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ご
あ
い
さ
つ

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
が
中
々
止
ま
ら
ず
、
長
期
化
す
る
に

つ
れ
て
医
療
や
経
済
、
教
育
な
ど
の
国
民
生
活
に
及
ぼ
す
影
響
は
計
り
知
れ

な
い
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

笠
間
稲
荷
神
社
に
は
全
国
各
地
に
ご
崇
敬
者
が
お
ら
れ
、
毎
年
数
多
く
の

ご
参
列
者
の
下
で
盛
大
な
祭
典
が
執
り
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
感
染
防
止
の

為
に
こ
れ
ま
で
は
規
模
を
縮
小
し
て
の
お
祭
り
が
続
い
て
き
ま
し
た
。
今
後

は
、
国
や
各
自
治
体
の
自
粛
要
請
緩
和
の
動
き
に
合
わ
せ
、
細
心
の
注
意
を

払
い
な
が
ら
ご
参
拝
者
の
こ
と
を
思
い
、
少
し
ず
つ
元
の
状
態
へ
戻
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
困
難
な
状
況
の
中
で
日
々
献
身
的
な
対
応
に
あ
た
ら
れ
て
お
ら
れ
ま

す
医
療
従
事
者
を
は
じ
め
と
し
た
ご
関
係
の
皆
様
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま

す
と
共
に
、
こ
の
度
の
豪
雨
災
害
等
で
被
害
に
遭
わ
れ
ま
し
た
方
々
に
心
か

ら
お
見
舞
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
本
年
は
日
本
書
紀
編
纂
千
三
百
年
の
記
念
す
べ
き
年
に
あ
た
り
ま

す
。
国
内
向
け
の
古
事
記
に
対
し
、
日
本

4

4

書
紀
は
日
本
の

4

4

4

国
威
を
示
し
、
国

際
的
地
位
を
高
め
る
た
め
に
、
国
外
向
け
に
編
纂
さ
れ
た
歴
史
書
だ
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
当
時
の
東
ア
ジ
ア
の
共
通
語
で
あ
っ
た
漢
文
で

書
か
れ
、
記
述
法
も
中
国
の
史
書
に
な
ら
っ
て
年
代
順
に
出
来
事
を
書
い
て

い
く
編
年
体
を
概
ね
用
い
て
い
ま
す
。

　

古
代
の
東
ア
ジ
ア
で
は
日
本
列
島
に
暮
ら
す
人
々
の
こ
と
を
倭
人
と
言
い
、

そ
の
地
域
を
倭
と
称
し
て
い
ま
し
た
。
倭
と
い
う
の
は
背
が
曲
が
り
、
小
さ

く
て
弱
々
し
い
と
い
う
意
味
の
侮
蔑
的
な
言
葉
で
し
た
。
そ
の
倭
を
日
本
に

変
え
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
統
治
者
の
称
号
を
こ
れ
ま
で
の
大お

お
き
み王

か
ら
天
皇

へ
と
改
め
ま
し
た
。
日ひ

出い

ず
る
国
、
日ひ

の
本も

と

の
国
に
は
立
派
な
歴
史
が
あ
る

こ
と
を
知
ら
せ
る
も
の
が
日
本
書
紀
で
し
た
。
神
道
と
い
う
語
が
初
め
て
使

用
さ
れ
た
日
本
書
紀
に
は
神
々
か
ら
そ
の
子
孫
と
し
て
の
天
皇
に
つ
な
が
る

系
譜
や
歴
代
の
天
皇
に
つ
い
て
の
詳
細
な
記
述
が
あ
り
ま
す
し
、
様
々
な
異

説
に
つ
い
て
も
あ
え
て
統
一
す
る
こ
と
は
せ
ず
に
、
客
観
的
に
列
挙
さ
れ
て

い
ま
す
。
ぜ
ひ
一
読
し
て
い
た
だ
き
た
い
史
書
で
す
。

　

ま
た
、
今
上
天
皇
陛
下
が
ご
即
位
さ
れ
ま
し
た
令
和
元
年
は
山
崎
闇
斎
生

誕
四
百
年
の
お
め
で
た
い
年
で
も
あ
り
ま
し
た
。
闇
斎
は
日
本
書
紀
や
当
社

で
斎
行
し
て
い
る
わ
が
国
最
古
の
祓
い
で
あ
る
中
臣
祓
を
重
ん
じ
、
伊
勢
神

宮
に
参
詣
し
て
信
仰
を
深
め
、
垂
加
神
道
を
唱
え
た
神
道
思
想
家
で
す
。
垂

加
と
は
闇
斎
の
号
で
、
天
照
大
御
神
の
神
勅
の
正
直
で
清
浄
な
心
を
も
っ
て

祈
れ
ば
、
神
々
は
お
恵
み
を
下
さ
れ
る
（
神
垂4

祈
祷
、
冥
加4

正
直
）
と
い
う
こ

と
に
由
来
す
る
も
の
で
す
。
天
照
大
御
神
と
そ
の
子
孫
の
天
皇
に
よ
る
統
治

の
道
が
神
道
で
あ
る
と
し
、
皇
統
や
君
臣
関
係
を
重
視
し
ま
し
た
。
人
間
に

は
神
の
霊
が
内
在
し
て
お
り
、
神
と
一
体
と
な
る
た
め
に
心
身
の
清
浄
を
保

つ
よ
う
に
す
べ
き
だ
と
も
説
い
て
い
ま
す
。

　

わ
が
国
は
、
国
家
意
識
に
芽
生
え
て
七
世
紀
の
後
半
に
は
日
本
と
い
う
国

号
を
用
い
て
体
制
を
整
え
て
い
き
ま
し
た
。
日
本
の
読
み
方
に
つ
い
て
は「
ニ

ホ
ン
」
と
「
ニ
ッ
ポ
ン
」
の
二
通
り
が
あ
り
ま
す
。
戦
国
時
代
に
来
日
し
た
イ

エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
た
ち
が
残
し
た
記
録
や
辞
典
に
よ
る
と
ふ
だ
ん
の
生
活

の
場
で
は
「
ニ
ホ
ン
」
と
言
い
、
特
別
な
時
や
改
ま
っ
た
場
で
は
「
ニ
ッ
ポ
ン
」

と
言
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
政
府
は
両
方
と
も
広
く
通
用
し
て
い
る
の
で
ど

ち
ら
か
一
方
に
統
一
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
は
皇
室
を
中
心
と
す
る
麗
し
い
日
本
の
歴
史
と
文
化
を
継
承
し
な

が
ら
誇
り
あ
る
国
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
、
そ
の
こ
と
を
憲

法
の
中
に
も
反
映
さ
せ
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

　

笠
間
稲
荷
神
社　

宮
司　

塙　

東
男　
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す
る
ご
報
告
と

感
染
拡
大
防
止
対
策
協
力
の
お
願
い

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
世
界
規
模
で
流

行
し
、
令
和
二
年
四
月
に
は
茨
城
県
を
含
む
七
都
府

県
に
緊
急
事
態
宣
言
が
発
令
︵
後
に
全
都
道
府
県
に

拡
大
︶
さ
れ
、
不
要
不
急
の
外
出
自
粛
を
余
儀
な
く

さ
れ
る
な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
日
常
生
活
が
一
変
し
、

新
し
い
生
活
様
式
が
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　

当
社
で
は
令
和
二
年
三
月
よ
り
御
崇
敬
者
の
皆
さ

ま
の
安
全
と
感
染
症
拡
大
防
止
の
為
、
次
の
通
り
祭

事
の
縮
小
斎
行
、
ま
た
は
や
む
を
得
ず
斎
行
見
送
り

と
致
し
ま
し
た
こ
と
を
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
境
内
・
社
務
所
に
お
け
る
感
染
症
拡
大
予
防

の
た
め
次
の
通
り
対
策
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　

緊
急
事
態
宣
言
下
で
は
、
笠
間
稲
荷
美
術
館
の
臨

時
休
館
︵
四
月
二
十
六
日
～
五
月
七
日
迄
︶
や
祈
祷

直
会
膳
提
供
の
中
止
の
判
断
を
し
、
ご
来
社
の
皆
さ

ま
に
は
ご
迷
惑
を
お
か
け
致
し
ま
し
た
こ
と
お
詫
び

申
し
上
げ
ま
す
。

　

今
後
の
祭
事
に
関
し
ま
し
て
も
、
皆
さ
ま
に
安
心

し
て
ご
来
社
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
、
感
染
拡
大
状
況

に
応
じ
て
都
度
変
更
や
縮
小
、
制
限
等
対
策
を
取
ら

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
当
社
及
び
東
京
別
社
︵
日
本

橋
浜
町
︶
の
最
新
情
報
は
神
社
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

公
式
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
で
随
時
お
知
ら
せ
い
た
し
ま

す
の
で
、
ご
理
解
ご
協
力
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願

い
致
し
ま
す
。

 

◆ 

東
京
都
中
央
区　

株
式
会
社
大
松　

殿

 

◆ 

埼
玉
県
草
加
市　

株
式
会
社
長
谷
川
製
作
所　

殿

 

◆ 

三
重
県
伊
勢
市　

株
式
会
社
湊　

殿

 

◆ 

京
都
府
京
都
市　

株
式
会
社
秋
江　

殿

 

◆ 

茨
城
県
笠
間
市　

德
藏　

常
松　

殿

　
マ
ス
ク
等
は
感
染
症
予
防
対
策
に
大
切
に
使
用
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
御
奉
納
賜
り
ま
し
た
皆
さ
ま

に
は
衷
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

マ
ス
ク
・
フ
ェ
イ
ス
シ
ー
ル
ド
・

ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
液
の
奉
納
者
芳
名

三
月 

八
日 

絵
馬
祭
・
絵
馬
炎
上
祭
の
み
斎
行

 
 

絵
馬
回
収
行
列
・
絵
馬
コ
ン
ク
ー
ル

 
 

表
彰
式
中
止

四
月 

九
日 

 

例
大
祭
　
献
幣
使
・
職
員
・
総
代
の
み
で

斎
行

 
 

献
香
・
献
茶
・
献
華
・
野
点
の
奉
仕
中
止

五
月 

十
日 

御
田
植
祭
　
職
員
・
総
代
の
み
で
斎
行

 
 

早
乙
女
・
舞
姫
・
歌
姫
の
奉
仕
中
止

五
月 

二
十
五
日 

講
社
大
祭
　
斎
行
見
送
り

六
月 

二
十
八
日 

車
の
茅
の
輪
く
ぐ
り
　
斎
行
見
送
り

六
月 

三
十
日 

夏
越
の
大
祓

 
 

直
会
・
蕎
麦
の
振
る
舞
い
中
止

九
月 

二
十
二
日 

小
笠
原
流
三
々
九
手
挟
式
　
規
模
縮
小

十
月 

十
五
日 

尚
歯
祭
　
斎
行
見
送
り
　
奉
告
祭
斎
行

十
月 

十
七
日
〜 

笠
間
の
菊
ま
つ
り
　
規
模
縮
小

十
月 

二
十
六
日 

本
宮
祭
　
直
会
中
止

　
〜
二
十
八
日

十
一
月 

三
日 

神
事
流
鏑
馬
　
斎
行
見
送
り

・
手
水
舎
の
柄
杓
撤
去

・
各
所
に
手
指
消
毒
液
の
設
置

・
祈
祷
受
付
所
、
授
与
所
に
飛
沫
防
止
シ
ー
ト
を
設
置

・
マ
ス
ク
着
用
に
て
崇
敬
者
対
応

・
御
祈
祷
者
控
室
内
の
座
席
数
減
、
使
用
後
の
消
毒

・ 

拝
殿
内
の
胡
床
は
職
員
が
設
置
し
間
隔
を
広
く
取
り
、

使
用
後
は
消
毒

・
直
会
提
供
時
、
間
隔
を
確
保
で
き
る
よ
う
長
卓
を
使
用

・
祈
祷
後
の
御
神
酒
提
供
中
止

・
建
物
内
換
気
の
励
行

・
境
内
喫
煙
所
（
灰
皿
設
置
場
所
）
の
縮
小

▲ 柄杓なしで利用できるように
　竹筒を取り付けた手水舎

▲ 飛沫防止シートを設置した
　祈祷及び御朱印受付所

▲ 飛沫防止シートを設置した
　東京別社受付・授与所
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T H I N K & T A L K

感
染
症
流
行
に
お
け
る

変
化
と
対
応

塙
　
ま
ず
は
、
水
戸
済
生
会
総
合

病
院
の
名
誉
院
長
の
ご
就
任
お
め

で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

村
田
　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

塙
宮
司
と
は
か
れ
こ
れ
10
年
以
上

の
お
付
き
合
い
に
な
る
で
し
ょ
う

か
。
宮
司
に
は
茨
城
県
済
生
会
の

理
事
を
や
っ
て
い
た
だ
い
て
い
ま

す
し
、
地
元
の
方
々
が
集
ま
る
有

志
会
に
も
お
招
き
い
た
だ
い
た
り

し
て
、
大
変
お
世
話
に
な
り
、
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

塙
　
こ
ち
ら
こ
そ
、
本
日
は
お
忙

し
い
と
こ
ろ
対
談
の
お
時
間
を
い

た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
先
生
は
、
プ
ラ
イ
ベ
ー

ト
で
も
笠
間
稲
荷
神
社
に
何
度
も

い
ら
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
と
か
。

村
田
　
え
え
。
桜
川
市
出
身
と
い

う
こ
と
も
あ
っ
て
、
笠
間
稲
荷
神

社
に
は
た
び
た
び
参
拝
し
て
い
ま

す
。
初
詣
や
初
孫
の
お
宮
参
り
も

こ
ち
ら
で
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
し
、
県
外
か
ら
の
お
客
様
を
ご

案
内
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
で

す
か
ら
、
非
常
に
親
し
み
を
感
じ

て
い
る
神
社
の
一
つ
で
す
。
今
年

は
感
染
症
流
行
の
影
響
で
多
く
の

神
社
仏
閣
が
例
祭
な
ど
を
中
止
さ

れ
て
い
ま
す
ね
。
笠
間
稲
荷
神
社

第34回

地域における医療と神社
　　　　　　　医師／村田　実 氏

笠間稲荷神社　宮司／塙　　東男

国
難
を
乗
り
切
る
た
め
に

今
、
私
た
ち
に
で
き
る
こ
と

塙　東男

笠間稲荷神社　宮司



は
い
か
が
で
す
か
？

塙
　
大
勢
の
方
が
集
ま
る
祭
事
に

つ
い
て
は
、
今
年
は
や
む
な
く
役

員
、
総
代
並
び
に
職
員
で
執
り
行

い
ま
し
た
。
拝
殿
で
の
ご
祈
祷
は

受
け
付
け
て
い
ま
す
が
、
控
室
も

拝
殿
も
崇
敬
者
の
方
々
が
そ
れ
ぞ

れ
十
分
な
距
離
を
空
け
て
座
れ
る

よ
う
留
意
し
て
い
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
消
毒
液
の
設
置
、

職
員
の
検
温
・
マ
ス
ク
着
用
、
窓

口
に
ビ
ニ
ー
ル
カ
ー
テ
ン
を
設
置

す
る
な
ど
の
感
染
症
対
策
も
徹
底

的
に
行
っ
て
い
ま
す
。
水
戸
済
生

会
総
合
病
院
は
い
か
が
で
し
ょ
う

か
。
医
療
現
場
は
特
に
大
変
だ
っ

た
の
で
は
な
い
で
す
か
。

村
田
　
そ
う
で
す
ね
。
い
ま
だ
大

変
な
状
態
が
続
い
て
い
ま
す
。
当

院
で
も
感
染
症
の
患
者
さ
ん
を
受

け
入
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
た
め
に

一
つ
の
病
棟
を
丸
ご
と
感
染
症
の

患
者
さ
ん
専
用
に
し
、
四
十
数
人

か
ら
な
る
専
従
チ
ー
ム
を
配
置
し

ま
し
た
。
感
染
症
の
対
応
に
は
人

員
も
ス
ペ
ー
ス
も
相
当
必
要
で
す
。

そ
の
た
め
、
病
院
は
人
手
不
足
、

病
床
不
足
に
陥
っ
て
い
ま
す
。

　

患
者
さ
ん
の
病
院
離
れ
も
懸
念

事
項
の
一
つ
で
す
。
診
療
が
必
要

な
患
者
さ
ん
が
、
院
内
で
の
感
染

を
恐
れ
て
来
院
さ
れ
な
い
の
で
す
。

塙
　
そ
れ
は
心
配
で
す
ね
。

村
田
　
は
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

2
月
の
感
染
拡
大
以
降
、
気
が
抜

け
な
い
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。

正
し
く
恐
れ
て

思
い
や
り
を
忘
れ
な
い

塙
　
感
染
症
拡
大
は
い
わ
ば
国
難

で
す
。
こ
れ
は
い
つ
ま
で
続
く
の

で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
乗
り
越
え

る
た
め
に
私
た
ち
に
何
が
で
き
る

の
で
し
ょ
う
か
。

村
田
　
私
は
感
染
症
の
専
門
家
で

は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
あ
く
ま
で

個
人
の
見
解
と
し
て
聞
い
て
い
た

だ
き
た
い
の
で
す
が
、
ワ
ク
チ
ン

が
で
き
て
必
要
な
量
が
行
き
渡
る

ま
で
は
も
う
少
し
時
間
が
か
か
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の

よ
う
な
先
行
き
が
見
え
な
い
状
況

下
に
あ
っ
て
大
切
な
の
は
、「
正
し

く
恐
れ
る
」
こ
と
だ
と
私
は
考
え

て
い
ま
す
。

塙
　
正
し
く
恐
れ
る
、
で
す
か
？

村
田
　
え
え
。
感
染
し
な
い
、
そ

し
て
感
染
さ
せ
な
い
よ
う
、
十
二

分
に
気
を
つ
け
て
行
動
す
る
こ
と

は
も
ち
ろ
ん
大
事
で
す
。
た
だ
、

感
染
を
恐
れ
る
あ
ま
り
、
感
染
し

て
し
ま
っ
た
人
を
攻
撃
す
る
よ
う

な
こ
と
が
あ
っ
て
は
い
け
な
い
と

思
う
の
で
す
。

塙
　
医
療
従
事
者
や
そ
の
家
族
が

差
別
的
な
扱
い
を
受
け
る
と
い
う

問
題
も
起
き
て
い
ま
す
ね
。

村
田
　
は
い
。
家
族
を
感
染
か
ら

守
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
は
と
て

も
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、

医
療
従
事
者
も
こ
の
未
曾
有
の
事

態
を
何
と
か
収
束
さ
せ
よ
う
と
懸

命
に
働
い
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
と
も

暖
か
く
見
守
っ
て
い
た
だ
き
、
ご

支
援
を
た
ま
わ
れ
ば
う
れ
し
く
思

い
ま
す
。

村田　実 氏 

水戸済生会総合病院　名誉院長
1978年、新潟大学医学部卒業。1980年、新
潟大学第一内科にて循環器内科医師として
のキャリアをスタートする。1985年、日本
心臓血圧研究振興会 榊原記念病院にて研
究員として勤務。1989年、水戸済生会総合
病院 循環器内科主任部長に着任。2009年、
水戸済生会総合病院　病院長に就任。2020
年より現職。



塙
　
こ
う
い
う
と
き
だ
か
ら
こ
そ

冷
静
に
な
り
、
助
け
合
い
、
支
え

合
う
気
持
ち
を
大
切
に
し
た
い
も

の
で
す
ね
。

村
田
　
は
い
。
ま
た
、
先
ほ
ど
も

申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
院
内
感
染

を
恐
れ
て
診
療
が
必
要
な
の
に
来

院
さ
れ
な
い
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
。
こ
れ
は
非
常
に
心
配
で
す
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
人
々
が
パ
ニ
ッ

ク
に
な
っ
て
経
済
活
動
が
ス
ト
ッ

プ
し
て
し
ま
う
と
困
窮
さ
れ
る
方

も
大
勢
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
。

塙
　
だ
か
ら
こ
そ
、「
正
し
く
恐
れ

る
」
こ
と
が
重
要
な
の
で
す
ね
。

村
田
　
は
い
。
う
が
い
・
手
洗
い
や
、

密
に
な
ら
な
い
た
め
の
対
策
を

し
っ
か
り
と
実
践
し
つ
つ
、
や
る

べ
き
こ
と
を
や
る
。
そ
れ
が
大
切

な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

精
神
的
支
柱
と
し
て
の

神
社
の
役
割

村
田
　
医
療
機
関
に
は
、
人
々
の

健
や
か
な
暮
ら
し
を
守
る
と
い
う

役
目
が
あ
り
ま
す
。
一

方
、
神
社
に
は
、
地
域
の

人
た
ち
の
心
を
支
え
る

と
い
う
、
こ
れ
ま
た
と
て

も
重
要
な
役
割
が
あ
る

と
感
じ
て
い
ま
す
。
塙
宮

司
は
ど
の
よ
う
に
お
考

え
で
す
か
。

塙
　
先
生
の
お
っ
し
ゃ

る
通
り
で
す
。
現
在
の
よ

う
に
医
療
技
術
が
進
ん

で
い
な
い
時
代
、
人
々
は

神
仏
に
国
難
排
除
を
願

い
、
心
の
平
安
を
保
っ
て
き
ま
し

た
。
医
療
が
発
展
し
た
現
代
に
お

い
て
も
、
毎
年
6
月
の
晦
日
と
12

月
の
大
晦
日
に
は
大
祓
式
が
斎
行

さ
れ
、
大
勢
の
方
が
参
加
さ
れ
ま

す
。
大
祓
式
は
、
普
段
の
生
活
に

お
い
て
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち

に
犯
し
て
し
ま
っ
た
罪
や
触
れ
て

し
ま
っ
た
穢
れ
を
祓
い
、
心
身
を

清
め
る
古
式
ゆ
か
し
い
神
事
で
す
。

ま
た
折
々
に
病
気
平
癒
の
祈
祷
な

ど
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
昔
も
今

も
、
大
き
な
災
い
が
起
こ
っ
た
と

き
、
神
社
は
人
々
の
心
の
支
え
と

な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
大
祓
式
か
ら
も
わ
か
る

よ
う
に
、
神
道
で
は
心
身
の
清
浄

を
尊
び
ま
す
。
神
社
に
参
詣
す
る

際
は
手
水
舎
で
手
と
口
を
す
す
い

で
い
た
だ
き
ま
す
し
、
ご
祈
祷
で

は
大
麻
を
振
っ
て
心
身
の
穢
れ
を

祓
い
ま
す
。
日
本
は
感
染
症
に
よ

る
死
亡
者
が
少
な
い
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
が
、
清
潔
を
重
ん
じ
る
日

本
古
来
の
文
化
の
影
響
も
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。

村
田
　
そ
れ
は
あ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
日
本
で
う
が
い
・
手
洗
い

の
習
慣
が
広
が
っ
た
の
は
、
科
学

的
な
根
拠
が
あ
っ
て
と
い
う
よ
り

も
、き
れ
い
好
き
な
国
民
性
と
、「
手

洗
い
や
う
が
い
は
病
気
の
予
防
に

い
い
」
と
い
う
経
験
に
基
づ
い
て

の
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
今
、

感
染
症
の
拡
大
防
止
に
役
立
っ
て

い
る
と
考
え
る
専
門
家
は
少
な
く

あ
り
ま
せ
ん
。

塙
　
た
と
え
感
染
症
が
収
束
し
て

も
、
日
本
人
が
学
校
で
、
ま
た
家

庭
で
教
え
伝
え
て
き
た
う
が
い
・

手
洗
い
の
習
慣
は
続
け
て
い
き
た

い
も
の
で
す
ね
。

地
域
の
未
来
の
た
め
に

役
目
を
果
た
す

塙
　
神
社
が
地
域
の
人
た
ち
の
精

5
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神
的
支
柱
だ
と
す
る
な
ら
、
水
戸

済
生
会
総
合
病
院
は
地
域
医
療
の

要
で
す
。
今
回
の
感
染
症
流
行
で

病
院
は
と
て
も
厳
し
い
状
態
に
あ

る
と
思
い
ま
す
が
、
今
後
の
展
望

な
ど
あ
り
ま
し
た
ら
お
聞
か
せ
く

だ
さ
い
。

村
田
　
病
院
は
大
切
な
命
を
預
か

る
場
所
で
す
。
で
す
か
ら
、
ま
ず

は
院
内
感
染
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
、

今
後
も
対
策
を
徹
底
し
て
い
く
こ

と
が
最
も
重
要
と
考
え
ま
す
。
ま

た
、
水
戸
済
生
会
総
合
病
院
に
は

総
合
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
、

救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
が
あ
り
、
地

域
の
周
産
期
医
療
と
救
急
医
療
の

中
核
的
機
能
を
担
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
の
体
制
づ
く

り
を
い
っ
そ
う
進
め
て

い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

塙
　
先
生
を
は
じ
め
と

す
る
医
療
従
事
者
の

方
々
の
使
命
感
と
ご
尽

力
に
は
本
当
に
頭
が
下

が
り
ま
す
。

村
田
　
そ
う
い
っ
て
い

た
だ
け
る
と
私
に
と
っ

て
も
病
院
の
ス
タ
ッ
フ

に
と
っ
て
も
大
変
な
励

み
に
な
り
ま
す
。
も
う
一

点
、
こ
れ
は
個
人
的
な
考
え
で
す

が
、
今
回
の
感
染
症
拡
大
が
地
域

医
療
構
想
を
見
直
す
き
っ
か
け
に

な
っ
て
く
れ
た
ら
と
思
っ
て
い
ま

す
。
地
域
医
療
構
想
は
、
少
子
高

齢
化
時
代
を
見
据
え
、
効
率
的
な

医
療
提
供
体
制
を
実
現
す
る
た
め

の
取
組
み
で
、
そ
の
一
つ
に
病
床

数
の
削
減
が
あ
り
ま
す
。
人
口
が

減
れ
ば
そ
の
分
病
床
が
余
る
か
ら
、

段
階
的
に
減
ら
し
ま
し
ょ
う
と
い

う
わ
け
で
す
。

　

た
だ
、
地
域
医
療
構
想
は
、
今

回
の
よ
う
に
感
染
症
が
大
規
模
に

起
き
た
場
合
は
想
定
し
て
い
ま
せ

ん
。
病
床
数
が
減
っ
た
状
態
で
パ

ン
デ
ミ
ッ
ク
が
起
き
た
ら
ど
う
な

る
か
。
こ
の
点
を
も
う
一
度
、
議

論
し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
っ
て

い
る
の
で
す
。

塙
　
そ
れ
は
ぜ
ひ
、
し
っ
か
り
と

議
論
し
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
。

村
田
　
え
え
。
笠
間
稲
荷
神
社
は

い
か
が
で
す
か
。
感
染
症
の
影
響

で
一
時
期
は
参
拝
を
中
止
し
た
神

社
も
あ
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

塙
　
感
染
を
拡
大
さ
せ
な
い
よ
う
、

「
密
」
を
避
け
る
対
策
は
し
っ
か
り

と
取
る
べ
き
で
す
。
一
方
で
、
こ

ん
な
と
き
だ
か
ら
こ
そ
お
参
り
し

た
い
と
い
う
皆
さ
ん
の
お
気
持
ち

に
も
で
き
る
だ
け
応
え
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。「
感
染
症
が
早
く

収
ま
り
ま
す
よ
う
に
」「
感
染
し
ま

せ
ん
よ
う
に
」
と
願
う
人
々
の
想

い
に
寄
り
添
う
事
は
、
私
た
ち
神

社
の
役
目
の
一
つ
で
す
か
ら
。

村
田
　
現
代
は
、
科
学
文
明
が
高

度
に
発
達
し
、
個
人
が
尊
重
さ
れ

る
時
代
で
す
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん

す
ば
ら
し
い
け
れ
ど
も
、
孤
独
感

に
さ
い
な
ま
れ
て
、
心
の
バ
ラ
ン

ス
を
失
っ
て
し
ま
う
方
も
い
ま
す
。

感
染
症
の
拡
大
で
不
安
を
抱
え
て

い
る
方
も
多
い
で
し
ょ
う
。
そ
う

し
た
状
況
に
あ
っ
て
、
神
社
や
お

寺
は
人
々
の
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
で

あ
る
と
思
う
の
で
す
。

　

ま
た
、
笠
間
稲
荷
神
社
は
地
域

観
光
に
お
い
て
も
長
く
中
心
的
な

役
割
を
果
た
し
て
こ
ら
れ
て
い
ま

す
し
、
地
域
振
興
の
要
と
し
て
の

期
待
も
大
き
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

塙
　
お
っ
し
ゃ
る
通
り
で
す
。
当

社
は
日
本
三
大
稲
荷
の
一
つ
に
数

え
ら
れ
て
い
ま
し
て
、
年
間
を
通

じ
て
大
勢
の
観
光
客
が
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
。
今
年
6
月
に
は
笠

間
焼
が
益
子
焼
と
と
も
に
日
本
遺

産
に
認
定
さ
れ
、
当
社
は
も
ち
ろ

ん
笠
間
市
、
そ
し
て
益
子
町
の
寺

社
や
史
跡
も
遺
産
の
構
成
文
化
財

に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
は
こ

う
し
た
文
化
財
と
う
ま
く
連
携
し

な
が
ら
、
笠
間
、
ひ
い
て
は
茨
城

の
観
光
や
産
業
を
盛
り
立
て
て
い

け
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

村
田
　
病
院
と
神
社
、
そ
れ
ぞ
れ

が
役
割
を
一
生
懸
命
に
果
た
し
て
、

地
域
に
貢
献
し
て
い
き
た
い
で
す

ね
。

塙
　
は
い
。
尽
力
し
た
い
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。
本
日
は
お
忙
し
い

中
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。



令
和
二
年

十
月

 

十
五
日 

尚
歯
祭

 

十
七
日 

神
嘗
奉
祝
祭

 
 

菊
ま
つ
り
開
場
式

二
十
六
日
〜
二
十
八
日

 
 

本
宮
祭

十
一
月

 

三
日 

明
治
祭

 

十
五
日 

霜
月
祭

 

二
十
三
日  

新
嘗
祭
・
献
穀
献
繭
祭

新
嘗
祭
・
献
穀
献
繭
祭

　
「
新
嘗
祭
︵
に
い
な
め
さ
い
︶」
は
、
宮
中

に
お
い
て
そ
の
年
の
新
穀
を
神
々
に
供
え
る

と
共
に
、
天
皇
陛
下
が
そ
の
年
の
新
穀
を
初

め
て
召
し
上
が
ら
れ
る
祭
典
で
す
。
全
国
の

各
神
社
に
お
い
て
も
新
穀
を
神
前
に
供
え
祭

祀
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

当
社
で
は
、「
献
穀
献
繭
祭
」
と
称
し
、

新
穀
、
新
繭
が
神
前
に
供
え
ら
れ
る
他
、
献

穀
品
、
献
繭
品
の
品
評
会
が
実
施
さ
れ
て
お

り
ま
す
。

十
二
月

 

二
十
一
日 

御
火
焚
串
炎
上
祭

 

二
十
八
日 

鹿
島
祓

 

三
十
一
日 

大
祓
式

令
和
三
年

一
月

 

一
日 

歳
旦
祭

 

三
日 

元
始
祭

 

五
日 

釿
始
祭

 

七
日 

昭
和
天
皇
祭
遙
拝
式

 

十
日 

初
事
比
羅
祭

 

十
四
日 

尖
閣
諸
島
安
全
祈
願
祭

 

十
五
日 

古
札
炎
上
祭

 

十
六
日 

初
甲
子
祭

 

二
十
二
日 

御
本
殿
畳
奉
納
奉
告
祭

 

二
十
五
日 

初
天
神
祭

二
月

 

二
日 

節
分
追
儺
式

 

三
日 

初
午
大
祭

 

七
日 

北
方
領
土
返
還
祈
願
祭

 

八
日 

針
供
養
祭

 

十
一
日 

紀
元
祭

 
 

旧
大
祓
式

 

十
二
日 

旧
歳
旦
祭

 

十
四
日 

祈
年
祭
・
初
穂
講
大
祭

 

二
十
三
日 

天
長
祭

節
分
追
儺
式

　

笠
間
稲
荷
神
社
で
は
節
分
の
日
に
、
午
後

三
時
と
午
後
七
時
の
二
回
、
神
事
節
分
追
儺

式
を
行
い
ま
す
。「
節
分
祭
」
は
冬
の
節
か

ら
春
の
節
に
移
る
立
春
の
前
日
に
行
い
、
悪

疫
退
散
・
除
災
招
福
を
祈
る
神
事
で
す
。

　

当
社
の
節
分
追
儺
式
は
拝
殿
に
お
い
て
の

祭
典
終
了
後
、
境
内
の
特
設
撤
豆
台
に
お
い

祭
事
予
定

十
月

十
一
月

十
二
月

二
月

一
月

御火焚串炎上祭
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て
神
職
が
古
式
に
則
り
、
桃
の
弓
、
芦
の
矢
、

桃
の
杖
で
追
儺
式
を
行
い
ま
す
。

初
午
大
祭

旧
初
午
大
祭

　

初
午
大
祭
と
は
、
新
暦
・
旧
暦
と
も
に
二

月
の
最
初
の
午
の
日
に
行
わ
れ
る
お
祭
り

で
、「
事
始
め
」「
仕
事
始
め
」
の
日
と
し
て

大
切
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

当
社
で
は
こ
の
初
午
の
日
に
毎
年
収
穫
さ

れ
る
穀
物
の
豊
作
と
商
工
業
を
は
じ
め
す
べ

て
の
物
事
が
順
調
に
発
展
す
る
こ
と
を
稲
荷

の
大
神
様
に
祈
願
し
、
国
家
と
国
民
の
安
泰

を
祈
り
ま
す
。

三
月

 

中
旬 

絵
馬
祭
・
絵
馬
炎
上
祭

 

二
十
日 

春
季
皇
霊
祭
遙
拝
式

 

二
十
三
日 

旧
初
午
大
祭

四
月

 

三
日 

神
武
天
皇
祭
遙
拝
式

 
九
日 

例
大
祭

 

二
十
九
日 

昭
和
祭

五
月

 

十
日 

御
田
植
祭

 

下
旬 

本
宮
祭

御
田
植
祭

　

笠
間
稲
荷
神
社
で
は
、
毎
年
五
月
十
日
、

稲
荷
神
社
御
神
饌
田
に
お
い
て
古
式
ゆ
か
し

く
御
田
植
祭
を
斎
行
し
ま
す
。
御
田
植
祭
は

そ
の
年
の
豊
穣
を
祈
願
す
る
と
と
も
に
、
稲

荷
の
大
神
様
に
毎
日
御
供
え
す
る
御
米
︵
み

け
︶
を
栽
培
す
る
稲
苗
の
植
付
け
の
神
事
で

あ
り
、
由
緒
あ
る
重
儀
と
し
て
厳
修
し
て
い

ま
す
。六

月

 

下
旬 

車
の
茅
の
輪
く
ぐ
り

 

三
十
日 

夏
越
の
大
祓

 
 

茅
の
輪
く
ぐ
り

三
月

六
月

四
月

五
月

本
年
度
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

予
防
対
策
の
た
め
、
神
事
流
鏑
馬
の
斎
行

は
見
送
り
と
な
り
ま
し
た
。

初午大祭

夏越の大祓

節分追儺式
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各祭事は変更となる場合がございます。最新情報は神社ホームページをご覧になるか、

社務所（0296-73-0001）までお問い合わせ下さい。 ホームページ▶



皆さまに安全に御祈祷をお受けいただく為、
以下の感染症予防対策にご理解をお願いいたします

● 風邪、発熱症状（37.5度以上）及び下記の症状に該当する方はご来社をご遠慮ください。
　【咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、味覚・嗅覚障害、眼の痛みや結膜の充血、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐】
● 新型コロナウイルス陽性とされた方との濃厚接触がある場合、同居家族や身近な知人に感染
が疑われる方がいる場合、ご来社をご遠慮ください。またできる限り少人数でのご来社にご
理解をお願いいたします。
● 手指消毒液をご利用いただき、控え室、拝殿内ではマスクの着用にご協力をお願いいたします。
● 正月三が日、土日祝日、また元旦深夜一番祈祷及び午前10時～午後1時までの御祈祷は大変
混み合います。できる限り混雑時間帯を避け、平日のご来社をご検討ください。
●混雑時間帯は密集回避のため、ご昇殿をお待ちいただく場合がございますのでご了承願います。
●玉串奉奠は斎主のみといたします。斎主にあわせてご拝礼ください。
● 1月1日～1月末日まで直会膳の提供は中止いたします。

上記対策は状況によって変更することもございますので皆さまのご協力をお願い申し上げます。

　

令
和
三
年
の
新
春
初
祈
祷
の
事
前
申
込
み
を
受
け
付
け

て
お
り
ま
す
。

　

お
申
し
込
み
は 

①
直
接
来
社 

②
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

③
F
A
X
に
て
承
っ
て
お
り
ま
す
。

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
▼http://w
w
w
.kasam

a.or.jp/

　

F
A
X
▼
〇
二
九
六
―
七
三
―
〇
〇
〇
二

　

当
社
東
京
別
社
で
は
令
和
三
年

正
月
祈
祷
の
事
前
申
込
み
を
受
け

付
け
て
お
り
ま
す
。

　

お
申
し
込
み
は
①
直
接
来
社 

②

電
話 

③
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て
承
っ
て
お
り

ま
す
。

電
話
▼
〇
三
―

三
六
六
六
―

七
四
九
八

Ｆ
Ａ
Ｘ
▼
〇
三
―

三
六
六
六
―

七
四
三
八

※ 

事
前
申
込
み
を
さ
れ
た
場
合
で
も
、

体
調
の
優
れ
な
い
方
、
発
熱
症
状
の

あ
る
方
は
ご
来
社
を
ご
遠
慮
く
だ
さ

い
。
ご
予
約
日
の
変
更
を
承
り
ま
す
。

※ 

ご
来
社
の
際
は
マ
ス
ク
の
着
用
、
手

指
消
毒
液
の
利
用
等
感
染
症
予
防
対

策
に
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

※ 

混
雑
時
間
帯
は
密
集
を
避
け
る
た
め

少
々
お
待
ち
い
た
だ
く
場
合
が
ご
ざ

い
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

◀祈祷申込
　フォーム

◆
祈
祷
時
間
◆

一
月　

一
日　

午
前
〇
時
～
午
前
五
時

　
　
　
　
　
　

午
前
七
時
～
午
後
五
時

二
日
、
三
日　

午
前
八
時
～
午
後
五
時

四
日
～
七
日　

午
前
八
時
～
午
後
四
時

　

※
一
時
間
ご
と
に
斎
行
し
て
お
り
ま
す

　

※ 

事
前
申
込
み
済
み
の
方
も
祈
祷
開
始

の
十
五
分
前
ま
で
に
は
ご
来
社
願
い

ま
す

　

※ 

当
日
の
お
申
し
込
み
は
、
混
雑
状
況

に
よ
り
次
の
祈
祷
時
間
ま
で
お
待
ち

い
た
だ
く
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で

ご
了
承
く
だ
さ
い

◆
初
穂
料
◆

　

五
千
円
・
七
千
円
・
一
万
円

　

二
万
円
・
三
万
円
・
五
万
円

　

十
万
円
・
二
十
万
円
・
五
十
万
円
他

◆
お
願
い
ご
と
◆

初
穂
料
五
千
円
よ
り

•

五
穀
豊
穣　

•

病
気
平
癒

•

家
内
安
全　

•

開
運
招
福

•

商
売
繁
栄　

•

身
体
健
全

•

交
通
安
全　

•

学
徳
成
就

•

厄
除　
　
　

•

合
格
祈
願

•

方
位
除　
　

•

就
職
祈
願

•

心
願
成
就　

•

良
縁
成
就

•

社
運
隆
昌　

•

工
場
安
全

•

工
事
安
全　

•

海
上
安
全

•

大
漁
満
足　

•

町
内
安
全

•

旅
行
安
全　

•

酒
造
繁
栄

•

養
蚕
繁
栄　

•

講
中
安
全

•
安
産
祈
願　

•

御
礼　

他

初
穂
料
七
千
円
よ
り

•
初
宮
詣　
　

•

七
五
三
詣

•

家
内
・
商
売
・
交
通

•

家
内
・
交
通

•

商
売
・
交
通

東
京
別
社
か
ら
の

お
知
ら
せ

鎮
座
地
：
中
央
区
日
本
橋
浜
町
二
―
十
一
―
六

お問い合わせ先
☎ 03-3666-7498
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郵送による御祈祷のご案内
　当社では、ご遠方にお住まいの方や諸事情によりご来社が叶わない方、また新型コロナ
ウイルス感染症の影響を鑑み御祈祷札の郵送を承っております。以下の方法でお申し込み
の上、現金書留にて御祈祷料と送料を神社までお納め願います。

　現金書留到着後、速やかに御祈祷申し上げ、御神札を送付いたします。なお、令和 3 年新春初祈祷を
お申込みの場合は平常時よりも御神札のお届けに時間がかかる場合がございますのでご了承ください。

申 込 方 法 ①

送　　料

現金書留送付先

申 込 方 法 ②

　当社ホームページの御祈祷申込みフォームに必
要事項をご入力ください。
　その際、祈祷方法は【郵送】をご選択ください。
御祈祷料と送料を現金書留にてお納めください。
※ 申し込み完了時に自動返信メールが送信されます。

受信制限やメールアドレスの入力間違いにご注意く

ださい。

　インターネットのご利用が難しい方は、以下の必要
事項を紙に書き添えて、御祈祷料・送料と共に現金書留
にてお納め下さい。
必要事項［ お願いごと・お名前・初穂料・送付先住所・

電話番号・生年月日］
※ 申込内容に不明な点がある場合、神社より確認のお電話を

いたします。 

御神札1体：600円、同一送付先2～4体：1,000円、5体以上：1,500円

〒309-1611 茨城県笠間市笠間1番地　笠間稲荷神社社務所　宛
℡0296-73-0001

詳しくは当社ホームページを
ご覧下さい➡

ご案内
笠間稲荷神社

胡床、舞装束、几帳等多種に亘り受け付けております

「浦安の舞装束 四着・檜扇 四本」
篠田　宣久　殿 ・ 篠田　満里　殿

「御簾 四張 ・ 門帳 一帳」
　日下部　勝子　殿

「
三
幣
塗
り
直
し
」

　
眞
島
　
三
衛
門
　
殿

　
眞
島
　
了
　
　
　
殿

月
詣
り

奉
納
募
集

　

月
詣
り
と
は
月
ご
と
に
大
神
様
の
ご
加
護
を
受
け
、

そ
れ
ま
で
の
平
穏
無
事
を
感
謝
し
、
新
た
な
ご
神
徳
を

い
た
だ
く
お
詣
り
の
か
た
ち
で
す
。
思
い
立
っ
た
月
よ

り
始
め
て
い
た
だ
け
ま
す
の
で
、
ご
希
望
の
方
は
受
付

ま
で
お
申
し
出
下
さ
い
。
月
詣
り
の
方
に
は
神
苑
に
咲

く
花
を
表
し
た
御
幣
を
授
与
し
て
お
り
ま
す
。

　

当
社
で
は
威
儀
物
や
祭
典
に
用
い
ら
れ
る
祭

具
の
ご
奉
納
を
募
集
し
て
お
り
ま
す
。
ご
奉
納

い
た
だ
い
た
方
の
ご
芳
名
は
末
永
く
顕
彰
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
社
務
所
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◎
奉
納
者
芳
名
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笠
間
稲
荷
神
社
日
誌

令
和
二
年

◆
一
月

一
日	

歳
旦
祭

	

茨
城
日
産
自
動
車
㈱

	

八
千
代
講
・
赤
坂
講
・
髙
梨
講

三
日	

元
始
祭

	

下
野
小
山
須
賀
笠
間
稲
荷
講

	

小
松
稲
荷
講

四
日	

㈱
サ
ン
ラ
イ
フ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

五
日	

釿
始
祭

	

明
誠
講
・
野
尻
笠
間
講

六
日	

海
上
芋
苗
組
合
・
根
崎
解
体
工
事
㈱

	

東
芝
ラ
イ
テ
ッ
ク
㈱
鹿
沼
工
場

七
日	

昭
和
天
皇
祭
遙
拝
式

八
日	

Ｊ
Ｒ
水
戸
鉄
道
サ
ー
ビ
ス
㈱

	

ヤ
マ
ト
運
輸
㈱
茨
城
主
管
支
店

九
日	

A
L
S
O
K
茨
城 

㈱ 

十
日	

初
事
比
羅
祭

	

東
大
島
神
社
初
詣
会

	

　
代
表
　
宮
司
　
内
海
壽
之
様

十
一
日	

野
田
市
信
栄
講

十
二
日	

穂
波
会

	

㈲
ア
イ
カ
ム
エ
ク
ス
プ
レ
ス

	

下
野
小
山
須
賀
笠
間
稲
荷
講

十
四
日	

尖
閣
諸
島
安
全
祈
願
祭

十
五
日	

古
札
炎
上
祭

	

㈲
秋
田
土
木

十
八
日	

東
京
平
和
講
・
㈱
ナ
テ
ッ
ク

十
九
日	

那
須
塩
原
市
商
工
会
高
林
支
部

	

キ
ャ
ラ
エ
ー
ピ
ー
㈱

	

石
井
工
業
信
友
会

二
十
日	

防
災
訓
練

二
十
二
日	

御
本
殿
畳
奉
納
奉
告
祭

	

初
甲
子
祭

二
十
三
日	

東
宝
珠
花
上
町
講

二
十
四
日	

旧
大
祓
式

	

堀
の
内
組
・
野
中
組
稲
荷
講

二
十
五
日	

旧
歳
旦
祭
・
初
天
神
祭

	

麻
生
笠
間
講
・
正
徳
講

	

笠
間
稲
荷
神
社
敬
神
婦
人
会
　

	

　
会
長
　
檜
山
公
江
様

二
十
六
日	
下
三
ヶ
尾
笠
間
講
・
山
髙
野
講

	

原
町
講

二
十
七
日	

神
宮
大
麻
暦
頒
布
終
了
奉
告
祭

	

笠
間
稲
荷
門
前
講
・
幸
手
講

二
十
八
日	

房
地
組
合

二
十
九
日	

井
沼
方
講

◆
二
月

二
日	

弥
栄
講
・
太
木
講

三
日	

節
分
追
儺
式

	

撒
豆
行
事
司
奉
仕
　

	

　
相
川
七
瀬
様
・
東
関
大
五
郎
様

	

　
安
逹
勇
人
様
・
七
海
ひ
ろ
き
様

	

　
エ
チ
オ
ピ
ア
連
邦
民
主
共
和
国
大
使
館

	

　
　
駐
日
全
権
大
使
カ
サ
・
テ
ク
レ
ベ
ル
ハ
ン
・

	

　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
ブ
ラ
ヒ
ウ
ォ
ッ
ト
様

	

笠
間
友
部
街
商
組
合

	

石
の
葉
講
・
都
賀
町
講

四
日	

船
形
観
光
友
の
会
・
大
山
笠
間
講

	

サ
カ
イ
会
祈
願
会

七
日	

北
方
領
土
返
還
祈
願
祭

八
日	

針
供
養
祭

九
日	

初
午
大
祭

	

野
田
市
蕃
昌
笠
間
稲
荷
講
・
旭
市
奉
賛
会

	

中
峰
笠
間
講
・
取
手
市
機
械
工
業
会

	

並
木
町
笠
間
講
・
網
戸
中
宿
稲
荷
講

	

川
上
実
行
組
合
・
栃
木
市
笠
間
会

十
一
日	

紀
元
祭

十
三
日	

鶴
ヶ
丸
講

十
四
日	

祈
年
祭
・
初
穂
講
大
祭

十
六
日	

小
川
木
材
建
具
工
業
共
同
組
合

十
七
日	

船
形
笠
間
稲
荷
講

二
十
一
日	

豊
田
稲
荷
講

二
十
二
日	

野
田
七
親
講

二
十
三
日	

天
長
祭

	

柏
市
元
町
稲
荷
講

	

下
落
合
笠
間
稲
荷
講

二
十
四
日	

大
相
模
笠
間
講
　

二
十
八
日	

あ
り
む
ら
治
子
後
援
会

	

珠
算
教
政
治
連
盟

	

　
茨
城
県
支
部
会
長
　
小
沼
俊
夫
様

赤
字
⋮
祭
典
　
　
緑
字
⋮
行
事

青
字
⋮
結
婚
式

黒
字
⋮
講
中
参
拝
・
正
式
参
拝

11



◆
三
月

一
日	
笠
間
稲
荷
高
柳
講

四
日	

旧
初
午
大
祭

	

阿
字
ヶ
浦
西
久
保
稲
荷
講
・
向
町
笠
間
講

八
日	

絵
馬
炎
上
祭

	

心
和
講

十
二
日	

柳
沢
胡
桃
下
稲
荷
講

十
五
日	

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

	

　
流
行
鎮
静
祈
願
祭

十
七
日	

水
戸
東
照
宮
　
宮
司
　
宮
本
章
様

二
十
日	

春
季
皇
霊
祭
遙
拝
式

二
十
二
日	

甲
子
祭

二
十
四
日	

当
社
責
任
役
員
会
・
総
代
会

二
十
九
日	

幸
栄
親
睦
会

◆
四
月

一
日	

新
入
職
員
入
社
奉
告
祭

	

新
入
職
員
入
社
式

三
日	

神
武
天
皇
祭
遙
拝
式

五
日	

東
京
笠
間
講

九
日	

例
大
祭

十
九
日	

東
京
紋
三
郎
講

二
十
九
日	

昭
和
祭

◆
五
月

六
日	

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

	

　
流
行
鎮
静
祈
願
祭

十
日	

御
田
植
祭
奉
告
祭
・
御
田
植
祭

	

東
京
笠
間
報
恩
講

十
七
日	

小
鹿
野
笠
間
講

二
十
一
日	

甲
子
祭

◆
六
月

七
日	

長
江
建
材
工
業
㈱ 

・
東
京
あ
づ
ま
講

十
五
日	

初
雁
工
業
㈱
笠
間
稲
荷
講

二
十
七
日	

日
本
女
性
の
会

	

　
代
表
　
荒
木
榮
子
様

	

日
本
会
議
茨
城
女
性
の
会

	

　
代
表
　
八
木
美
穂
子
様

三
十
日	

夏
越
の
大
祓
・
茅
の
輪
く
ぐ
り
奉
告
祭

	

大
祓
式

◆
七
月

一
日	

水
神
講

四
日	

東
京
胡
桃
講

二
十
日	

甲
子
祭

二
十
一
日	

当
社
責
任
役
員
会
・
総
代
会

◆
八
月

一
日	
本
社
御
田
植
祭

	

事
比
羅
祭
・
末
社
祭

二
日	

献
燈
祭

十
日	

結
婚
式
　
片
田
家
・
南
指
原
家

十
八
日	

旧
大
祓
式

◆
九
月

十
日	

抜
穂
祭

十
八
日	

甲
子
祭

二
十
二
日	

秋
季
皇
霊
祭
遙
拝
式

	

小
笠
原
流
弓
馬
術
礼
法

	

　
三
々
九
手
挟
式
奉
納

献
酒
御
礼

　

毎
年
四
月
九
日
の
当
社
例
大

祭
に
併
せ
て
、
献
酒
祭
を
執
り

行
っ
て
お
り
、
本
年
も
県
内
の

酒
造
家
の
皆
様
よ
り
御
献
酒
を

賜
り
ま
し
た
。
本
年
例
大
祭
は

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予
防

の
為
、
職
員
・
責
任
役
員
・
氏

子
総
代
の
み
で
の
斎
行
で
し
た
。

　

こ
こ
に
御
芳
名
を
記
し
、
改

め
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

「
松
緑
」㈱
笹
目
宗
兵
衛
商
店
・「
郷
乃
誉
」須
藤
本
家
㈱

「
稲
里
正
宗
」磯
蔵
酒
造
㈲
・「
副
将
軍
」明
利
酒
類
㈱

「
一
品
」吉
久
保
酒
造
㈱
・「
月
の
井
」㈱
月
の
井
酒
造
店

「
松
盛
」岡
部
㈴
・「
武
勇
」㈱
武
勇
・「
府
中
誉
」府
中
誉
㈱

「
剛
烈
」㈾
剛
烈
富
永
酒
造
店
・「
富
士
泉
」藤
田
酒
造
店

「
家
久
長
」㈱
家
久
長
本
店
・「
菊
盛
」木
内
酒
造
㈾

「
久
慈
の
山
」根
本
酒
造
㈱
・「
日
の
出
鶴
」㈾
井
坂
酒
造
店

「
恵
泉
」嶋
﨑
酒
造
㈱
・「
大
観
」森
島
酒
造
㈱

「
富
久
心
」㈾
椎
名
酒
造
店
・「
牡
丹
正
宗
」㈱
岡
田
酒
造
店

「
霧
筑
波
」㈾
浦
里
酒
造
店
・「
白
鹿
」石
岡
酒
造
㈱

「
白
菊
」㈾
廣
瀬
商
店
・「
来
福
」来
福
酒
造
㈱

「
公
明
」村
井
醸
造
㈱
・「
花
の
井
」㈱
西
岡
本
店

「
一
人
娘
」㈱
山
中
酒
造
店
・「
紬
美
人
」野
村
醸
造
㈱

「
京
の
夢
」㈱
竹
村
酒
造
店
・「
大
福
井
」結
城
酒
造
㈱

「
稲
の
盛
」浅
川
酒
造
㈱
・「
徳
正
宗
」萩
原
酒
造
㈱

12



か
さ
ま
し
こ
日
本
遺
産
認
定
記
念

笠
間
焼
き
物
語

笠
間
稲
荷
美
術
館 

秋
季
特
別
展

　令
和
二
年
六
月
、
笠
間
市
と
益
子
町
が
共
同
申
請
し
た
「
か
さ
ま
し
こ
〜
兄
弟
産
地

が
紡
ぐ
〝
焼
き
物
語
〞〜
」
が
日
本
遺
産
に
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

　「日
本
遺
産
」
と
は
地
域
の
歴
史
的
な
魅
力
や
特
色
を
通
じ
て
文
化
・
伝
統
を
語
る
ス

ト
ー
リ
ー
を
「
日
本
遺
産
」
と
し
て
文
化
庁
が
認
定
す
る
制
度
で
、
両
地
域
で
継
承
・

発
展
を
続
け
て
き
た
焼
き
物
文
化
は
ス
ト
ー
リ
ー
の
主
軸
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　こ
の
度
、
笠
間
稲
荷
美
術
館
で
は
か
さ
ま
し
こ
日
本
遺
産
認
定
を
記
念
し
た
特
別
展

「
笠
間
焼
き
物
語
」
を
開
催
し
、
人
び
と
の
生
活
に
寄
り
添
い
独
自
の
進
化
発
展
を
続
け

て
き
た
笠
間
焼
と
益
子
焼
を
紹
介
し
ま
す
。

　江
戸
・
明
治
期
に
作
ら
れ
た
実
用
的
な
壺
や
徳
利
か
ら
色
彩
豊
か
な
近
現
代
笠
間
焼
作

家
の
作
品
を
中
心
に
、
益
子
焼
を
牽
引
し
た
濱
田
庄
司
先
生
の
作
品
（
協
力：益
子
参
考
館
）

も
展
示
い
た
し
ま
す
。

　こ
の
機
会
に
ご
ゆ
っ
く
り
ご
高
覧
い
た
だ
け
ま
し
た
ら
幸
い
に
存
じ
ま
す
。

　笠
間
の
菊
ま
つ
り
の
歴
史
は
、日
清
日
露
戦
争
後
、

戦
争
で
荒
廃
し
た
状
態
か
ら
人
心
を
和
ま
せ
る
た
め

明
治
四
十
一
年
に
笠
間
稲
荷
神
社
に
農
園
部
を
設
け

開
催
さ
れ
た
の
が
は
じ
ま
り
で
す
。

令和2年【会期】

10
17

11
29土 日

■ご利用案内

開館時間 午前9時～午後4時30分（入館は午後4時まで）
入 館 料 一般500円　大高生400円　中小生300円
 ※団体20名以上50円引
 ※感染症予防の為、混雑時入館者数制限を実施

しています。館内人数により入館をお待ちい
ただく場合がございますのでご了承ください。

休 館 日 特別展会期中は無休（展示入替の為、10/14～
10/16、11/30～12/2は休館）

笠間稲荷美術館 笠間市笠間39番地
電話0296-73-0001
（神社内）

常設展  中世六古窯展　12月3日㈭より開館します次回展覧会

第１１３回第第第第第１１１１１１１１１１３３３３３回回回回回

笠
間
の

菊
ま
つ
り

②御朱印①御朱印帳

笠笠笠笠笠
間間間
のの

菊菊菊菊菊菊菊菊
まま
菊
ま
菊菊
ま
菊

つつ
りり

令
和
２
年

10
月
17
日

　　
〜
11
月
23
日

土

月
祝

【会期】

笠
間
の
菊
ま
つ
り
の
お
こ
り

　菊
ま
つ
り
開
催
期
間
中
は
、
笠
間
稲
荷
神
社
を
メ

イ
ン
会
場
と
し
て
約
五
千
鉢
の
立
菊
、
懸
崖
菊
、
千

輪
咲
き
、
古
典
菊
、
盆
栽
菊
な
ど
多
種
多
様
で
色
鮮

や
か
な
菊
の
花
が
境
内
を
彩
り
ま
す
。

笠
間
稲
荷
神
社
を
メ
イ
ン
会
場

秋
の
笠
間
稲
荷
を
表
現
し
た

御
朱
印
・
御
朱
印
帳

　当
社
で
は
菊
ま
つ
り
開
催
に
併
せ
て
、

色
鮮
や
か
な
菊
花
と
稲
荷
大
神
様
の
神
使

で
あ
る
お
き
つ
ね
様
を
施
し
た
御
朱
印
帳

と
御
朱
印
を
頒
布
い
た
し
ま
す
。

期間／10月1日㈭～11月30日㈪

①菊花御朱印帳 【初穂料】2,000円

②菊花御朱印 【初穂料】1,000円
　※書き置きのみの授与となります。

菊まつり 展示風景

糠白釉三彩蓋付壷（笠間稲荷美術館蔵）

いばらきアマビエちゃん登録施設
美術館入館時は感染症対策にご協力ください
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笠
間
稲
荷
神
社
の
変
遷

現
在
、
当
社
の
鳥
居
は
一
基
で
す
が
、
古
く

は
小
さ
な
鳥
居
が
そ
の
数
三
百
基
余
り
、
あ
た

か
も
鳥
居
の
ト
ン
ネ
ル
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

以
前
に
は
、
四
基
の
鳥
居
が
あ
り
ま
し
た
。

一
の
鳥
居
は
、
大
正
六
年
に
建
て
ら
れ
、
高

さ
約
九
メ
ー
ト
ル
、
幅
約
六
メ
ー
ト
ル
の
鳥
居

で
し
た
。
昭
和
五
十
七
年
の
地
震
に
よ
り
亀
裂

が
入
り
、
同
年
撤
去
と
な
り
ま
し
た
が
、
平
成

二
年
に
再
建
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
一
の
鳥
居
を
は
じ
め
、
二
の
鳥
居
、

三
の
鳥
居
、
朱
の
鳥
居
の
四
基
は
老
朽
化
、
そ

し
て
東
日
本
大
震
災
の
影
響
に
よ
り
損
壊
、
撤

去
と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
平
成
二
十
八
年
十
月
九
日
、
大
勢
の

皆
様
の
御
奉
賛
の
お
か
げ
を
も
ち
ま
し
て
、
現

在
の
大
鳥
居
が
竣
功
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
大
鳥
居
は
拝
殿
の
色
と
同
じ
、
一
般
的
な

朱
色
よ
り
え
ん
じ
が
か
っ
た
「
笠
間
朱
色
」
の
朱

塗
り
で
、
高
さ
約
十
メ
ー
ト
ル
、
幅
約
十
二
メ
ー

ト
ル
の
明
神
鳥
居
で
す
。

一の鳥居建設（大正6年）

現在の大鳥居

三の鳥居

朱の鳥居 二の鳥居

一の鳥居

拝殿

楼門

本
殿

二の鳥居

三の鳥居

朱の鳥居

一の鳥居
現在の大鳥居

～
鳥
居
～
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初
詣
は

三
が
日
・
小
正
月
に

　
　

こ
だ
わ
ら
ず

初
詣
と
は
、
簡
単
に
言
う
と

「
年
が
明
け
て
初
め
て
参
拝
す
る
こ
と
」。

何
日
ま
で
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
決
ま
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

特
に
「
密
」
が
予
想
さ
れ
る

お
正
月
三
が
日
は
な
る
べ
く
避
け
て

ご
自
身
の
体
調
と
都
合
の
よ
い
と
き
に

お
参
り
く
だ
さ
い
。

マ
ス
ク
の
着
用

　

こ
ま
め
な
消
毒
を

　
　

お
願
い
し
ま
す

当
社
も
感
染
防
止
の
為
の
対
策
を

と
っ
て
お
り
ま
す
が
、

マ
ス
ク
の
着
用
、
こ
ま
め
な
消
毒
、

体
調
の
す
ぐ
れ
な
い
方
の
参
拝
自
粛
等

皆
さ
ん
一
人
ひ
と
り
も

感
染
防
止
の
正
し
い
理
解
と

思
い
や
り
の
気
持
ち
を
も
っ
た

行
動
を
お
願
い
し
ま
す
。

左
右
に
分
か
れ

　

間
隔
を
あ
け
て

　
　

並
び
ま
し
ょ
う

参
拝
の
方
が
多
い
、
特
に
正
月
に
は

拝
殿
の
正
面
に
だ
け
列
が
で
き
て
い
る

光
景
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

神
社
の
正
面
真
ん
中
に
こ
だ
わ
ら
ず
、

左
右
に
拡
が
り
参
拝
い
た
だ
け
れ
ば

み
ん
な
が
密
を
避
け
ら
れ
ま
す
。

周
囲
へ
の
思
い
や
り
の
気
持
ち
を
も
っ
て

ご
参
拝
く
だ
さ
い
。

新
し
い
お
札

　

御
守
は
早
め
に

　
　

受
け
ま
し
ょ
う

伊
勢
神
宮
の
お
神
札
で
あ
る

神
宮
大
麻
は
、
毎
年
年
末
に

全
国
の
神
社
に
届
け
ら
れ
ま
す
。

地
域
に
よ
っ
て
若
干
異
な
り
ま
す
が
、

多
く
の
神
社
で
は
12
月
に
は

授
与
が
開
始
さ
れ
る
よ
う
で
す
。

年
越
し
に
向
け
て
人
が
増
え
る
前
に

お
早
め
に
お
受
け
く
だ
さ
い
。

混
雑
す
る
時
期

　

時
間
帯
を

　
　

避
け
ま
し
ょ
う

年
を
越
す
深
夜
と
、
正
月
三
が
日
の

特
に
お
昼
に
近
い
時
間
帯
に

神
社
は
混
雑
し
ま
す
。

ご
都
合
の
良
い
平
日
、
ま
た
は

休
日
な
ら
朝
方
か
夕
方
の
参
拝
を

オ
ス
ス
メ
し
ま
す
。

次
の
人
の
こ
と
を
考
え
て
滞
在
時
間
も

い
つ
も
よ
り
短
く
し
た
い
で
す
ね
。
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