
令和７年１月吉日 氷 川 神 社 社 報 第２２６号 (令和７年１月号)

発 行 所
氷 川 神 社 社 務 所

〒166-0003
東京都杉並区高円寺南4-44-19

電話 03-3314-4147
 FAX  03-3315-0034

１

日本唯一
気象神社

氷川神社
公式HP

気象神社
公式HP

迎
春
謹
ん
で
新
年
の

御
祝
詞
を
申
し
上
げ
ま
す

年
頭
の
ご
挨
拶

新
年
の
始
め
に
あ
た
り
、
謹
ん
で
御
国
の
安
寧
を
祈

念
申
し
上
げ
ま
す
と
同
時
に
、
日
頃
か
ら
お
世
話
に

な
っ
て
い
る
氏
子
崇
敬
者
や
関
係
者
の
ご
健
勝
と
ご
多

幸
を
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

五
年
前
に
世
界
中
で
猛
威
を
振
る
い
始
め
た
「
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
」
。
誰
も
が
予
想
だ
に
し
な
か
っ
た

目
に
見
え
な
い
敵
が
私
た
ち
の
生
活
を
一
変
さ
せ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
長
い
時
間
を
要
し
ま
し
た
が
、
よ
う
や

く
通
常
の
社
会
活
動
が
戻
っ
て
き
ま
し
た
。

一
方
で
、
令
和
６
年
元
旦
に
石
川
県
能
登
半
島
を

襲
っ
た
大
地
震
。
大
津
波
や
火
災
も
伴
い
、
多
く
の
家

屋
、
建
物
の
倒
壊
、
土
砂
災
害
、
道
路
寸
断
を
も
た
ら

し
、
災
害
関
連
し
も
含
め
て
約
７
０
０
名
の
命
を
奪
う

も
の
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
復
興
半
ば
、
９
月
に
は
歴

史
的
豪
雨
に
よ
る
水
害
が
発
生
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

能
登
半
島
以
外
で
も
、
気
象
災
害
が
各
地
で
発
生
し
ま

し
た
。
梅
雨
時
期
に
は
日
本
各
地
で
発
生
し
た
線
状
降

水
帯
に
よ
り
、
甚
大
な
土
砂
災
害
、
浸
水
害
、
洪
水
害

が
発
生
し
ま
し
た
。
ま
た
夏
に
は
各
地
で
猛
暑
日(

日
最

高
気
温
３
５
度
以
上)

が
続
き
、
１
０
月
ま
で
暑
い
日
が

続
き
ま
し
た
。
長
い
夏
の
後
に
は
、
一
転
、
大
陸
か
ら

の
強
い
寒
気
が
南
下
、
特
に
日
本
海
側
で
は
記
録
的
な

大
雪
に
見
舞
わ
れ
て
い
ま
す
。
気
候
変
動
に
は
抗
え
ま

せ
ん
が
、
「
大
難
が
小
難
」
と
な
る
こ
と
を
、
と
に
か

く
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

皆
様
に
と
り
ま
し
て
こ
の
一
年
が
心
穏
や
か
で
、
素

晴
ら
し
い
も
の
と
な
る
よ
う
に
心
よ
り
祈
念
申
し
上
げ
、

新
年
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
戴
き
ま
す
。

令和７年初詣の参拝者

令
和
七
年 

元
旦

高
円
寺
氷
川
神
社

宮
司

松
井

美
加
子
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ろう

令
和
七
年

元
旦
祭
斎
行

年
末
に
は
除
夜
祭
、
令
和
七
年
を
迎
え
る
と
同
時
に
元
旦

祭
を
斎
行
致
し
ま
し
た
。

神
事
前
に
は
氏
子
の
皆
様
よ
り
年
末
ま
で
に
納
め
て
戴
い

た
御
神
札
や
御
守
を
お
焚
き
上
げ
を
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、

新
年
を
迎
え
る
と
同
時
に
除
夜
太
鼓
の
儀
を
行
い
、
元
旦
祭

斎
行
と
な
り
ま
し
た
。
祝
詞
で
は
今
年
一
年
に
お
け
る
国
家

と
氏
子
の
皆
様
の
安
寧
、
繁
栄
、
健
康
を
祈
念
し
ま
し
た
。

今
年
も
昨
年
に
続
き
、
氏
子
青
年
会
の
ご
奉
仕
に
よ
る
甘

酒
、
お
神
酒
の
提
供
が
な
さ
れ
、
多
く
の
参
拝
者
に
振
舞
わ

れ
ま
し
た
。
久
し
ぶ
り
に
元
旦
の
境
内
に
活
気
が
戻
っ
た
こ

と
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

今
年
は
年
末
年
始
の
お
休
み
が
例
年
比
、
長
く
な
っ
た
の

で
、
特
に
年
始
は
１
月
５
日(
日)

ま
で
全
国
か
ら
の
多
く
の

参
拝
者
に
お
越
し
戴
き
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
と
に
か
く
自

分
た
ち
が
出
来
得
る
こ
と
を
地
道
に
確
実
に
進
め
て
、
皆
様

に
安
心
し
て
ご
参
拝
戴
け
る
よ
う
な
環
境
づ
く
り
を
継
続
す

る
こ
と
の
み
が
大
切
と
考
え
て
い
ま
す
。

厳
か
な
雰
囲
気
の
中
で
の
元
旦
祭

お焚き上げの様子

氏
子
青
年
会
の
伊
東
さ
ん
は
毎
年
夜
通
し
で

お
焚
き
上
げ
を
手
伝
っ
て
戴
い
て
ま
す

今
回
も
元
旦
の
０
時
か
ら
正
午
ま
で

ご
奉
仕
戴
き
ま
し
た
。

初
詣
の
様
子

令
和
七
年

新
年
奉
納
者
御
芳
名

金
弐
拾
萬
円

責
任
役
員
渡
辺
忠
司

金
壱
拾
萬
円

紺
谷
尚
昌

金
参
萬
円

伊
藤
貴
世

金
弐
萬
円

㈲
田
丸
屋
不
動
産

金
壱
萬
円

ア
ロ
ッ
ト
オ
ブ
リ
ン
ゴ
ス

佐
治
珠
美

金
伍
阡
円

佐
藤
順
子

㈱
装
飾
フ
ジ
シ
マ

峰
広
良
子

清
酒

菅
野
信
子

佐
藤
順
子

中
山
健
吾

恵
比
寿
ク
リ
ニ
ー
ク
産
後
整
体
院

※

令
和
７
年
１
月
７
日
時
点

年明けと同時に太鼓を
１０８回たたきました
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★
か
つ
て
の
こ
う
え
ん
じ
ん
★

～
第
十
二
話
～

今
回
の
文
章
で
、
こ
の
連
載
も

１
２
回
目
と
な
る
。
ほ
ぼ
隔
月
で
掲
載
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
の
で
、

２
年
以
上
の
月
日
が
経
っ
た
。

と
き
お
り
「
読
ん
で
ま
す
よ
」
と
声
を
か
け
て
い
た
だ
く
の
は
、
何
よ
り
の
喜
び
だ
。
「
高
円
寺
と
は
ど
う
い
う
街
な
の
か
」
と
い
う

問
い
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
街
と
は
何
か
、

と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
私
な
り
に
答
え
が
あ
る
。
そ
れ
は
そ
こ
に
住
む
人
、
勤
め

る
人
、
生
活
す
る
人
、
遊
び
に
来
る
人
、
な
ど
な
ど
。
人
こ
そ
が
街
だ
と
思
っ
て
い
る
。

江
戸
時
代
、
桃
園
川
の
北
は
「
は
ら
」
南
は
「
と
お
り
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
こ
の
区
分
け
は
現
在
に
も
生
き
て
い
て
、
現
在
は
暗

渠
に
な
っ
て
い
る
桃
園
川
が
境
と
な
り
、
北
は
「
高
円
寺
北
地
区
長
会
連
合
会
」
南
は
「
高
円
寺
中
央
地
区
町
会
連
合
会
」
と
町
会
が

分
か
れ
て
い
る
。

文
化
・
文
政
期
に
編
纂
さ
れ
た
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
「
青
梅
街
道
」
の
記
述
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
江
戸

城
築
城
の
た
め
、
青
梅
で
採
れ
る
石
灰
を
運
ぶ
た
め
に
開
か
れ
た
こ
の
道
は
、
奥
多
摩
を
抜
け
大
菩
薩
峠
を
越
え
て
、
甲
府
の
手
前
で

甲
州
街
道
と
つ
な
が
る
。
明
治
期
に
は
甲
州
裏
街
道
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
。
「
と
お
り
」
の
人
た
ち
は
、
そ
の
道
が
も
た
ら
す
商
い
の

匂
い
を
敏
感
に
か
ぎ
取
り
、
自
ら
商
行
為
に
手
を
染
め
始
め
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
江
戸
中
・
後
期
に
な
る
と
、
北
に
あ
る
堀
之
内
妙
法
寺
に
、
参
拝
者
が
多
く
訪
れ
、
西
の
浅
草
寺
、
東
の
妙
法
寺
、
と
言
わ

れ
る
ほ
ど
の
賑
わ
い
を
見
せ
始
め
る
。
安
藤
広
重
や
葛
飾
北
斎
な
ど
、
文
人

も
多
く
訪
れ
、
広
重
は
『
江
戸
名
所

堀
之
内
妙
法
寺
祖
師

詣
』
を
描
い
て
い
る
。
浮
世
絵
と
と
も
に
、

落
語
は
江
戸
期
有
数
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
『
堀
之
内
』
と
い
う
演
目
は
、

不
条
理
劇
と
感
じ
る
ほ
ど
の
、
度
を
越
し
た
粗
忽
も
の
が
、
妙
法
寺
に
参
拝
す
る
様
が
語
ら
れ
て
い
る
。
浮
世
絵
と
い
う
イ
ン
ス
タ
を

見
て
、
落
語
と
い
うyo

u
tu

b
e 

動
画
で
、
江
戸
の
人
々
は
こ
ぞ
っ
て
妙
法
寺
を
目
指
し
た
の
だ
。
「
と
お
り
」
の
人
々
が
、
こ
の
妙
法

寺
の
賑
わ
い
に
影
響
さ
れ
た
の
は
当
然
の
こ
と
だ
ろ
う
。
小
川
顕
道
が
書
い
た
随
筆
『
塵
塚
談
』
に
は
「
新
宿
よ
り
寺
の
門
前
ま
で
水

茶
屋
、
料
理
茶
屋
其
の
外
酒
食
の
店
、
数
百
軒
を
な
ら
ぶ
」
と
あ
る
。
「
と
お
り
」
の
住
民
の
中
に
は
そ
れ
ら
飲
食
店
を
経
営
し
、

様
々
な
身
分
の
人
間
に
対
す
る
多
様
な
思
い
を
持
ち
、
商
い
と
い
う
栄
枯
盛
衰
を
味
わ
う
こ
と
で
、
或
る
種
の
諦
念
と
い
う
も
の
を
得

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
然
も
そ
う
だ
が
、
人
も
思
う
よ
う
に
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
現
代
の
高
円
寺
に
も
通
じ
る
「
ゆ
る
さ
」

の
源
の
よ
う
に
思
う
。
ゆ
る
い
は
、
だ
ら
し
な
い
、
で
は
な
く
、
や
さ
し
い
、
に
近
い
の
で
は
な
い
か
。

最
後
に
、
妙
法
寺
を
舞
台
に
し
た
、
幕
末
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
仕
舞
に
し
た
い
。
最
後
の
将
軍
徳
川
慶
喜
が
恭
順
の
意
を
示
す

た
め
に
上
野
寛
永
寺
に
蟄
居
し
た
の
は

１
８
８
６
年(
慶
応
４
年)

２
月
１
１
日
の
こ
と
。
そ
の
処
遇
に
不
満
を
持
つ
、
元
一
橋
家
家
臣

で
幕
臣
の
渋
沢
誠
一
郎
な
ど
が
中
心
と
な
り
、
浅
草
本
願
寺
で
結
成
さ
れ
た
の
が
彰
義
隊
だ
。
旧
幕
府
は
、
彰
義
隊
が
新
政
府
に
対
抗

す
る
た
め
の
軍
事
組
織
と
見
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
、
そ
の
こ
ろ
悪
化
し
て
い
た
江
戸
の
治
安
を
安
定
さ
せ
る
目
的
で
、
市
中
取
り
締
ま

り
の
役
目
を
与
え
た
。
江
戸
が
無
血
開
城
し
、
慶
喜
は
生
家
の
水
戸
に
退
去
、
彰
義
隊
は
松
戸
ま
で
見
送
り
を
す
る
。
官
軍
に
対
し
て

敵
意
を
隠
そ
う
と
し
な
い
彰
義
隊
。
そ
れ
を
意
気
と
感
じ
、
上
野
の
山
に
は
せ
参
じ
る
者
多
数
。
慶
喜
と
い
う
隊
の
象
徴
を
失
い
、
さ

て
ど
う
す
る
。
内
部
で
意
見
の
対
立
が
起
こ
っ
た
。
日
光
へ
転
居
し
、
武
力
衝
突
を
避
け
よ
う
と
す
る
頭
取
渋
沢
誠
一
郎
。
上
野
に
と

ど
ま
り
、
輪

王
寺
宮
を
盟
主
と
し
官
軍
と
対
峙
し
よ
う
と
す
る
副
頭
取
の
天
野
八
郎
。
両
者
の
意
見
に
折
り
合
い
が
つ

か
ず
、
渋
沢
が

上
野
の
山
を
下
り
る
こ
と
に
な
る
。
再
起
を
図
る
た
め
に
渋
沢
と
そ
の
同
士
が
寄
り
集
ま

っ
た
の
が
、
妙
法
寺
の
門
前
に
あ
っ
た
料
亭

信
楽
亭
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
田
安
門
前
に
あ
っ
た
幕
府
陸
軍

駐
屯
所
に
官
軍
を
装
っ
て
侵
入
し
、
最
新
式
の
ミ
ニ
エ
ー
銃

２
０
０
挺
を

奪
い
と
る
。
さ
ら
に
妙
法
寺
か
ら
５
０
０
両
の
軍
資
金
を
脅
し
て
献
金
さ
せ
た
。
武
器
と
軍
資
金
を
賄
う
と
、
田
無
方
面
に
進
軍
す
る
。

彼
ら
を
追
っ
た
政
府
軍
と
の
戦
い
は
「
飯
能
戦
争
」
と
言
わ
れ
、
戊
辰
戦
争
の
一
コ
マ
と
な
っ
た
。
次
回
は
明
治

維
新
以
降
の
高
円
寺

の
庶
民
の
姿
を
描
い
て
い
き
ま
す

狩
野
俊

「本屋の未来をもっと探って模索できる場」として「本店・本屋の実験室」を２０２４年８月に指導されました。
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氏
子
地
域
の
盆
栽
屋

ラ
ビ
ア

デ
ッ
ソ
様
が
毎
月
盆
栽
を
神
社
に

届
け
て
く
れ
て
い
ま
す
。
素
敵
な

盆
栽
を
毎
月
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

◆
ご
祈
祷
の
ご
案
内

【氷川神社】
・初日の出の三つ巴
・正月の門松

 【気象神社】
・お餅のようなへびさん
・正月を彩るお花
※公式サイトに過去の御朱印を
掲載してますので、ご覧ください。

今
月
の
盆
栽

編
集
後
記

生命の言葉(令和七年一月)

今
月
の
御
朱
印

氷
川
神
社
で
は
各
種
祈
祷
を
承
っ
て

お
り
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
神
社
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

ま
た
気
象
神
社
で
は
晴
天
祈
願
を
は

じ
め
と
す
る
各
種
祈
願
を
承
っ
て
お
り

ま
す
。(

会
社
、
法
人
、
団
体
様
の
み
が

対
象
と
な
り
ま
す)

今月の花手水

いのち

ふ
り
つ
も
る
雪
に
も
耐
え
て
色
を
変
え

な
い
松
の
な
ん
と
雄
々
し
い
こ
と
か

人
も
こ
の
よ
う
に
あ
り
た
い
も
の
だ

令和７年１月の御朱印

ひ
か
わ
２
２
６
号
を
お
送
り
し

ま
し
た
。
令
和
６
年
は
と
に
か
く

「
猛
暑
」
の
印
象
が
強
か
っ
た
で

す
が
、
秋
を
飛
び
越
し
て
一
気
に

冬
に
入
り
ま
し
た
。
今
季
は
暖
冬

に
な
る
と
の
予
想
で
す
が
、
日
本

海
側
で
は
大
雪
に
警
戒
が
必
要
で

す
。令

和
に
な
り
早
く
も
６
年
が
経

ち
ま
し
た
。
時
間
が
経
過
す
る
の

は
年
々
早
く
な
り
ま
す
。
最
近
は

本
当
に
日
々
が
過
ぎ
る
の
が
早
く

感
じ
ま
す
。
今
後
と
も
気
軽
に
ご

参
拝
戴
け
る
よ
う
に
美
化
活
動
を

地
道
に
継
続
し
ま
す
。
宜
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す

グ
リ
ー
ン
バ
ー
ド
高
円
寺
チ
ー
ム

に
よ
る
境
内
清
掃

１
２
月
１
５
日(

日) 

グ
リ
ー
ン
バ
ー
ド

高
円
寺
チ
ー
ム
の
皆
様
が
境
内
清
掃
に
お

越
し
に
な
り
ま
し
た
。

グ
リ
ー
ン
バ
ー
ド
高
円
寺
チ
ー
ム
は
ゴ

ミ
拾
い
を
通
じ
て
、
高
円
寺
に
関
わ
る

様
々
な
人
を
つ
な
げ
て
、
地
域
を
盛
り
上

げ
る
為
に
活
動
さ
れ
て
ま
す
。
２
０
１
９

年
か
ら
年
末
の
清
掃
を
手
伝
っ
て
戴
い
て

お
り
、
今
回
で
５
回
目
と
な
り
ま
し
た
。

当
日
は
境
内
各
所
の
落
ち
葉
を
全
て
集

め
て
戴
き
ま
し
た
。
参
加
者
も
年
々
増
え

て
お
り
、
今
回
は
小
さ
な
お
子
様
も
含
め

て
３
０
名
の
方
々
に
ご
参
加
し
て
戴
き
ま

し
た
。
当
日
は
抜
群
の
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
を

発
揮
し
て
戴
き
、
あ
っ
と
い
う
間
に
約
５

０
袋
ほ
ど
の
収
穫
と
な
り
ま
し
た
。
今
後

と
も
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

宝扇会の皆様に境内清掃
をして戴きました。いつも本
当に有難う御座います。

令和７年正月のコースター。かわいいへびさ
んです。正月期間に参拝者に配布しました。

グリーンバード高円寺チームの皆様
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