
新
年
の
ご
挨
拶

宮　

司　

林　

伊
佐
雄

富と

め

の
神
明
さ
ま
発　行　所

三富、富岡総鎮守
神　明　社

社報第 4号
〒３５９－０００２
所沢市中富１５０７
社務所電話
０４－ ２ ９ ４ ３ － １ ７ ０ ９
宮司宅電話
０４９ － ２ ５ ９ － ２ ２ ２ ８

ここ数年来、雨漏りがしていた拝殿の屋根の張り替えを行いました。

富の神明さま 平成 2１年１月（１）

近
隣
の
神
社
の
モ
デ
ル
に
も
な
り
得
た
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

田
舎
の
小
さ
な
お
社
で
も
、
目
的
を
持
ち
、

総
代
さ
ん
を
始
め
氏
子
の
皆
様
の
ご
協
力
を
い

た
だ
く
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
お
社
の
潜

在
的
な
可
能
性
を
開
花
し
う
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
し
た
。
し
か
し
、
教
化
活
動
は
、
指
定
期
間

が
終
了
し
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
三
年
間

の
経
験
を
礎
に
こ
れ
か
ら
が
新
た
な
ス
タ
ー
ト

で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
、

や
り
残
し
た
こ
と
も
あ
り
、
今
後
社
頭
の
発
展

と
氏
子
の
皆
様
の
弥
栄
の
た
め
に
初
心
に
か
え

り
、
神
明
に
奉
仕
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成
二
十
五
年
に
第
六
十
二
回
の
伊

勢
神
宮
の
式
年
遷
宮
が
行
わ
れ
ま
す
が
、
全
国

で
遷
宮
奉
賛
の
募
財
活
動
が
進
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
遷
宮
に
は
総
額
五
百
五
十
億
円
が
見
込
ま

れ
、
三
百
三
十
億
円
が
伊
勢
神
宮
当
局
の
負
担
、

残
額
の
二
百
二
十
億
円
が
全
国
の
神
社
界
で
の

ご
浄
財
、
ご
寄
付
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

当
神
明
社
で
は
、
氏
子
数
等
に
基
づ
き

二
百
二
十
四
万
円
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
ま
す

が
、　

氏
子
の
皆
様
の
ご
理
解
を
い
た
だ
き
、

総
代
さ
ん
を
通
し
て
ご
奉
賛
を
賜
っ
て
い
る
と

こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
合
わ
せ
て
厚
く
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。

　

今
年
も
社
頭
繁
栄
の
た
め
に
取
り
組
ん
で
参

り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
以
上
に
ご
指
導
ご
鞭
撻
を

宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。

　

新
春
に
あ
た
り
氏
子
崇
敬
会
の
皆
様
方
の
ご

多
幸
と
ご
健
勝
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　

平
成
の
御
代
に
な
り
、
い
つ
の
ま
に
か
二
十

年
が
過
ぎ
行
き
、
時
の
移
り
変
わ
り
の
早
さ
を

感
じ
ま
す
。
百
年
に
一
度
の
大
不
況
と
言
わ
れ

る
今
日
、
今
年
が
少
し
で
も
希
望
と
明
る
さ
が

見
え
る
年
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、当
神
明
社
は
、平
成
十
八
年
か
ら
三
ヶ

年
に
亘
り
神
社
本
庁
よ
り
埼
玉
県
で
唯
一
「
第

十
一
期
神
社
振
興
対
策
教
化
モ
デ
ル
神
社
」
の

指
定
を
受
け
ま
し
た
。

　

氏
子
の
皆
様
方
に
は
「
教
化
モ
デ
ル
神
社
事

業
」
に
赤
誠
の
ご
奉
賛
を
賜
り
厚
く
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。
お
陰
様
を
も
ち
ま
し
て
こ
の
三
月

に
指
定
期
間
は
終
了
い
た
し
ま
す
が
、
こ
の
間

数
多
く
の
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
、
当

神
明
社
の
隆
盛
、
発
展
に
寄
与
す
る
と
共
に
、
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新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

氏
子
並
び
に
崇
敬
会
の
皆
様
に
は
、
健
や
か
に
新

し
い
年
を
お
迎
え
い
た
だ
い
た
も
の
と
お
慶
び
申
し

上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
当
神
明
社
は
、
平
成
十
八
年
に
神
社
本
庁

よ
り
埼
玉
県
で
唯
一
「
第
十
一
期
神
社
振
興
対
策
教

化
モ
デ
ル
神
社
」
の
指
定
を
受
け
ま
し
た
。

　

こ
の
三
月
で
指
定
期
間
の
三
ヶ
年
も
終
了
し
ま
す

が
、
大
勢
の
皆
様
方
に
は
、
モ
デ
ル
神
社
の
指
定
事

業
に
対
し
ま
し
て
、
赤
誠
の
ご
奉
賛
を
賜
り
、
様
々

な
事
業
の
展
開
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
心
よ

り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成
二
十
五
年
に
第
六
十
二
回
の
伊
勢
神

宮
の
式
年
遷
宮
が
行
わ
れ
ま
す
が
、
全
国
で
遷
宮
奉

賛
の
募
財
活
動
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

当
神
明
社
で
も
氏
子
の
皆
様
の
ご
理
解
を
い
た
だ

き
、
総
代
さ
ん
を
通
し
て
ご
奉
賛
を
賜
っ
て
い
る
と

こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
合
わ
せ
て
厚
く
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
。

　

本
年
も
、
少
し
で
も
社
頭
発
展
の
た
め
に
尽
力
さ

せ
て
い
た
だ
く
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
皆
様
方

の
ご
指
導
ご
鞭
撻
を
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。

　

伊
勢
の
神
宮
で
は
二
十
年
に

一
度
、
ご
正
殿
以
下
の
ご
社
殿

や
ご
装
束
・
ご
神
宝
を
は
じ
め

一
切
を
一
新
し
て
、
清
々
し
い

新
宮
へ
大
御
神
さ
ま
に
お
遷
り

い
た
だ
く
お
ま
つ
り
が
執
り
行

わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
お
ま
つ

り
を
式
年
遷
宮
と
称
し
、
今
か

ら
千
三
百
年
前
に
天
武
天
皇
が

お
定
め
に
な
っ
た
制
度
で
す
。

　

以
来
、
絶
え
る
こ
と
な
く
連

綿
と
親
か
ら
子
へ
、
子
か
ら

親
へ
と
受
け
継
が
れ
、
平
成

二
十
五
年
に
は
第
六
十
二
回
神

宮
式
年
遷
宮
が
行
わ
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。
平
成
十
七

年
五
月
に
は
天
皇
陛
下
の
お
定

め
を
仰
い
で
ご
用
材
を
お
山
か

ら
伐
り
出
す
最
初
の
お
祭
り
で

あ
る
「
山
口
祭
」
か
ら
始
ま
り
、

平
成
二
十
五
年
十
月
の
お
神
楽

で
完
了
し
ま
す
。
。

　

伊
勢
の
地
元
民
を
中
心
と

し
た
国
民
参
加
行
事
は
、
平

成
十
八
、
十
九
年
に
行
わ
れ
た

「
お
木
曳
き
行
事
」
、
五
年
後
の

平
成
二
十
五
年
に
予
定
さ
れ
て

い
る
「
お
白
石
持
行
事
」
が
あ

り
ま
す
。
当
神
明
社
で
は
平
成

十
九
年
の
「
お
木
曳
き
行
事
」

に
参
宮
団
を
結
成
し
、
参
加
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

伊
勢
神
宮
と
は

　

皇
室
の
祖
先
神
で
あ
る
天

照
大
御
神
を
お
祭
り
す
る

皇こ
う
た
い
じ
ん
ぐ
う

大
神
宮
（
内な

い
く
う宮

）
と
、
大
御

神
の
食
事
を
司
る
豊
受
大
御
神

を
お
祭
り
す
る
豊と

よ
う
け
だ
い
じ
ん
ぐ
う

受
大
神
宮

（
外げ

く

う宮
）
を
併
せ
て
神
宮
、
ま

た
は
伊
勢
神
宮
と
い
い
ま
す
。

天
照
大
御
神
は
、
は
じ
め
宮

中
に
お
祭
り
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
第
十
一
代
垂
仁
天
皇
の
時

に
三
重
県
伊
勢
市
の
神
宮
に
お

祭
り
さ
れ
、
斎

い
つ
き
の
み
や

宮
と
い
う
未
婚

の
皇
女
に
よ
っ
て
代
々
奉
仕
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
中
世
以
降
は
、

御お

ん

し師
と
呼
ば
れ
る
人
々
に
よ
っ

て
全
国
各
地
に
伊
勢
信
仰
が
広

め
ら
れ
、
神
明
社
が
建
て
ら
れ

て
い
き
ま
す
。

　

神
宮
大
麻
と
呼
ば
れ
る
伊
勢

の
神
札
も
御
師
が
配
布
し
た
も

の
で
、
現
在
、
各
家
庭
の
神
棚

に
お
祭
り
さ
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

『
式し

き
ね
ん
せ
ん
ぐ
う

年
遷
宮
』

平成十九年氏子崇敬会でお木曳きに参加 伊勢には浜参宮と言って二見浦にて禊ぎをして参拝



富の神明さま（３） 平成２１年１月

(1) お正月の焼き芋祭り

(2) 収穫祭

(3) 紅赤焼酎『富乃神明』

(4) 靖国参拝をされた婦人部の皆さん

四
、
婦
人
部
靖
国
神
社
正
式
参
拝　

　

九
月
八
日
、
婦
人
部
の
事
業
と
し
て
靖

国
神
社
正
式
参
拝
を
実
施
し
ま
し
た
。
総

代
会
長
の
阿
部
様
、
婦
人
部
部
長
小
山
良

子
様
は
じ
め
十
名
近
い
皆
様
に
ご
参
加
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

当
日
は
、
正
式
参
拝
の
後
、
遊
就
館
の

見
学
を
行
い
ま
し
た
。
参
加
者
の
皆
さ
ん

は
、
学
校
や
教
科
書
で
は
あ
ま
り
教
え
ら

れ
な
い
近
代
の
日
本
の
歴
史
を
学
ぶ
こ
と

が
で
き
て
大
変
有
意
義
で
し
た
と
話
し
て

い
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
活
動
が
年
々
広
が
っ
て
い
く

こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

一
、
焼
き
芋
祭
り

　
　
　

い
も
神
様
報
恩
感
謝
祭

　

 

昨
年
の
元
日
と
二
日
、
い
も
神
様

に
報
恩
感
謝
の
気
持
ち
を
込
め
、
焼

き
芋
を
参
拝
者
に
無
料
配
布
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

二
日
間
で
三
千
本
の
焼
き
芋
を
五

台
の
釜
で
焼
き
あ
げ
ま
し
た
。
焼
き

芋
を
食
べ
て
少
し
で
も
い
も
神
様
の

ご
神
徳
を
感
じ
、
幸
せ
に
な
っ
て
い

た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

二
、
甘
藷
乃
神

（
い
も
の
か
み
）

　
　
　

ご
遷
座
記
念
事
業
・
収
穫
祭　

　

十
月
二
十
六
日
、
甘
藷
乃
神
ご
遷

座
を
記
念
し
て
、
三
回
目
に
な
る
収

穫
祭
を
行
い
ま
し
た
。

　

昨
年
は
、
紅
赤
が
発
見
さ
れ
て

一
一
〇
年
に
な
る
こ
と
か
ら
紅
赤
を

掘
り
ま
し
た
。
一
〇
〇
名
を
超
え
る

方
々
に
ご
参
加
い
た
だ
き
、
自
然
の

恵
み
と
い
も
神
様
に
感
謝
し
、
そ
の

威
徳
を
顕
彰
し
ま
し
た
。

三
、
お
神
酒

『富
乃
神
明
』

　
　
　
　
　
　

紅
赤
焼
酎
に
て
完
成

　

紅
赤
が
発
見
さ
れ
て
一
一
〇
年
に
な

る
こ
と
か
ら
、
昨
年
は
紅
赤
の
芋
焼
酎

の
お
神
酒
『
富
乃
神
明
』
を
作
り
、
新

穀
感
謝
祭
に
て
奉
告
祭
を
執
り
行
い
ま

し
た
。

　

原
酒
は
四
一
度
で
大
変
香
ば
し
く
出

来
上
が
り
ま
し
た
。
た
だ
し
、
あ
く
ま

で
も
お
神
酒
で
す
の
で
、
お
札
と
一
緒

に
授
与
品
と
し
て
頒
布
さ
れ
ま
す
。
川

越
い
も
を
最
初
に
作
り
始
め
た
吉
田
弥

右
衛
門
さ
ん
の
ご
神
徳
を
お
受
け
し
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

平
成
二
十
年
度

　
　

教
化
モ
デ
ル
神
社
事
業
報
告



富の神明さま （４）平成２１年１月

（７）婦人部の皆さんの清掃奉仕活動

（６）駐車場案内看板

（５）散歩道に山野草を植える

七
、
婦
人
部
境
内
清
掃
奉
仕
事
業

　

婦
人
部
の
皆
様
が
、
毎
月
月
末
に
境

内
清
掃
の
奉
仕
活
動
を
し
て
く
だ
さ
っ

て
い
ま
す
。

　

神
道
は
、
何
よ
り
も
清
浄
を
宗
と
し

ま
す
。
神
社
に
参
拝
す
る
時
行
う
手
水

も
、
身
を
清
め
て
か
ら
お
参
り
す
る
と

い
う
お
祓
い
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。

　

境
内
を
掃
き
清
め
て
い
た
だ
く
こ
と

に
よ
っ
て
参
拝
に
来
ら
れ
る
方
々
が
す

が
す
が
し
く
参
拝
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

六
、
駐
車
場
看
板
等
整
備
事
業

　

当
社
に
は
駐
車
場
が
な
く
、
ご
参
拝

に
来
ら
れ
た
方
々
に
ご
迷
惑
を
お
か
け

し
て
お
り
ま
し
た
。
氏
子
の
皆
様
の
ご

要
望
に
お
応
え
す
べ
く
、
社
務
所
の
裏

側
を
抜
け
て
、
奥
の
山
林
左
に
駐
車
場

を
造
成
い
た
し
ま
し
た
。

　

あ
わ
せ
て
、
神
社
の
看
板
、
駐
車
場

看
板
等
も
設
置
し
、
わ
か
り
や
す
く
ご

案
内
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

当
社
へ
お
参
り
の
際
に
は
、
当
神
明

社
の
駐
車
場
を
ご
利
用
い
た
だ
け
た
ら

と
思
い
ま
す
。

五
、
鎮
守
の
杜
整
備
事
業

　
　
　
　
　
　

『月
の
原　
　

花
の
小
径
』

　

社
殿
奥
の
雑
木
林
も
、
こ
こ
十
年
近

く
山
掃
き
を
始
め
、
リ
ン
ド
ウ
、
菫
、

ム
ラ
サ
キ
シ
キ
ブ
な
ど
の
山
野
草
が
顔

を
出
し
始
め
ま
し
た
。

　

鎮
守
の
杜
整
備
事
業
と
し
て
、「
月

の
原　

花
の
小
径
（
散
歩
道
）」
を
雑

木
林
内
に
作
り
、
憩
い
の
場
を
提
供
す

る
と
共
に
、
山
野
草
の
保
護
育
成
を
始

め
ま
し
た
。
三
十
種
類
の
山
野
草
を
植

え
ま
し
た
が
、
雑
木
林
や
環
境
に
合
う

も
の
と
合
わ
な
い
も
の
が
あ
る
よ
う
で

す
。
根
付
く
ま
で
年
数
が
か
か
り
そ
う

で
す
。

月
の
原
日
記

　

教
化
モ
デ
ル
神
社
の
指
定
を
受
け

て
、
三
年
目
が
過
ぎ
ま
し
た
。
指
定
を

受
け
て
い
な
か
っ
た
ら
、
こ
れ
だ
け
多

く
の
事
業
は
で
き
な
か
っ
た
と
思
い
ま

す
。
産
土
の
神
様
の
へ
の
感
謝
の
気
持

ち
で
一
杯
で
す
◆
昨
年
七
月
六
日
、
東

京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
聖
火
台
を
作
ら
れ

た
川
口
の
鋳
物
師
鈴
木
文
吾
氏
が
ご
逝

去
な
さ
れ
ま
し
た
。
享
年
八
十
六
歳
。

ﾚﾃﾞｲｰｽ 4 関口郷子さん

くじら、愛知万太郎さんＱ太郎さん

故鈴木文吾さん

当
社
の
撫
で
い
も
、
狛
犬
の
制
作
監

修
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ご
冥

福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
◆
い
も
神

様
を
お
祭
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
多

く
の
方
が
参
拝
に
来
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
中
で
も
著
名
な
芸
能

人
の
方
を
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
◆
い
よ
い
よ
指
定
期
間
も
残
り

わ
ず
か
で
す
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
作

成
等
事
業

は
残
っ
て

い
ま
す

が
、
一
年

一
年
教
化

活
動
は
続

き
ま
す
。


