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ご

挨

拶

射
水
神
社
宮
司　

松

本

正

昭

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。

　

年
明
け
の
午
前
三
時
、
歳
旦
祭
を
ご
奉

仕
申
し
あ
げ
、
謹
ん
で
聖
寿
の
萬
歳
と
竹
の

園
生
の
弥
栄
を
寿
ぎ
奉
賛
会
の
皆
様
を
は
じ

め
、
崇
敬
者
各
位
の
ご
隆
昌
と
ご
多
幸
を
ご

祈
念
申
し
上
げ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　

時
代
の
移
り
変
わ
り
と
共
に
、
そ
の

家
々
の
流
儀
や
作
法
、
習
慣
な
ど
を
意
味

す
る
家
風
と
い
う
言
葉
が
ほ
と
ん
ど
顧
み

ら
れ
な
く
な
っ
た
今
日
で
は
、
昔
か
ら
の

正
月
の
風
習
も
次
第
に
失
わ
れ
て
き
て
お

り
ま
す
。

　

か
つ
て
は
、
年
末
に
な
れ
ば
、
そ
れ
ぞ

れ
の
家
に
正
月
の
年
神
を
お
迎
え
す
る
た
め

に
、
一
年
の
ほ
こ
り
と
煤
を
落
と
す
「
煤
払

い
」
を
し
て
家
の
中
を
清
め
、
家
の
前
に
は

門
松
を
立
て
注
連
縄
を
張
り
、
正
月
を
迎
え

る
風
習
が
護
り
伝
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
年
神
様
は
い
っ
た
い
ど
の

よ
う
な
神
様
で
、
な
ぜ
門
松
を
立
て
る
の

で
し
ょ
う
か
。
年
神
様
は
ま
た
、「
年
徳
神
」

「
歳
徳
神
」「
正
月
神
」
と
も
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
わ
ら
べ
歌
に

　

正
月
さ
ん　

ど
こ
ま
で
ご
ざ
っ
た

　

き
り
き
り
山
の
下
ま
で
ご
ざ
っ
た

　

お
土
産
に
な
に
持
っ
て
ご
ざ
っ
た

　

小
豆
俵
に
米
俵

と
い
う
歌
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
歌
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
年

神
様
は
高
い
山
か
ら
里
に
降
り
て
、
里
人

に
一
年
の
自
然
の
恵
み
と
幸
せ
を
齎
す
神

様
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
先
人

は
、
人
間
は
穀
物
に
宿
る
霊
に
よ
っ
て
生

か
さ
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
人
の
命
と
穀

物
の
命
と
一
体
と
考
え
、
死
語
、
魂
は
自

然
に
返
り
常
世
の
神
と
し
て
春
に
は
里
に

降
り
田
の
神
に
な
り
、
秋
が
過
ぎ
れ
ば
山

に
帰
っ
て
山
の
神
に
な
る
と
信
じ
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
そ
し
て
正
月
に
は
年
神
様
と

な
り
、
子
孫
の
繁
栄
と
幸
福
を
見
守
っ
て

く
だ
さ
る
と
信
じ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
つ

ま
り
年
神
様
は
祖
先
の
神
様
で
あ
り
、
穀

霊
で
も
あ
り
、
家
の
守
り
神
様
で
も
あ
る

の
で
す
。
そ
の
年
神
様
が
山
か
ら
降
り
て

来
る
と
き
に
ま
ず
目
標
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ

の
家
に
入
る
前
に
一
旦
留
ま
っ
て
も
ら
う

た
め
に
依よ
り

代し
ろ

と
し
て
松
が
立
て
ら
れ
ま

し
た
。
そ
れ
が
門
松
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

で
あ
り
ま
す
。
古
く
は
榊
を
立
て
る
所
が

あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
平
安
時
代
後
期
か

ら
鎌
倉
に
か
け
て
、
榊
か
ら
松
に
変
わ
り
、

竹
を
一
緒
に
飾
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で

あ
り
ま
す
。
そ
し
て
年
神
様
を
家
々
で
迎

え
お
祀
り
し
て
い
る
間
、
立
て
ら
れ
ま
し

た
。
そ
の
期
間
を
「
松
の
内
」
と
言
っ
た

の
で
す
。
か
つ
て
は
、
所
に
よ
っ
て
期
間

が
異
な
り
ま
し
た
が
、
昨
今
、「
松
の
内
」

は
七
日
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
日
々
の
生
活
に
溶
け
込

ま
れ
た
風
習
の
中
か
ら
、
自
然
に
対
す
る

畏
敬
の
念
と
祖
先
を
崇
拝
す
る
こ
と
を
体

得
し
、
そ
の
家
々
の
家
風
を
守
り
伝
え
、

家
族
の
和
を
育
ん
で
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　

と
り
わ
け
昨
今
、
家
庭
崩
壊
に
よ
る
事

件
が
頻
発
し
て
き
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の

要
因
の
一
つ
は
家
庭
教
育
の
欠
如
に
あ
る

こ
と
に
鑑
み
、「
昔
は
昔
、
今
は
今
」
な
ど

と
言
っ
て
、
過
去
と
現
在
を
断
ち
切
ろ
う

と
し
て
い
ま
す
が
、
先
人
が
永
い
歴
史
の

中
か
ら
生
み
出
し
た
風
習
と
知
恵
に
習
う

こ
と
も
一
考
と
思
う
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
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　平成十九年九月十五日、射水神社参集殿にて、第二回の「観月祭」が

行われ、約七百人の聴衆が、雅楽・尺八の音色を満喫しました。

　演奏団体はプログラム順に「富山県神社庁雅楽部」「都山流高琳会」

「洋遊会」の各団体が演奏を行いました。

射水神社奉賛会共催　第二回　射水神社「観月祭」

神社庁雅楽部の「浦安の舞」「其駒」の演奏

都山流光琳会の尺八演奏

洋遊会の舞楽
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本
年
も
ま
た
に
ぎ
に
ぎ
し
く

も
、
千
を
ゆ
う
に
越
す
書
道
の
力

作
が
、
当
社
奉
納
書
道
展
に
よ
せ

ら
れ
ま
し
た
。
表
彰
式
に
は
夏
休

み
中
と
い
う
事
も
あ
り
、
沢
山
の

児
童
・
保
護
者
が
参
加
し
、
ま
た

参
集
殿
に
掲
示
さ
れ
る
出
品
作
を

眺
め
つ
つ
、
高
岡
市
長
賞
な
ど
の

優
秀
作
品
を
参
考
に
、
来
年
へ
の

希
望
に
胸
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
い
ま

し
た
。

　

十
一
月
二
十
三
日
、
恒
例
に
依

り
ま
し
て
、
新
嘗
祭
を
執
り
行
い

ま
し
た
。
大
神
様
が
今
年
の
初
穂

を
初
め
て
お
上
が
り
に
な
る
祭
典

で
あ
り
、
太
古
の
昔
よ
り
厳
粛
に

守
り
伝
え
ら
れ
た
祭
典
で
ご
ざ
い

ま
す
。

　

昨
今
は
食
べ
物
に
季
節
感
が
希

薄
と
な
り
ま
し
た
が
、
旬
の
食
べ

物
は
現
在
の
美
食
ブ
ー
ム
に
の
り
、

見
直
さ
れ
て
き
て
お
り
ま
す
。
栄

養
面
や
味
以
上
に
、
神
様
か
ら
い

た
だ
い
た
恵
み
で
あ
る
と
の
認
識

を
さ
ら
に
深
め
る
切
っ
掛
け
と
な

れ
ば
、
と
考
え
ま
す
。

奉
納
書
道
展

　

七
五
三
詣
の
時
期
は
、
小
さ
な

参
拝
者
が
多
数
見
え
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
年
間
を
通
じ
、
最
も
境
内

に
活
気
が
見
ら
れ
る
時
期
の
一
つ

で
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
本
年
も
、
昨
年
並
み
の
ご

参
拝
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
大
神

様
も
、
子
供
達
の
歓
声
や
泣
き
声

が
境
内
一
杯
に
広
が
る
さ
ま
を
、

喜
び
と
共
に
温
か
く
見
守
っ
て
お

ら
れ
る
こ
と
を
確
信
い
た
し
て
お

り
ま
す
。

七
五
三
詣

新
嘗
祭
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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 式神 前 結 婚 式

平成19年6月～
11月挙式の方々
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越
中
の
食
彩

「
官か
ん

国こ
く

幣へ
い

社し
ゃ

」
な
ど
の
呼
び
方

に
つ
い
て
教
え
て
下
さ
い
。

　

神
社
名
に
冠
す
る
語
と
し
て
「
官か
ん

幣ぺ
い

大た
い

社し
ゃ

」
や
「
国こ
く

幣へ
い

小し
ょ
う

社し
ゃ

」
と
い
う
名
称

を
用
い
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
を
社
格

と
い
い
ま
す
。

　

こ
の
社
格
は
、
各
時
代
の
神
祇
制
度

に
よ
り
内
容
が
異
な
っ
て
い
ま
す
。
古

代
に
は
律
令
制
度
の
確
立
と
と
も
に
、

国
家
が
全
国
の
神
社
の
中
か
ら
特
に

官
社
と
い
う
社
格
の
神
社
を
定
め
ま
し

た
。
官
社
で
は
毎
年
の
祈き

年ね
ん

祭さ
い

に
幣へ
い

帛は
く

が
お
供
え
さ
れ
る
ほ
か
、
災
害
や
全
国

的
な
疫
病
蔓
延
な
ど
に
際
し
て
、
公
の

祈
願
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
『
延
喜
式
神
名
帳
』に
二
千
八
百
六
十
一

社
に
及
ぶ
官
社
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、

中
央
の
神じ
ん

祇ぎ

官か
ん

よ
り
幣
帛
を
受
け
る
の

が
「
官
幣
社
」、
ま
た
各
地
の
国
司
よ
り

受
け
る
の
が
「
国
幣
社
」
と
さ
れ
、
こ

の
中
で
も
「
大
社
」
と
「
小
社
」
が
規

定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
ほ
か
、
特
に
霊

威
あ
る
神
に
は
「
名み

ょ
う

神じ
ん

大た
い

社し
ゃ

」
と
い
う

社
格
が
与
え
ら
れ
ま
し
た
。

　

中
世
に
入
り
、
往
時
の
社
格
制
度
は

形
骸
化
し
て
い
き
ま
す
が
、
現
在
で
も

『
延
喜
式
神
名
帳
』
所
載
の
神
社
を
特
に

「
式し
き

内な
い

社し
ゃ

」
と
称
し
、
歴
史
の
古
い
神
社

で
あ
る
こ
と
を
示
す
社
格
の
一
つ
と
し
て

用
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

明
治
時
代
に
は
新
政
府
に
よ
り
、
神
祇

制
度
も
改
正
さ
れ
ま
し
た
。
社
格
制
度
も

全
国
神
社
を
「
官
社
」
と
「
諸
社
」
と
に

分
け
て
、「
官
社
」
で
は
皇
室
よ
り
幣
帛

料
が
お
供
え
さ
れ
る
「
官
幣
社
」
と
、
国

庫
か
ら
お
供
え
さ
れ
る
「
国
幣
社
」
と
が
、

そ
れ
ぞ
れ
「
大
社
」「
中
社
」「
小
社
」
に

分
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
ほ
か
、
新
た
に

「
別
格
官
幣
社
」
と
い
う
社
格
が
、
皇
室

や
国
家
に
忠
功
の
あ
っ
た
臣
下
を
お
祀
り

す
る
神
社
な
ど
に
与
え
ら
れ
ま
し
た
。

　
「
諸
社
」
で
は
、
府
県
内
で
の
崇
敬
を

有
す
る
「
府
県
社
」。
郷
・
村
内
に
お
い

て
崇
敬
を
有
す
る
「
郷
社
」
や
「
村
社
」

に
分
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

戦
後
、
こ
の
社
格
制
度
は
廃
止
さ
れ
ま

し
た
が
、
現
在
で
も
天
皇
陛
下
が
各
地
方

に
行ぎ

ょ
う

幸こ
う

さ
れ
る
際
に
は
、
当
該
地
の
旧
官

国
弊
社

に
幣
饌

料
を
お

供
え
遊

ば
さ
れ

ま
す
。

広
野　
　

隆

有
限
会
社 

広
又
蒲
鉾
商
店

　

代
表
取
締
役
社
長

大きさは40cm前後が主流

婚礼蒲鉾

婚
礼
蒲
鉾

　

蒲
鉾
が
初
め
て
文
献
に
現
れ
た
の
は
、

平
安
時
代
で
そ
も
そ
も
は
宮
廷
料
理
で

あ
っ
た
。
新
鮮
で
豊
富
な
魚
に
恵
ま
れ
た

富
山
で
も
古
く
か
ら
蒲
鉾
づ
く
り
が
行
わ

れ
、
高
貴
な
人
々
が
食
し
た
料
理
蒲
鉾
と

し
て
発
展
、
今
日
、
婚
礼
な
ど
祝
儀
用
の

蒲
鉾
で
は
群
を
抜
く
生
産
県
と
な
っ
た
。

　

明
治
、
大
正
時
代
か
ら
婚
礼
用
に
使
わ

れ
て
い
た
真
鯛
が
不
足
し
た
折
、
鯛
の
形

を
し
た
蒲
鉾
で
代
用
し
、
そ
れ
が
今
日
の

婚
礼
蒲
鉾
と
し
て
根
付
い
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
る
。

　

な
ぜ
富
山
県
だ
け
が
こ
れ
だ
け
婚
礼
蒲

鉾
に
こ
だ
わ
り
を
も
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
、
富
山
な
ら
で
は
の
風
習
に

関
係
が
あ
る
よ
う
だ
。

　

富
山
に
は
婚
礼
を
は
じ
め
祭
り
や
祝
い

の
席
に
だ
さ
れ
た
御
膳
を
持
ち
帰
る
風
習

が
あ
り
、
持
ち
帰
っ
た
料
理
は
お
裾
分
け

（
お
福
分
け
）
と
し
て
親
類
や
近
所
に
振
る

舞
わ
れ
た
。
と
く
に
婚
礼
の
場
は
集
ま
っ

て
く
れ
た
人
達
に
結
婚
を
承
認
し
て
も
ら

う
意
味
も
あ
り
、
そ
こ
で
出
さ
れ
る
品
々

を
裾
分
け
す
る
こ
と
は
承
認
の
輪
を
広
げ

る
こ
と
に
も
な
る
。
自
在
に
切
り
分
け
ら

れ
、
日
持
ち
の
す
る
蒲
鉾
は
、
こ
の
場
合
、

実
に
合
理
的
で
あ
っ
た
。
ず
っ
し
り
と
重

い
婚
礼
蒲
鉾
。
そ
の
重
た
さ
は
、
人
々
の

心
の
重
み
で
も
あ
る
。
最
近
は
、
豪
華
な

披
露
宴
を
敬
遠
す
る
若
者
も
多
い
が
、
人

と
人
と
の
つ
な
が
り
を
大
切
に
し
て
き
た

お
裾
分
け
の
心
だ
け
は
、
こ
れ
か
ら
も
し
っ

か
り
と
受
け
継
い
で
い
き
た
い
も
の
で
あ

る
。

名神大社の社格を有した県内唯一の神社「射水神社」
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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

⑨
二
上
神
と
悪
王
子
社

　

万
葉
の
歌
人
大
伴
家
持
が
越
中
守
と
な

り
、
国
司
と
し
て
赴
任
し
た
当
時
（
七
四
六

〜
七
五
一
）、
す
で
に
二
上
神
が
祀
ら
れ

て
い
た
こ
と
は
、
万
葉
集
の
中
に
詠
ま
れ

て
い
る
歌
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
残
念
な
が
ら
創
建
を
知
る
古
文
書
が

現
存
し
て
い
な
い
。
射
水
神
社
の
創
建
ま

た
御
祭
神
「
二
上
神
」
の
神
格
に
つ
い
て
は
、

古
来
、
二
上
神
が
神
仏
習
合
に
よ
っ
て
二

上
山
大
権
現
と
し
て
祀
ら
れ
た
二
上
山
養

老
寺
の
社
伝
に
よ
っ
て
、
二
上
山
中
腹
に

鎮
座
す
る
悪
王
子
社
（
前
の
御
前
）
の
創

建
に
深
く
関
わ
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

社
伝
・
伝
承
等
は
ど
こ
の
神
社
、
仏
閣
に

も
残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
捏
造
さ

れ
た
部
分
も
あ
り
、
そ
れ
を
元
に
歴
史
上

事
実
を
解
明
す
る
に
は
疑
問
も
あ
る
。
し

か
し
、
信
仰
の
発
生
の
対
象
と
し
て
全
く

根
拠
が
な
い
と
は
言
い
き
れ
な
い
の
で
あ

る
。

　

射
水
神
社
の
別
当
寺
で
あ
っ
た
二
上
山

養
老
寺
に
保
存
さ
れ
て
い
る
社
伝
に
次
の

も
の
が
あ
る
。

　
「
越
中
二
上
山
由
来
」、「
二
上
山
大
権
現

由
来
書
」
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
に
記

さ
れ
た
も
の
。

　
「
二
上
山
養
老
寺
明
細
書
」
享
保
十
四
年

（
一
七
二
九
）
本
覚
坊
九
世
・
親
政
在
世
中

に
記
さ
れ
た
も
の
。

　
「
射
水
郡
二
上
山
養
老
寺
明
細
書
」
天
明

六
年
（
一
七
八
六
）
本
覚
坊
十
五
世
・
祐

存
在
世
中
に
記
さ
れ
た
も
の
。

　
「
正
一
位
國
主
二
上
山
大
権
現
開
帳
略

縁
起
」
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
本
覚
坊

十
九
世
・
祐
栄
在
世
中
に
記
さ
れ
た
も
の
。

　

こ
れ
ら
の
社
伝
は
約
百
年
間
に
記
さ
れ

た
も
の
で
、
誰
が
記
し
た
か
は
判
明
し
な

い
が
、
内
容
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。

　
「
越
中
二
守
山
由
来
」
の
要
約
は
次
の
通

り
で
あ
る
。

　

昔
の
二
守
山
は
神
代
の
頃
よ
り
悪
王

子
が
、
こ
の
山
を
守
っ
て
い
て
、
こ
の

悪
王
子
は
北
は
女
郎
脇
村
、
西
は
倶
利

伽
羅
山
、
東
は
堺
川
の
越
中
全
土
か
ら

毎
月
一
日
、
八
日
、
十
三
日
、
二
十
三

日
、
二
十
八
日
の
五
回
に
わ
た
り
一
人
ず

つ
月
に
五
人
の
人
身
御
供
を
と
り
、
ま
な

い
た
橋
と
い
う
所
に
置
き
神
楽
橋
で
神
楽

を
奏
し
て
一
年
に
六
十
人
を
強
奪
す
る
の

で
、
万
人
が
非
常
に
嘆
き
悲
し
ん
で
い
た
。

　

こ
の
事
を
元
正
天
皇
が
お
聞
き
に
な
っ

て
、
そ
の
憂
い
を
取
り
除
く
た
め
に
、
僧

行
基
に
勅
命
が
下
さ
れ
て
、
大
和
國
二
上

山
に
祀
っ
て
あ
る
三
社
、
本
社
瓊
瓊
杵
尊

（
本
地
釈
迦
如
来
）、
左
社
火
闌
降
命
（
本

地
薬
師
如
来
）、
右
社
彦
火
々
出
見
命
（
本

地
観
音
菩
薩
）
を
勧
請
し
、
悪
王
子
を
鎮

め
奉
り
万
民
の
患
を
救
え
と
仰
せ
ら
れ
た
。

行
基
は
命
に
よ
り
、
養
老
元
年
に
大
和
國

二
上
山
三
社
を
勧
請
し
て
当
山
へ
下
向
し

て
、
悪
王
子
の
本
地
に
毘
沙
門
天
を
彫
刻

し
て
、
こ
れ
を
二
上
山
の
地
主
権
現
と
し

て
、
五
穀
豊
穣
の
守
護
神
と
し
て
崇
め
祀
っ

た
。
そ
れ
よ
り
二
上
山
に
仏
閣
・
伽
藍
が

建
立
さ
れ
、
三
月
八
日
に
は
本
社
二
上
山

大
権
現
を
祀
り
、
そ
の
他
百
二
十
の
末
社
、

山
頂
に
は
山
王
二
十
一
社
が
勧
請
さ
れ

て
、
三
千
八
百
の
坊
、
社
家
三
百
六
十
軒

が
四
門
の
内
に
並
び
建
て
ら
れ
た
。
養
老

寺
の
寺
号
は
、
元
正
天
皇
の
勅
命
に
よ
り

養
老
元
年
に
祀
っ
た
故
で
あ
る
。
そ
の
後
、

正
一
位
國
主
の
号
を
賜
り
、
国
家
鎮
護
の

霊
験
あ
ら
た
か
な
神
と
し
て
萬
民
が
参
拝

す
る
様
子
は
市
を
成
す
よ
う
で
あ
っ
た
。

（
以
下
、
次
号
に
続
く
）

二上射水神社拝殿（旧二上山養老寺護摩堂）
寛政５年（1793）建造
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この誓いは、神へ

永
と

久
わ

に共に

射水フェスタ2008

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20年２月24日（日）
11：00～18：00

・模擬挙式・模擬披露宴
・コーディネートショー
・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
・相談会

春フェスタ
平
成20年４月13日（日）
10：00～ 19：00

・模擬挙式・瑠
る

璃
り

色
いろ

ウェディング
・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
・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

平成18年11月挙式　釣家　炭谷家　挙式

平成19年6月挙式　安井家　笠井家　ご披露宴

8


