
毎
年
、
元
旦
か
ら
多
く
の
参
拝
者
で
に
ぎ
わ
う
金
持
神
社

大
み
そ
か
は
夜
を
徹
し
て
盛
り
上
げ
る

　
今
年
も
残
り
あ
と
わ
ず
か
。

　
全
国
で
1
カ
所
し
か
な
い
縁
起
の
良
い
名
前

の
神
社
「
金
持
神
社
」
に
は
、
金
運
・
開
運
を

求
め
て
遠
方
か
ら
参
拝
者
が
訪
れ
ま
す
。
　

　
初
詣
で
で
多
く
の
参
拝
者
が
予
想
さ
れ
る
金

持
神
社
。
そ
れ
を
盛
り
上
げ
る
町
観
光
協
会
の

取
り
組
み
を
追
い
ま
し
た
。

魅
力
あ
る
観
光
資
源
で
、
ま
ち
づ
く
り

　

金
持
神
社
の
由
来
…
金
持
郷
は
、

昔
、
黄
金
よ
り
勝
る
と
言
わ
れ
た
「
玉

鋼
」
の
産
地
で
、
原
料
の
砂
鉄
が
採

れ
る
谷
を
所
有
し
、
「
金
具
」
と
い

う
よ
う
に
鉄
の
こ
と
を
「
か
ね
」
と

読
ん
で
い
た
事
か
ら
、
金
の
採
れ
る

谷
を
多
く
持
つ
郷
「
金
持
」
と
呼
ば

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。　

 

こ
の
縁
起
の
良
い
名
前
か
ら
、
金

運
・
開
運
の
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
と
し

て
全
国
か
ら
参
拝
に
訪
れ
る
人
が
後

を
絶
ち
ま
せ
ん
。
参
拝
者
が
奉
納
し

た
絵
馬
に
は
、
金
運
・
開
運
祈
願
の

ほ
か
、
実
際
に
宝
く
じ
の
当
選
や
、

商
売
が
う
ま
く
い
っ
た
な
ど
ご
利
益

の
お
礼
も
書
か
れ
て
い
ま
す
。

【問合せ】
▶金持神社 札所（売店）　開所時間：午前 10 時～午後 4 時
　〒 689-4512　鳥取県日野郡日野町金持 1490
　　　　　　　  電話番号　0859-72-0481（ﾌｧｸｼﾐﾘ兼）
　◉ホームページ　http://www.kanemochi-jinja.net/
　◉メールアドレス　info@kanemochi-jinja.net
▶日野町観光協会（役場企画政策課内）
　〒 689-4503　鳥取県日野郡日野町根雨 101
　　　　　　　  電話番号　0859-72-0332
                                 ﾌｧｸｼﾐﾘ         0859-72-1484　

歴
史
あ
る
神
社

　

全
国
か
ら
注
目
さ
れ
る
金
持
神

社
。
家
族
連
れ
や
観
光
バ
ス
な
ど
平

日
・
休
日
を
問
わ
ず
年
間
20
万
人
の

参
拝
者
が
金
持
を
訪
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
最
近
で
は
全
国
の
雑
誌
が

金
運
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
大
き

く
取
り
上
げ
て
取
材
に
訪
れ
て
い
ま

す
。
雑
誌
の
ほ
か
に
も
、
遊
戯
メ
ー

カ
ー
や
映
画
の
ヒ
ッ
ト
祈
願
な
ど
訪

れ
る
会
社
も
多
く
、
反
響
の
高
さ
が

う
か
が
え
ま
す
。

知
名
度
は
全
国
レ
ベ
ル

ご
利
益
を
多
く
の
人
に

　

日
野
町
観
光
協
会
事
務
局
を
担
当

す
る
加
藤
杏
奈
さ
ん
（
役
場
企
画
政

策
課
）
は
、
「
車
や
観
光
バ
ス
で
来

ら
れ
る
人
が
多
く
、
毎
日
の
よ
う
に

金
持
神
社
ま
で
の
道
の
り
や
所
要
時

間
の
問
い
合
わ
せ
が
あ
り
ま
す
。
多

く
の
人
に
来
て
も
ら
え
る
こ
と
は
う

れ
し
い
」
と
笑
顔
。

　

福
娘
（
札
所
ス
タ
ッ
フ
）
の
宮
﨑

佳
代
さ
ん
（
根
雨
）
は
、
「
お
礼
参

り
の
人
と
お
会
い
で
き
、
ど
ん
な
良

い
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
話
を
聞
け
る

の
も
う
れ
し
い
で
す
。
金
持
神
社
に

参
拝
し
始
め
て
か
ら
お
金
の
こ
と
で

大
き
な
変
化
は
な
く
て
も
、
今
の
状

況
が
悪
く
な
ら
な
い
人
が
多
い
の

で
、
ぜ
ひ
、
地
元
の
皆
さ
ん
に
も
た

く
さ
ん
来
て
ほ
し
い
で
す
」
と
札
所

（
売
店
）
で
参
拝
者
を
笑
顔
で
迎
え

ま
す
。

　

大
み
そ
か
は
夜
を
徹
し
て
参
拝
者

を
迎
え
る
観
光
協
会
。
参
道
に
は
石

灯
籠
の
設
置
も
予
定
し
て
い
ま
す
。

絵馬には、参拝者の金運・開運の願いが

込められている

縁起物の黄色いハンカチ
宝くじを包んでみては

金持神社札所の福娘の皆さん（前列左か

ら宮﨑佳代さん、亀﨑理映さん、後列左

から松本麻美さん、砂流加奈代さん）は

年中無休で応対する

＊ 年末年始のご案内 ＊

◉常
じ ょ う や さ い

夜祭　12/31（金）～ 1/1（土）
▶夕方から翌朝にかけて、石灯籠が参

　道を照らします。

▶ひと晩中、札所を開所し初詣で参拝

　者を迎えます。
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奥
日
野
の
歴
史
を
ひ
も
と
く
一
冊

■
小
説
『
Ｔ
Ａ
Ｔ
Ａ
Ｒ
Ａ
』
出
版
記
念
フ
ォ
ー
ラ
ム

　

小
説
「
Ｔ
Ａ
Ｔ
Ａ
Ｒ
Ａ
」
は
、
明

治
に
栄
え
た
根
雨
の
近
藤
家
が
モ
デ

ル
。
奥
日
野
の
た
た
ら
製
鉄
を
背
景

に
、
主
人
公
の
少
女
が
人
と
し
て
、

女
性
と
し
て
成
長
す
る
姿
が
描
か
れ

て
い
ま
す
。

　

少
女
と
少
女
を
取
り
巻
く
人
々
の

懸
命
な
生
き
方
や
当
時
の
暮
ら
し
ぶ

り
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
る
こ
と
の
な

か
っ
た
「
奥
日
野
の
た
た
ら
製
鉄
」

の
歴
史
に
つ
い
て
も
鮮
明
に
知
る
こ

と
が
で
き
る
魅
力
い
っ
ぱ
い
の
内
容

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
、
出
版
記
念
フ
ォ
ー
ラ
ム
を

開
い
た
伯
耆
国
た
た
ら
顕
彰
会
の

佐
々
木
幸
人
会
長
は
「
奥
日
野
は
た

た
ら
製
鉄
の
盛
ん
な
地
域
で
１
０
０

年
の
昔
か
ら
行
わ
れ
て
お
り
、
鉄
の

産
出
量
は
全
国
の
80
％
を
占
め
て
い

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
歴
史

は
後
世
に
伝
え
る
べ
き
も
の
で
、
奥

日
野
を
元
気
に
し
た
い
。
情
報
発
信

し
て
い
く
た
め
小
説
に
す
る
こ
と
を

考
え
ま
し
た
。
小
説
の
世
界
を
楽
し

ん
で
ほ
し
い
」
と
話
し
ま
す
。

　

出
版
記
念
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
3
部
構

成
で
、
1
部
で
は
著
者
松
本
薫
さ
ん

が
講
談
調
で
あ
ら
す
じ
を
解
説
。
身

振
り
手
振
り
を
交
え
、
テ
ン
ポ
よ
く

話
す
松
本
さ
ん
に
、
会
場
は
笑
い
も

起
こ
り
楽
し
い
時
間
に
な
り
ま
し

た
。

　

ま
た
2
部
で
は
、
長
年
、
近
藤
家

を
中
心
に
奥
日
野
の
た
た
ら
を
研
究

し
て
い
る
影
山
猛
さ
ん
が
時
代
背
景

を
基
に
、
近
藤
家
に
つ
い
て
詳
し
く

解
説
。
近
藤
家
で
働
い
て
い
る
人
た

ち
の
仕
事
や
「
近
藤
家
で
働
い
て
い

る
と
嫁
の
も
ら
い
手
が
良
か
っ
た
」

な
ど
、
文
献
で
調
べ
た
こ
と
を
話
し

ま
し
た
。

　

3
部
の
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
で
は
、
も
し
映
画
化
す
る
な
ら
ど

の
よ
う
な
俳
優
が
良
い
か
な
ど
、
た

た
ら
を
活
用
し
た
振
興
策
が
意
見
交

換
さ
れ
、
活
発
な
や
り
と
り
に
会
場

か
ら
も
地
域
が
元
気
に
な
る
振
興
策

へ
の
期
待
が
膨
ら
み
ま
し
た
。

　

著
者
松
本
薫
さ
ん
と
伯
耆
国
た
た

ら
顕
彰
会
と
の
出
会
い
は
平
成
21
年

の
春
。

　

「
た
た
ら
顕
彰
会
か
ら
、
た
た
ら

の
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
奥

日
野
の
た
た
ら
製
鉄
を
舞
台
と
し
た

小
説
を
書
い
て
も
ら
え
な
い
か
と
依

頼
が
あ
り
ま
し
た
。
自
分
自
身
、
以

前
か
ら
た
た
ら
に
興
味
が
あ
り
、
3

年
間
、
奥
出
雲
や
安
来
の
博
物
館
を

訪
ね
ま
し
た
。
小
説
を
書
い
て
み
た

い
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
話
が
き

ま
し
た
」
と
松
本
さ
ん
は
小
説
を
書

く
こ
と
に
な
っ
た
き
っ
か
け
を
話
し

ま
し
た
。

　

「
た
た
ら
製
鉄
に
関
す
る
取
材
で
、

近
藤
家
を
見
学
さ
せ
て
も
ら
っ
た

り
、
根
雨
で
た
た
ら
製
鉄
に
つ
い
て

覚
え
て
い
る
こ
と
を
聞
い
て
回
り
ま

し
た
。
ま
た
、
た
た
ら
跡
も
見
て
回

り
ま
し
た
」
と
取
材
活
動
の
思
い
出

も
。

　

最
後
に
町
民
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

尋
ね
る
と
「
何
度
か
根
雨
に
来
て
み

て
、
静
か
だ
け
ど
生
活
の
息
づ
か

い
が
感
じ
ら
れ
る
良
い
町
で
し
た
。

１
０
０
年
前
ま
で
た
た
ら
製
鉄
が
行

わ
れ
て
い
て
、
今
と
は
違
っ
た
風
景

が
広
が
っ
て
い
た
こ
と
が
想
像
で
き

ま
す
。
日
野
の
た
た
ら
は
日
本
の
近

代
化
を
支
え
て
い
た
歴
史
に
誇
り
を

持
っ
て
ほ
し
い
で
す
」
と
笑
顔
で
話

し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

松
本
さ
ん
の
小
説
は
今
回
が
3
作

目
。
1
作
目
の
『
梨
の
花
は
春
の
雪
』

は
映
画
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

歴
史
を
後
世
に

歴
史
は
郷
土
の
宝

地
域
を
元
気
に
し
た
い

奥
日
野
の
た
た
ら
製
鉄
の
歴
史
が
一
冊
に

たたらで地域を元気にしたい

パネルディスカッションの様子

　

11
月
23
日
、
町
文
化
セ
ン

タ
ー
で
、
小
説
「
Ｔ
Ａ
Ｔ
Ａ
Ｒ

Ａ
」
出
版
記
念
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
伯

耆
国
た
た
ら
顕
彰
会
主
催
）
が

開
か
れ
ま
し
た
。

　

著
者
松
本
薫
さ
ん
の
講
談
調

の
あ
ら
す
じ
解
説
や
、
日
野
町

長
、
日
南
町
長
を
は
じ
め
、
郷

土
を
愛
す
る
人
た
ち
が
意
見
交

換
を
し
て
小
説
の
出
版
を
盛
り

上
げ
ま
し
た
。

歴
史
に
誇
り
を参加者は、たたらの偉大な歴史

に圧倒された

著
者
の
松
本
薫
さ
ん
（
米
子
市
在
住
）

講
談
調
の
解
説
も
お
手
の
物
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