を
命
じ
、
御
供
領
の
石
高
も
寄
進
し

た
。
ま
た
、
越
中
国
一
円
で
の
知
識

米
徴
収
を
再
興
し
た
が
、
二
上
神
の

神
威
が
大
き
く
広
大
な
信
仰
圏
の
存

在
が
、
そ
れ
を
可
能
に
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
の
繁
栄
の
一
端
を
証
言

し
て
い
る
の
が
、
元
宮
・
射
水
神
社

（
二
上
射
水
神
社
）
に
祀
ら
れ
て
い

る
木
造
男
神
坐
像
で
あ
る
。
平
安
時

代
中
期
の
作
で
、
欅
の
一
木
造
り
、

彫
眼
で
あ
ご
髭
が
あ
り
昔
の
貴
族
の

姿
を
し
て
い
る
。
鉈
彫
り
の
手
法
を

基
調
に
し
た
地
方
色
の
豊
か
な
こ
の

投
身
大
坐
像
（
像
高
一
二
一
㎝
）
は
、

全
国
に
存
在
す
る
数
少
な
い
神
像
の

中
で
も
最
大
級
の
優
品
で
、
国
の
重

要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。木造男神坐像（国指定重文）

二上射水神社蔵
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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）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内̶

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

j in jya-k@mbs.sphere.ne. jpEメール

参

集

殿

通

信

平成22年４月挙式　グリンワルド家　頭川家　披露宴

平成22年4月挙式　ベイス家　橋本家　挙式

うつくしの杜 夏フェスタ
平
成22年７月11日（日）
　　　   10：00～17：00

・模 擬 挙 式　11:00～、15:00～
・模擬披露宴　11:45～・ケーキ試食
・試食会　・和装、洋装衣裳展示
・会場コーディネート　・引出物展示

婚礼相談会
平
成22年７月４日（日）
　　　　  17日（土）～19日（月）
　　　 ８月１日（日）・８日（日）・15日（日）
　　　　  22日（日）・29日（日）
 　　　   10：00～ 17：00
・式場、披露宴会場見学・相談会

悠久の歴史にいだかれ

　永
とこ

久
しえ

の愛をお誓いします。

和装試着チャレンジ（要予約）
平
成22年７月19日（月）
　　　８月22日（日）
　　　   10：00～ 16：00（5組限定）
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