
　
社
名
制
定
三
百
八
十
年
に
あ
た
る
令
和
五
年
の
例
大
祭
は
、
本

祭
特
別
行
事
も
含
め
て
盛
大
に
執
り
行
う
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

是
ひ
と
え
に
天
地
の
神
々
の
御
神
徳
と
氏
子
衆
・
崇
敬
者
諸
兄
の

心
意
気
と
働
き
の
お
陰
と
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。九
月
の
天
気
は

不
安
定
で
十
年
前
の
本
祭
は
神
幸
行
列
が
中
止
、
五
年
前
の
稚
児

行
列
も
不
本
意
な
形
で
の
斎
行
と
な
り
ま
し
た
。更
に
本
年
に

至
っ
て
は
コ
ロ
ナ
の
影
響
も
収
ま
ら
ず
、
準
備
の
為
の
会
議
も

中
々
進
め
る
事
が
難
し
い
状
況
が
続
き
ま
し
た
。し
か
し
、五
月
頃

よ
り
感
染
症
の
扱
い
も
改
ま
り
、
皆
様
の
祭
を
賑
や
か
に
行
い
た

い
と
い
う
心
の
高
ぶ
り
と
努
力
が
御
祭
神
に
も
通
じ
た
の
で
は
な

い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。　
そ
も
そ
も
何
故
に
祭
を
盛
大
に
行
う

か
、自
分
た
ち
の
楽
し
み
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
、大
き
な
理
由
と
し

て
昔
か
ら
積
み
重
ね
て
こ
ら
れ
た
伝
統
を
守
り
た
い
と
の
思
い
が

ご
ざ
い
ま
す
。当
社
の
式
年
祭
は
昭
和
の
世
か
ら
始
ま
り
、常
に
前

回
や
前
々
回
を
凌
駕
す
る
形
を
目
標
に
行
い
、
次
に
繋
ぐ
こ
と
で

先
人
達
の
恩
に
報
い
て
き
ま
し
た
。こ
の
様
に
伝
統
行
事
と
い
う

の
は
先
祖
が
受
け
継
い
だ
も
の
を
後
裔
が
残
し
て
ま
い
り
ま
す
。

行
事
が
大
き
い
ほ
ど
引
継
ぎ
も
難
し
く
な
り
ま
す
。実
際
コ
ロ
ナ

禍
に
て
御
神
輿
が
出
せ
な
か
っ
た
年
が
続
い
た
こ
と
に
よ
る
苦
労

も
本
年
は
あ
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。　

　
今
回
の
神
幸
祭
は
初
め
て
全
町
会
を
巡
り
、
稚
児
行
列
は
過
去

最
多
数
の
ご
参
加
を
頂
き
、
三
百
五
十
年
祭
か
ら
携
わ
っ
て
き
た

私
か
ら
見
て
も
全
て
が
最
大
規
模
で
、
非
常
な
暑
さ
に
も
関
わ
ら

ず
皆
が
元
気
で
笑
っ
て
終
え
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。十
年
後
、二

十
年
後
の
氏
子
達
は
三
百
八
十
年
祭
の
充
実
し
た
映
像
や
写
真
な

ど
の
記
録
と
関
わ
っ
た
我
々
の
言
い
伝
え
を
目
標
に
奮
闘

す
る
こ
と
と
な
る
の
で
、苦
労
は
多
か
っ
た
が
良
い
課
題
を

残
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。そ
し
て
大
変
な

事
さ
え
も
楽
し
ん
で
祭
り
を
盛
り
上
げ
て
下
さ
っ
た
皆
様

に
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。こ
れ
か
ら
も
先
祖
を
想
い
、
自

身
が
楽
し
み
、更
に
大
き
な
楽
し
み
を
子
孫
に
残
す
事
を
心

が
け
て
力
を
協
え
て
神
社
行
事
を
繋
い
で
参
り
ま
し
ょ
う
。

宮
司
　
福
岡
三
朗

未
来
に
向
け
て

令
和
六
年
の
厄
年
表︵
数
え
年
︶

※
数
え
年
と
は
、実
年
齢
に
誕
生
日
前
は
二
歳
、誕
生
日
後
は
一
歳
を
加
え
た
数
で
す
。

　
今
は
誕
生
日
が
来
る
と
年
を
重
ね
ま
す
が
、昔
は
お
正

月
に
年
神
さ
ま
を
お
迎
え
し
て
神
様
の
御
魂
を
頂
く
の

が
一
年
の
始
ま
り
で
、
そ
の
時
に
年
を
重
ね
る
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
し
た
。そ
の
よ
う
な
わ
け
で
厄
祓
い
の
御
祈
願

は
今
で
も
旧
暦
の
正
月
ま
で
に
行
う
の
が
一
般
的
で
す
。

　
厄
年
の
頃
は
人
生
の
転
換
期
と
い
わ
れ
、
最
も
健
康
面

に
気
を
付
け
ね
ば
な
ら
な
い
時
期
で
す
。お
祓
い
を
受

け
、
良
い
節
目
と
な
る
よ
う
祈
願
し
、
心
身
共
に
晴
れ
や

か
に
毎
日
を
過
ご
し
ま
し
ょ
う
。

厄
年

月
次
祭
へ
の
お
誘
い

天
照
大
神  

︵
神
明
さ
ま
︶ 

  応
神
天
皇  

︵
八
幡
さ
ま
︶ 

天
児
屋
根
命  

︵
春
日
さ
ま
︶ 

由
緒
追
記 

天
祖
神
社
の
御
祭
神・
御
由
緒
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最
近
で
は
あ
ま
り
耳
に
し
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
昔
は

親
や
近
所
の
大
人
が
子
供
を
叱
る
と
き
に
「
お
天
道
様
が

見
て
る
ぞ
」と
い
う
言
葉
を
よ
く
き
か
さ
れ
ま
し
た
。お
天

道
様
は
神
道
的
に
は
伊
勢
の
神
宮
に
お
祀
り
さ
れ
て
い
る

天
照
大
御
神
と
い
う
事
に
な
り
ま
す
が
、こ
の
言
葉
の
意
味

と
し
て
は
「
天
上
か
ら
下
界
を
見
下
ろ
し
て
い
る
神
様
仏

様
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。た
と
え
人
が
見

て
い
な
い
と
し
て
も
、
神
様
仏
様
は
し
っ
か
り
と
あ
な
た
の

所
業
を
ご
覧
に
な
っ
て
い
ま
す
よ
、と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

誰
も
見
て
い
な
い
と
思
っ
て
い
て
も
ち
ゃ
ん
と
見
て
い
る
存

在
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
悪
い
こ
と
や
後
ろ
暗
い
こ
と
は
し
て

い
ま
せ
ん
よ
、と
い
う
先
人
の
教
え
で
す
。

　
神
仏
は
そ
れ
ぞ
れ
の
人
の
心
の
中
に
も
宿
っ
て
い
ま
す
。

心
の
中
の
神
仏
は
い
つ
も
あ
な
た
を
見
て
い
ま
す
。誰
も
見

て
い
な
く
て
も
、
自
分
が
悪
い
こ
と
を
し
て
い
る
の
は
、
自

分
自
身
が
一
番
よ
く
分
か
っ
て
い
る
。心
の
中
の
神
仏
は
い

つ
も
あ
な
た
を
見
て
い
ま
す
。「
お
天
道
様
が
見
て
い
る
」と

心
し
た
い
で
す
。

お
天
道
様
が
見
て
い
る

発輿祭

鬼は外、福は内

  

令
和
六
年
の
節
分
祭
は
二
月
三
日
㈯

午
後
四
時
よ
り
斎
行
の
予
定
で
す
。詳

細
は
一
月
中
旬
に
ポ
ス
タ
ー
や
神
社
サ

イ
ト
等
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
辰
年
の
方
は
勿
論
、大
勢
で
声
高
ら

か
に「
邪
鬼(

ヲ
ニ)

は
外
」「
福
は
内
」

と
豆
を
撒
き
、
未
だ
世
間
に
漂
う
邪

鬼
を
追
い
祓
い
、
福
富
を
迎
え
ま
し
ょ

う
。

節
分
祭

　
毎
月（
一
月
を
除
く
）一
日
午
前
七
時
よ
り
氏
子
・
崇

敬
者
の
安
寧
を
願
い
、月
次
祭
を
斎
行
し
て
い
ま
す
。月
の

始
ま
り
に
お
祓
い
を
受
け
、健
康
で
明
る
い
生
活
を
送
り

ま
し
ょ
う
。ど
な
た
で
も
昇
殿
頂
け
ま
す
の
で
お
誘
い
合

わ
せ
て
お
参
り
下
さ
い
。事
前
の
ご
連
絡
は
不
要
で
す
。参

列
ご
希
望
の
方
は
直
接
神
社
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
平
成
三
十
年
、
氏
子
有
志
歴
史
研
究
会
が
村
や
当
社
の
興
り

に
つ
い
て
の
検
証
経
過
を
公
表
。そ
れ
に
依
る
と
十
五
世
紀
に
藤

原
秀
郷
の
末
裔
を
頭
と
す
る
一
族
が
常
陸
国
よ
り
遣
わ
さ
れ
て

此
の
地
を
開
墾
。村
の
東
高
台
に
先
祖
神
・
天
児
屋
根
命
を
祀

る
社
を
建
て
た
と
の
伝
え
が
子
孫
の
家
に
残
る
等
、
様
々
な
事

柄
が
判
明
。依
っ
て
当
社
の
元
は
天
児
屋
根
命
を
祭
神
と
す
る

春
日
社
で
江
戸
初
期
に
天
照
大
神
と
応
神
天
皇
を
迎
え
三
柱

を
祭
神
と
す
る
神
明
社
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
現
在
も
品
川
歴
史
館
主
導
で
氏
子
内
旧
家
に
伝
わ
る
古
文
書

の
調
査
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　
江
戸
中
期
に
編
纂
さ
れ
た
幕
府
官
撰
地
誌「
新
編
武
蔵
風
土

記
稿
」に
は
上
下
の
神
明
社
勧
請
の
年
歴
は
不
明
と
あ
る
が
、御

神
木
で
あ
る
カ
ヤ
は
樹
齢
六
〇
〇
年
を
超
え
て
い
る
と
の
見
立

て
も
あ
り
、社
も
室
町
時
代
に
は
在
っ
た
と
想
さ
れ
る
。同
風
土

記
稿
中
の「
正
保
年
中
改
定
図
」に
下
神
明
の
元
で
あ
る
下
蛇
窪

の
記
が
初
め
て
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
正
保
元
年（
一
六
四
四
）を

上
下
の
村
の
成
立
元
年
と
し
て
昭
和
五
十
八
年
に
両
社
で
三
四

〇
年
祭
が
斎
行
さ
れ
、以
降
十
年
毎
に
式
年
大
祭
が
行
わ
れ
て

い
る
。当
社
が
現
御
祭
神
を
迎
え
神
明
社
と
し
て
鎮
座
し
た
の

は
、江
戸
初
期
に
広
く
流
布
し
て
い
た
伊
勢
信
仰
や
伊
勢
・
八

幡
・
春
日
の
三
神
を
祀
る
三
社
託
宣
信
仰
に
依
る
も
の
で
あ
る
。

　
現
在
で
は
区
内
最
大
の
御
神
木
と
大
狛
犬
や
最
長
の
参
道
な

ど
を
有
し
、神
社
を
中
心
に
雅
楽
の
稽
古
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る

な
ど
伝
統
文
化
継
承
に
も
力
を
入
れ
て
い
る
。



　
氏
子
内
を
横
に
走
る
線
路
の
存
在
が
大
き
い
為
に
難
し

い
と
さ
れ
て
き
た
七
町
会
神
輿
連
合
渡
御
で
す
が
、
十
年

前
の
三
百
七
十
年
祭
で
初
め
て
行
う
こ
と
が
で
き
、
更
に

今
回
は
五
十
数
名
が
役
に
扮
し
て
行
列
を
為
し
完
全
な
形

で
の
神
幸
祭
と
な
り
ま
し
た
。

本
番
直
前
の
お
願
い
に
も
関
わ
ら
ず
快
く
着
替
場
所
を
ご

提
供
下
さ
っ
た
立
正
佼
成
会
品
川
教
会
様
に
は
殊
に
御
礼

申
し
上
げ
ま
す
。

　
委
員
会
で
の
目
標
数
を
百

名
も
超
え
た
稚
児
を
急
遽
十

班
に
分
け
た
こ
と
で
滞
り
な

く
斎
行
す
る
こ
と
が
出
来
ま

し
た
。非
常
な
暑
さ
に
も
負

け
ず
稚
児
達
が
元
気
に
行
列

を
為
し
て
参
拝
す
る
姿
、
そ

の
稚
児
達
を
先
導
す
る
巫
女

や
雅
楽
の
演
奏
も
地
元
の
中

高
生
が
担
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

非
常
に
喜
ば
し
い
こ
と
で
神

さ
ま
も
感
服
の
こ
と
と
お
察

し
申
し
上
げ
ま
す
。

本
祭
特
別
行
事  

稚
児
行
列 

形
代
は
二
枚
入
っ
て
い
ま
す
。

一
枚
を
男
性
、一
枚
を
女
性
に
分
け
る
な
ど
し
て

◉ 

ご
家
族
全
員
の
お
名
前
、年
齢
を
記
し
ま
す
。

◉ 

息
を
三
度
吹
き
か
け
、
形
代
で
体
を
な
で
て
心
身
の

罪
穢
れ
を
移
し
ま
す
。

形
代
が
手
元
に
な
い
方
は
お
知
ら
せ
下
さ
い
。

神
社
よ
り
お
届
け
致
し
ま
す
。

　
年
の
暮
れ
に
は
大
掃
除
を
し
て
新
し
い
年
を
迎
え
る
準

備
を
し
ま
す
が
、
同
様
に
神
棚
も
綺
麗
に
し
て
新
し
い
御

神
札
を
お
ま
つ
り
し
ま
し
ょ
う
。

　
天
祖
神
社
で
は
、毎
年
年
末
に
氏
子
の
方
々
へ
新
年
の
御

神
札
を
頒
布
し
て
お
り
ま
す
。年
内
に
お
受
け
に
な
り
、清

新
な
お
心
で
新
春
を
お
迎
え
く
だ
さ
い
。古
い
御
神
札
は

神
社
で
お
焚
き
上
げ
い
た
し
ま
す
。一
年
間
お
守
り
頂
い

た
こ
と
に
感
謝
申
し
上
げ
て
か
ら
神
社
へ
お
納
め
下
さ
い
。

　
大
祓
と
は
、
罪
穢
れ
を
祓
い
清
め
る
神
事
で
す
。六
月
の
大
祓
を
夏
越
の
大
祓
、
十
二
月
の
大
祓
を

年
越
大
祓
と
い
い
ま
す
。神
道
で
は
人
は
も
と
も
と
清
く
綺
麗
な
心
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ま
す
。し

か
し
、生
活
し
て
い
る
間
に
曇
り
、知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
穢
れ
に
触
れ
罪
を
犯
し
、清
い
心
か
ら
遠

く
な
って
い
く
た
め
、祓
い
に
よ
って
本
来
の
綺
麗
な
心
に
か
え
す
の
で
す
。

　
大
祓
神
事
で
は
、
人
の
罪
穢
れ
を
移
し
た
紙
の
人
形（
形
代
と
い
い
ま
す
）を
身
代
わ
り
に
清
め
ま

す
。形
代
で
身
を
な
で
て
息
を
吹
き
か
け
る
の
は
身
体
と
心
の
穢
れ
を
追
い
出
す
こ
と
を
意
味
し
て
い

ま
す
。全
て
の
穢
れ
を
形
代
に
移
し
、清
々
し
い
気
持
で
新
し
い
年
を
迎
え
ま
し
ょ
う
。

天祖神社では一年の始まりに「新年祈願祭」（昇
殿参拝）にて、家内安全、商売繁盛、社運隆昌、厄
除他諸祈願を承っております。
皆様が清新なるお心で、新春を迎えられますこと
をご祈念申し上げます。

新
し
い
年
の
は
じ
ま
り
に

事前のご予約（お電話可）が必要となります。
多少お時間が前後する場合がございますので予めご了承ください。

昇殿参拝のご予約は　天祖神社社務所まで

電話　03-3782-7349

商売繁盛・社運隆昌・事業発展
社内安全・交通安全・開運招福・他
式の終わりに代表者発声により神酒拝戴を行います。

家内安全・商売繁盛・初宮詣・厄年祓除・交通安全・車祓
身体健全・病気平癒・良縁成就・開運招福・合格祈願
安産祈願・心願成就・他

仕事始め祈願（会社団体祈願）

個人祈願

昇殿参拝された方には
木札に祈願・氏名（会社名）を記し、お渡ししております。

下神明天祖神社では毎年、12月30日に年越大祓神事を執り行っています。
1年間の悪事災難や、知らず知らずのうちに犯した罪穢れ（つみけがれ）を祓い清め、

新年の幸福と繁栄を祈願する神事です。参列ご希望の方は当日境内にて受付いたします。

大祓神事は12月30日午後7時より斎行いたします。形代は神事の始まる前までに初穂料をそえて神社にお持ちください。
天祖神社では古式にのっとりお祓いをし、形代を犬吠埼沖に撒いて皆様の罪穢れを流します。 

形代をお持ちください。 年越大祓神事 毎年行われていた犬吠埼での形代流し神事

　
津
波
で
消
え
て
し
ま
っ
た
請
戸
の
町
は
災
害
危
険

区
域
に
指
定
さ
れ
復
興
へ
の
道
は
今
な
お
閉
ざ
さ
れ

た
ま
ま
で
、
鎮
守
の
苕
野
神
社
に
伝
え
ら
れ
て
き
た

御
神
楽
の
継
承
に
は
困
難
な
状
況
が
続
い
て
い
ま

す
。十
年
前
五
年
前
に
続
き
今
回
の
本
祭
で
も
各
地

よ
り
東
京
に
集
合
し
、
奉
納
頂
い
た
御
神
楽
を
通
じ

て
御
祭
神
に
良
い
方
向
へ
と
お
導
き
頂
く
事
を
祈
念

致
し
ま
し
た
。

本
祭
特
別
行
事  

請
戸
神
楽
奉
納

　
御
祭
神
に
安
心
し
て
お
鎮

ま
り
頂
く
為
に
社
殿
全
体
の

塗
装
と
本
殿
を
中
心
に
屋
根

修
理
を
行
い
ま
し
た
。

本
殿
屋
根
を
横
か
ら
見
上
げ

れ
ば
新
し
く
な
っ
た
千
木
と

鰹
木
を
確
認
す
る
こ
と
が
出

来
ま
す
よ
。

本
祭
特
別
事
業  

社
殿
修
繕

ち
ぎ

か
つ
お
ぎ

本
祭
特
別
行
事  

神
幸
祭 
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