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一
生
に
一
度 

願
い
を
聞
い
て
く
だ
さ
る
神
に

初
詣 

令
和
2
年
の
元
旦
を
迎
え
、

初
詣
に
行
っ
て
来
ま
し
た
。 

例
年
ど
こ
か
を
探
し
て
お
参
り

し
て
い
ま
す
が
、
今
年
は
近
場
で

し
か
も
タ
ク
シ
ー
で
の
参
拝
で

す
。
同
じ
ホ
ー
ム
の
友
人
３
名
と

出
か
け
ま
し
た
。
風
も
な
く
比
較

的
穏
や
か
な
元
旦
で
し
た
。
行
く

先
は
四
天
王
寺
の
近
く
の
堀
越
神

社
で
す
。 

谷
町
筋
で
前
は
よ
く
通
る
の
で
す

が
、
お
参
り
し
た
こ
と
が
あ
り
ま

せ
ん
。 

         

鳥
居
を
く
ぐ
っ
て
す
ぐ
本
殿
で

何
人
か
の
参
拝
客
が
お
参
り
し
て

い
ま
す
。
い
つ
も
な
ら
初
詣
は
大

抵
少
な
く
て
も
２
～
３
０
０
人
並

ん
で
順
番
を
待
つ
の
に
今
日
は
行

列
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ご
祭
神
は
第

32
代
崇
峻
天
皇
と
、
小
手
姫
皇

后(

お
で
ひ
め
こ
う
ご
う) 

蜂
子

皇
子(

は
ち
の
こ
の
み
こ) 

錦
代

皇
女(

に
し
き
て
の
ひ
め
み
こ) 

で
天
皇
の
甥
に
あ
た
る
聖
徳
太
子

が
四
天
王
寺
建
立
と
同
時
に
創
建

さ
れ
た
と
の
こ
と
で
す
。 

明
治
中
期
ま
で
境
内
の
南
沿

い
に
美
し
い
堀
が
あ
っ
た
の
で
、

こ
れ
を
渡
っ
て
参
詣
し
て
い
た
こ

と
か
ら
こ
の
名
が
つ
い
た
と
か
。

境
内
に
は 

一
、
熊
野
第
一
王
子
之
宮 

① 
熊
野
詣
の
出
発
点 

一
、
太
上
神
仙
鎮
宅
霊
符
尊
神 

・ 
   

① 

中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
も
の

で
お
守
り
や
お
札
の
出
来
る
元
と

な
っ
た
神 

・ 
   

② 

ち
ん
た
く
さ
ん
、
家
宅
を

鎮
め
る
神 

・ 

一
、
ご
神
木 

・ 
   

① 

堀
越
神
社
は
名
高
い
パ
ワ

ー
ス
ポ
ッ
ト
だ
そ
う
で
、
ご
神
木

は
樹
齢550

年
の
楠 

・ 
   

② 

友
人
３
人
が
手
を
つ
な
い

で
囲
ん
だ
と
こ
ろ
丁
度
３
人
で
手

を
つ
な
ぐ
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。 

 

         

一
、
茶
臼
山
稲
荷
神
社 

神
社
は
、
茶
臼
山
山
頂
に
あ

っ
た
が
大
阪
の
陣
で
徳
川
家
康
が 

真
田
幸
村
の
攻
撃
に
会
っ
た
時
、

神
社
の
使
い
の
白
狐
が
家
康
を
助

け
た
と
い
わ
れ
そ
の
後
、
徳
川
家

の
庇
護
を
受
け
た
そ
う
で
、
大
阪

人
に
は
う
れ
し
く
な
い
話
で
す
。 

           

ま
た
こ
の
神
社
に
は
「
ひ
と
夢

祈
願
」
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
一

生
に
一
度
の
願
い
を
聞
い
て
く
だ

さ
る
の
だ
そ
う
で
す 

         

ご
祈
祷
を
受
け
た
お
守
り
を
体

に
付
け
て
い
る
と
必
ず
願
い
が
叶

う
の
だ
そ
う
で
す
。
神
仏
に
は
お

願
い
事
は
し
な
い
と
決
め
て
い
る

私
で
す
が
。
一
生
に
一
度
願
い
が

聞
い
て
も
ら
え
る
の
な
ら
、
そ
ん

な
願
望
が
出
来
る
ま
で
待
っ
て
お

こ
う
と
思
い
ま
し
た
。 

ま
た
境
内
に
は
「
か
え
る
石
」

と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
黒
い
大
き

な
石
が
蛙
の
形
を
し
て
い
ま
す
。

い
わ
れ
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
お
水
を
か
け
て
お
賽
銭

を
上
げ
て
き
ま
し
た
。 

 
 

         

お
み
く
じ
は
「
吉
」『
枯
木
逢

春
艶
』（
こ
ぼ
く
し
ゅ
ん
し
ゅ
に

お
う
て
）
ふ
ゆ
が
れ
の
木
も
は
る

に
お
う
て 

み
ど
り
を
ふ
く
む
な

り
と
。 

         
こ
の
み
く
じ
に
あ
た
る
人
は
、

思
わ
ぬ
方
よ
り
た
す
け
を
得
て
仕

合
せ
よ
し
。
え
ん
だ
ん
、
よ
ろ
こ

び
ご
と
よ
ろ
ず
よ
し
。
と
希
望
の

あ
る
卦
で
し
た
。
め
で
た
し
め
で

た
し
。 記

・
写
真
：
牧
戸
富
美
子 

「
赤
大
路
」
地
名
の
由
来 

鴨
神
社
は
、
赤
大
路
町
に
有
り

赤
大
路
に
は
子
安
八
幡
宮
も
有
り

ま
す
。 

        

子
安
天
満
宮
は
菅
原
道
真
公
の

側
室
、
其
の
子
及
び
菅
原
道
真
公

を
祀
っ
て
あ
る
。 

社
伝
に
よ
れ
ば
醍
醐
の
延
喜
元

年
公
の
太
宰
府
に
左
遷
の
時
、
側

室
が
臨
月
で
あ
っ
た
が
、
別
れ
を

惜
し
み
公
の
後
を
慕
っ
て
こ
の
当

地
を
過
ぎ
る
時
に
、
俄
に
産
気
を

催
し
た
が
人
家
に
よ
る
隙
も
な
く

興
中
に
生
ま
れ
、
侍
者
倉
皇
興
を

担
い
で
民
家
に
入
っ
た
が
、
流
血

は
興
中
よ
り
洩
れ
道
路
が
赤
く
染

ま
っ
た
の
で
、「
赤
大
路
」
の
地

名
が
起
こ
っ
た
。 

同
側
室
は
産
後
の
経
過
が
悪
く

つ
い
に
当
地
に
て
死
去
さ
れ
た
。 

そ
の
死
期
に
臨
み
、
里
人
の
介

抱
を
深
く
感
謝
し
死
後
は
婦
人
安

産
の
神
た
ら
ん
と
誓
わ
れ
た
の
で

村
人
が
社
殿
を
建
立
し
祀
っ
た
の

が
当
社
の
創
建
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
。 

 

記
・
写
真
：
大
岡
成
一 

   

イ
ヌ
ホ
ウ
ズ
キ 

（
犬
鬼
灯
、
犬
酸
漿
） 

よ
く
「
犬
」
と
つ
く
言
葉
が

あ
る
が
、
似
て
い
て
も
役
に
立
た

な
い
の
意
味
が
多
く
、
犬
食
い
、

犬
死
、
犬
侍…

な
ど
あ
る
が
、

「
否
（
い
な
）」
の
意
味
で
も
あ

る
。
イ
ヌ
ホ
ウ
ズ
キ
は
、
別
名

「
バ
カ
ナ
ス
」
と
呼
ば
れ
る
。

花
は
ナ
ス
に
似
て
い
る
が
そ
れ
に

非
ず
、
ホ
ウ
ズ
キ
よ
り
む
し
ろ
ジ

ャ
ガ
イ
モ
の
花
に
似
て
い
る
。
そ

の
は
ず
、
ナ
ス
科
。
小
さ
な
実
は

ホ
ウ
ズ
キ
の
袋
の
中
に
あ
る
実
に

似
て
い
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
熟

す
と
赤
く
な
ら
ず
、
黒
く
な
る 

近
所
の
藪
の
植
物
は
年
ご
と

に
変
わ
っ
て
い
く
、2019

年
は

こ
の
イ
ヌ
ホ
ウ
ズ
キ
が
全
盛
、
今

ま
で
ノ
イ
バ
ラ
だ
っ
た
り
、
ム
ラ

サ
キ
つ
ゆ
草
だ
っ
た
り
、
自
然
は

面
白
い
。 

         

 

記
・
写
真
：
上
村
サ
ト
子 

会
員
だ
よ
り 

「子安天満宮」の拝殿に 

掲示している由緒版 

堀越神社の御由緒 

３人の手がつなげた！！ 

おみくじを買う筆者 
念じながらかえる石に触れると

「失ったものがカエル」 

茶臼山稲荷神社 

 

ひと夢祈願 由緒説明版 

四
季
彩 

イヌホウズキの花 


