
　
去
る
十
一
月
十
二
日
、
上
棟
祭
を
古
式
に
則
り
斎
行

い
た
し
ま
し
た
。
上
棟
と
は
、
建
築
物
の
柱
や
梁
が
組

み
立
て
ら
れ
た
上
に
棟
木
を
据
え
る
こ
と
を
指
し
ま
す
。

そ
の
折
に
斎
行
さ
れ
る
の
が
上
棟
祭
で
あ
り
、
木
々
を

司
る
神
々
を
お
招
き
し
、
い
つ
ま
で
も
家
屋
が
無
事
で

あ
る
よ
う
に
と
願
う
神
事
で
す
。

　
木
々
は
私
達
の
生
活
に
と
っ
て
欠
か
す
こ
と
の
出
来

な
い
も
の
で
、
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
使
わ
れ
て
き
ま
し

た
。
欧
米
の
建
物
が
石
や
レ
ン
ガ
に
よ
る
の
に
対
し
て
、

日
本
で
は
古
代
よ
り
出
雲
大
社
や
東
大
寺
と
い
っ
た
巨

大
建
造
物
を
は
じ
め
、
建
物
は
す
べ
て
木
に
よ
っ
て
建

て
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
特
に
神
社
の
社
殿
に
は
木
々
の

中
で
も
「
檜
」
が
使
わ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
強
度
耐
久

性
に
優
れ
る
と
と
も
に
木
肌
が
美
し
く
光
沢
が
あ
る
か

ら
で
あ
り
、
樹
木
の
中
の
樹
木
と
も
言
わ
れ
ま
す
。

　
私
達
日
本
人
は
、
古
代
よ
り
木
々
の
恩
恵
を
受
け
て

き
ま
し
た
。
そ
し
て
今
日
、
そ
の
証
が
神
社
の
社
殿
で

あ
り
、
み
だ
り
に
変
化
を
与
え
な
い
と
こ
ろ
に
尊
さ
が

あ
り
ま
す
。
二
十
年
毎
の
遷
宮
で
知
ら
れ
る
伊
勢
の
神

宮
で
は
、
社
殿
は
全
て
檜
材
で
造
営
さ
れ
ま
す
。
明
治

に
な
っ
て
最
初
の
遷
宮
に
あ
た
っ
て
、
政
府
は
財
政
面

か
ら
当
時
普
及
し
て
い
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
用
い
る
案

を
提
案
し
ま
し
た
が
、
明
治
天
皇
様
は
先
人
達
の
心
を

受
け
継
ぐ
た
め
に
も
「
古
制
遵
守
」
を
諭
さ
れ
、
決
し

て
お
認
め
に
は
な
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
上
棟
祭
を
通
じ
て
、
日
本
が
古
代
よ
り
受
け
伝
え
て

き
た
「
木
の
文
化
」
を
再
認
識
し
た
い
も
の
で
す
。
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・
「
大
祓
・輪
く
ぐ
り
神
事
」
並
び

に
「
人
形
祓
神
事
」

　

例
年
六
月
三
十
日
午
後
二
時
か
ら

多
く
の
氏
子
・
崇
敬
者
の
ご
参
列
の
も

と
斎
行
し
て
お
り
ま
す
「
大
祓
・
輪
く

ぐ
り
神
事
」
並
び
に
「
人
形
祓
神
事
」

は
、
密
を
避
け
る
た
め
、
午
前
九
時
三

十
分
よ
り
総
代
の
み
参
列
の
も
と
斎
行

い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
後
「
茅
の
輪
」

を
終
日
設
置
い
た
し
ま
し
た
。
多
く
の

方
々
が
時
間
を
分
散
し
、
密
を
避
け
な

が
ら
「
茅
の
輪
」
を
く
ぐ
り
、
こ
れ
ま

で
の
ご
守
護
を
感
謝
し
、
残
り
半
年
の

更
な
る
幸
せ
を
祈
ら
れ
ま
し
た
。

・
夏
祭

　

例
年
七
月
十
三
日
・
十
四
日
に
斎
行

し
て
お
り
ま
す
夏
祭
に
つ
い
て
は
、
今

年
は
大
神
様
の
御
分
霊
を
お
遷
し
申
し

上
げ
た
神
輿
を
ト
ラ
ッ
ク
に
奉
安
し
て
、

四
か
所
あ
る
御
旅
所
に
て
神
事
の
み
を

斎
行
す
る
と
い
う
形
式
で
行
い
、
氏
子

地
域
へ
の
神
輿
・
太
鼓
の
巡
幸
・
巡
行

は
中
止
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
ず
十
四
日
午
前
九
時
三
十
分
よ
り

総
代
・
祭
礼
委
員
長
並
び
に
関
係
者
の

ご
参
列
の
も
と
本
殿
祭
を
斎
行
し
、
こ

の
よ
う
な
形
式
と
な
っ
た
こ
と
の
奉
告

と
、
コ
ロ
ナ
禍
の
一
日
も
早
い
終
息
を

併
せ
て
大
神
様
に
祈
願
奏
上
申
し
上
げ

ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
四
か
所
の
御
旅
所
を
巡
り
、

御
旅
所
祭
を
斎
行
し
ま
し
た
。

宮司によるくぐり初め

御 旅 所 で の 神 事

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

　
　
　
　
　

当
社
の
対
応

・
今
後
の
神
事
に
つ
い
て

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大

防
止
の
た
め
、
残
念
な
が
ら
以
下
の
よ

う
に
祭
事
を
変
更
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

◇
初
詣

　

昨
年
に
引
き
続
き
、
今
年
も
分
散
参

拝
に
ご
協
力
の
程
、
よ
ろ
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
新
年
の

授
与
品
の
頒
布
を
十
二
月
二
十
五
日
よ

り
開
始
い
た
し
ま
す
。

　

当
社
で
は
本
殿
前
に
混
雑
緩
和
の
た

め
参
拝
者
の
列
を
蛇
行
さ
せ
る
対
策
を

実
施
い
た
し
ま
す
。
ま
た
各
授
与
所
に

飛
沫
防
止
シ
ー
ト
を
設
置
し
、
各
所
に

消
毒
液
の
設
置
や
マ
ス
ク
未
着
用
者
に

は
無
料
配
布
な
ど
を
行
い
ま
す
。

◇
十
日
戎

　

令
和
三
年
は
日
程
を
延
ば
す
と
い
う

異
例
の
形
で
斎
行
い
た
し
ま
し
た
が
、

令
和
四
年
は
通
常
通
り
一
月
九
日
～
一

月
十
一
日
の
三
日
間
斎
行
い
た
し
ま
す
。

分
散
参
拝
に
ご
協
力
い
た
だ
き
、
会
社

関
係
の
皆
様
は
出
来
る
限
り
平
日
の
ご

参
拝
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、

例
年
実
施
し
て
お
り
ま
す
境
内
で
の
餅

ま
き
は
、
今
年
も
昨
年
に
引
き
続
き
中

止
い
た
し
ま
す
。

・
工
事
の
進
捗
状
況

　

現
在
、
御
本
殿
創
建
四
百
年
目
と
な

る
令
和
四
年
秋
の
佳
節
に
向
け
て
、
令

和
二
年
六
月
よ
り
「
令
和
の
大
造
営
」

の
工
事
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

令
和
二
年
十
一
月
十
七
日
に
本
殿
地

鎮
祭
斎
行
後
、
工
事
が
本
格
的
に
開
始

さ
れ
ま
し
た
。
基
礎
工
事
・
石
垣
設
置

と
進
み
、
昨
年
七
月
に
は
、
社
殿
建
設

の
た
め
の
素
屋
根
が
組
み
立
て
ら
れ
、

御
用
材
・
部
材
の
運
び
込
み
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
そ
し
て
八
月
、
ま
ず
解
体
・

補
修
さ
れ
た
本
殿
（
大
神
様
が
御
鎮
座

な
さ
れ
る
建
物
）
の
柱
が
据
え
付
け
ら

れ
ま
し
た
。
旧
本
殿
の
御
用
材
は
補
強

加
工
し
、
再
び
御
本
殿
の
柱
と
し
て
用

い
ま
す
。
先
人
の
氏
神
さ
ま
へ
の
篤
い

崇
敬
の
念
が
未
来
へ
と
受
け
継
が
れ
ま

す
。

　

続
い
て
、
幣
殿
（
へ
い
で
ん
・
神
職

が
祝
詞
を
奏
上
す
る
建
物
）
と
拝
殿

（
は
い
で
ん
・
参
拝
者
が
ご
祈
祷
を
受

け
る
建
物
）
の
柱
が
建
て
ら
れ
る
と
と

も
に
、
梁
と
桁
が
組
ま
れ
ま
し
た
。

　

造
営
工
事
の
間
、
ご
参
拝
・
ご
祈
祷

等
は
仮
殿
に
て
通
常
通
り
斎
行
い
た
し

て
お
り
ま
す
。
ご
参
拝
の
皆
様
に
は
何

御
本
殿
創
建
四
百
年
記
念

「
令
和
の
大
造
営
」
に
つ
い
て
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か
と
ご
不
便
を
お
掛
け
い
た
し
ま
す
が
、

ご
理
解
・
ご
協
力
を
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

・
本
殿
上
棟
祭

　

十
一
月
十
二
日
秋
晴
れ
の
下
、
四
百

年
記
念
事
業
委
員
会
澤
田
義
友
委
員
長

を
は
じ
め
と
す
る
事
業
委
員
の
方
々
、

施
工
業
者
及
び
設
計
者
、
そ
し
て
神
社

関
係
団
体
の
代
表
の
方
々
ご
参
列
の
も

と
、
本
殿
上
棟
祭
を
斎
行
い
た
し
ま
し

た
。

　

当
日
午
前
十
一
時
よ
り
本
殿
建
設
用

地
に
設
置
し
た
祭
壇
に
お
い
て
、
修
祓
・

祝
詞
奏
上
な
ど
の
諸
神
事
が
進
行
す
る

中
、
古
式
に
則
り
「
上
棟
の
儀
」
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

　

上
棟
の
儀
に
お
い
て
は
、
ま
ず
「
清

祓
の
儀
」
に
お
い
て
新
御
本
殿
の
棟
木

を
お
清
め
し
た
後
、
「
曳
綱
（
ひ
き
づ

な
）
の
儀
」
に
お
い
て
参
列
者
全
員
で

綱
を
持
ち
、
棟
木
を
棟
に
曳
き
上
げ
る

所
作
を
行
い
ま
し
た
。
次
に
工
匠
ら
に

よ
っ
て
棟
木
を
棟
に
打
ち
固
め
る
所
作

を
行
う
「
槌
打
ち
の
儀
」
、
そ
し
て
餅

銭
を
散
じ
て
災
禍
を
除
く
「
散
餅
・
散

銭
の
儀
」
を
執
り
行
い
ま
し
た
。
続
い

て
本
造
営
に
関
す
る
記
録
を
記
し
た

「
棟
札
」
を
御
本
殿
に
奉
安
す
る
「
棟

札
奉
祀
の
儀
」
が
行
わ
れ
、
宮
司
か
ら

工
匠
長
に
棟
札
が
授
け
ら
れ
、
最
後
に

参
列
者
が
玉
串
拝
礼
し
、
約
一
時
間
に

わ
た
る
神
事
を
終
え
ま
し
た
。

・
ご
奉
賛
へ
の
御
礼

　

令
和
元
年
十
月
よ
り
、
氏
子
・
崇

敬
者
の
皆
様
に
御
本
殿
創
建
四
百
年
記

念
事
業
「
令
和
の
大
造
営
」
へ
の
ご
奉

賛
を
お
願
い
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
数

多
く
の
方
々
か
ら
御
篤
志
を
賜
り
ま
し

た
。
こ
こ
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

今
後
と
も
、
事
業
完
遂
の
た
め
格
別
の

ご
支
援
・
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

・
長
谷
川
あ
つ
こ
様
に
よ
る
琴
の

奉
納
演
奏

　

七
月
二
十
三
日
、
茨
木
市
在
住
の
琴

奏
者
で
あ
ら
れ
る
長
谷
川
あ
つ
こ
様
に

よ
り
琴
の
奉
納
演
奏
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

そ
の
ご
縁
に
よ
り
七
五
三
詣
で
賑
わ
う

十
一
月
の
三
日
間
、
仮
本
殿
東
側
の
末

社
覆
屋
に
お
い
て
琴
の
演
奏
を
ご
奉
仕

い
た
だ
き
ま
し
た
。
七
五
三
詣
で
お
越

し
の
お
子
様
に
喜
ん
で
も
ら
え
る
よ
う

な
親
し
み
の
あ
る
曲
を
中
心
に
演
奏
さ

れ
、
参
拝
の
お
子
様
も
と
て
も
喜
ん
で

お
ら
れ
ま
し
た
。

曳　 綱　 の　 儀

散 餅 ・ 散 銭 の 儀 槌　打　ち　の　儀

棟 札 奉 祀 の 儀

神

社

歳

時

記
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●
茨
木
青
年
会
議
所
主
催
「
願
い

を
込
め
た
風
鈴
一
、〇
〇
〇
個
を

茨
木
神
社
に
飾
ろ
う
！
」
及
び

「
ヒ
ト×

モ
ノ×

ミ
ラ
イ
市
」
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

十
一
月
二
十
五
日
～
二
十
八
日
、
南

鳥
居
前
に
多
く
の
方
々
の
願
い
が
込
め

ら
れ
た
風
鈴
が
飾
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ

は
コ
ロ
ナ
禍
の
厳
し
い
環
境
の
中
、
多

く
の
市
民
の
皆
様
の
願
い
を
眺
め
つ
つ

風
鈴
の
音
を
聴
く
と
い
う
、
「
訪
れ
る

だ
け
で
明
る
い
気
持
ち
に
な
る
場
所
」

を
創
り
た
い
と
い
う
主
催
者
の
想
い
が

込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

開
催
期
間
中
、
多
く
の
方
が
お
越
し

に
な
り
風
鈴
の
音
を
楽
し
み
な
が
ら
人

々
の
願
い
を
感
じ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
十
一
月
二
十
八
日
に
は
、
境
内

に
て
「
ヒ
ト×

モ
ノ×

ミ
ラ
イ
市
」
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
茨
木
に
ゆ
か
り
の

あ
る
「
ヒ
ト
」
や
「
モ
ノ
」
が
集
ま
り
、

お
互
い
に
刺
激
し
合
う
こ
と
で
新
た
な

「
ミ
ラ
イ
」
を
創
り
出
す
こ
と
を
目
的

と
し
た
行
事
で
す
。

　

当
日
は
秋
晴
れ
の
下
、
多
く
の
方
々

に
ご
来
場
い
た
だ
き
、
茨
木
の
ま
ち
の

魅
力
を
発
信
す
る
良
い
一
日
と
な
り
ま

し
た
。
幅
広
い
年
齢
の
方
々
が
茨
木
出

身
の
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
の
音
楽
に
耳
を

傾
け
な
が
ら
、
ふ
る
さ
と
な
ら
で
は
の

出
店
を
楽
し
ん
で
お
ら
れ
ま
し
た
。

◆

越
年
祭

　
　
　
十
二
月
三
十
一
日

◆

歳
旦
祭

　
　
　
一
月
一
日
午
前
十
時
斎
行

◆

十
日
戎
祭

　
　
　
一
月
九
日
〜
十
一
日

◆

御
火
焚
（
と
ん
ど
）

　

祈
祷
木
奉
焼
祭

　
　
　
一
月
十
五
日

◆

節
分
祭

　

鎮
魂
星
祭

　
　
　
二
月
三
日

◆

初
午
祭

　
　
　
二
月
十
日

◆

紀
元
祭

　
　
　
二
月
十
一
日

◆

人
形
奉
焼
祭

　
　
　
四
月
八
日

◆

春
祭
（
祈
年
祭
）

　

奉
賛
会
厄
除
安
全
祈
願
祭

　
　
　
四
月
十
八
日

◆

大
祓
・
茅
の
輪
く
ぐ
り
神
事

　
　
　
六
月
三
十
日

　

初
詣
は
、
混
雑
を
避
け
、
分
散

し
て
ご
参
拝
下
さ
い
。
そ
の
際
、

マ
ス
ク
の
着
用
と
控
え
め
な
会
話

を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
行
事
予
定
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