
　
今
般
、
御
本
殿
創
建
四
百
年
を
記
念
し
て
進
め
て
ま

い
り
ま
し
た
御
本
殿
の
修
復
並
び
に
幣
殿
・
拝
殿
の
造

替
事
業
も
八
月
末
に
社
殿
が
完
成
し
、
翌
九
月
二
十
日

に
大
神
様
を
お
遷
し
申
し
上
げ
る
遷
座
祭
、
そ
し
て
十

月
十
日
に
奉
祝
祭
を
ご
斎
行
申
し
上
げ
ま
し
た
。
こ
れ

も
偏
に
、
令
和
の
「
今
（
い
ま
）
」
を
生
き
る
多
く
の
皆

様
の
赤
誠
溢
れ
る
ご
理
解
と
ご
協
力
あ
れ
ば
こ
そ
完
遂

で
き
た
も
の
と
誠
に
有
難
く
衷
心
よ
り
篤
く
感
謝
申
し

上
げ
ま
す
。

　
元
和
八
年
（
一
六
二
二
年
）
の
創
建
以
後
、
幾
度
と

な
く
屋
根
の
葺
替
に
併
せ
て
御
殿
の
修
復
が
行
わ
れ
、

そ
の
都
度
、
最
上
の
重
儀
で
あ
り
ま
す
遷
座
祭
が
斎
行

さ
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　
こ
の
度
の
遷
座
祭
は
、
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
年
）

以
来
九
十
三
年
ぶ
り
の
遷
座
祭
の
斎
行
と
な
り
多
く
の

方
々
に
ご
参
列
並
び
に
奉
拝
し
て
い
た
だ
く
べ
く
考
え

て
お
り
ま
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
影

響
に
鑑
み
関
係
者
の
み
に
縮
小
し
て
斎
行
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
約
二
年
半
に
亘
る
造
営
を
通
じ
て
多
く
の

方
々
に
御
神
縁
を
結
ん
で
い
た
だ
け
た
こ
と
と
思
い
ま

す
。
こ
れ
を
機
会
に
御
縁
結
び
の
お
仕
え
に
全
力
を
あ

げ
て
取
り
組
ん
で
ま
い
る
所
存
で
す
。

　
令
和
の
大
造
営
の
完
遂
を
迎
え
ま
し
て
の
御
礼
の
御

挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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「
令
和
の
大
造
営
」を
完
遂
し
て

切り絵  『兎』　比企善彦 作
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納
め
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

次
に
再
び
お
白
石
を
白
布
に
包
ん
で
、

新
本
殿
裏
の
唐
門
よ
り
瑞
垣
内
に
入
り
、

新
本
殿
周
り
へ
お
白
石
を
納
め
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
新
し
く
造
営
さ
れ
た
御
社

殿
を
見
学
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
二

日
間
を
通
じ
て
、
千
六
百
人
を
超
え
る

多
く
の
氏
子
・
崇
敬
者
の
皆
様
に
ご
参

加
い
た
だ
き
ま
し
た
。
皆
様
に
お
納
め

い
た
だ
い
た
お
白
石
と
共
に
、
新
社
殿

は
次
の
時
代
へ
と
引
き
継
が
れ
ま
す
。

儀式殿前での修祓

◇
天
石
門
別
神
社
四
百
年
祭

　

茨
木
村
・
中
条
村
の
氏
神
さ
ま
で
あ

る
天
石
門
別
神
社
は
、
大
同
二
年
（
八
〇

七
）
に
現
在
の
宮
元
町
付
近
に
鎮
座
し

て
後
、
室
町
時
代
後
期
に
は
現
在
の
茨

木
神
社
本
殿
の
場
所
に
お
遷
り
に
な
り

ま
し
た
。

　

そ
し
て
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）
に
、

素
盞
嗚
尊
を
主
祭
神
と
す
る
三
柱
の
大

神
様
を
祀
る
本
殿
を
新
た
に
造
営
し
た

際
、
天
石
門
別
神
社
は
北
へ
三
〇
メ
ー

ト
ル
の
現
在
地
へ
ご
遷
座
さ
れ
ま
し
た
。

今
年
は
そ
れ
か
ら
四
百
年
の
佳
節
を
迎

え
る
こ
と
か
ら
、
御
本
殿
四
百
年
祭
斎

行
の
前
、
令
和
四
年
九
月
十
一
日
午
前

十
時
よ
り
、
天
石
門
別
神
社
四
百
年
祭

を
神
社
関
係
団
体
代
表
ご
参
列
の
も
と

斎
行
い
た
し
ま
し
た
。

◇
正
遷
宮

　

令
和
四
年
九
月
二
十
日
午
後
七
時
よ

り
、
浄
夜
の
中
で
正
遷
宮
を
斎
行
い
た

し
ま
し
た
。

　

ま
ず
儀
式
殿
前
に
て
修
祓
が
執
り
行

わ
れ
た
後
、
仮
殿
へ
参
進
、
仮
殿
祭
を
斎

行
い
た
し
ま
し
た
。
宮
司
に
よ
る
祝
詞

奏
上
の
後
、
大
神
様
を
輿
に
お
遷
し
申

し
上
げ
、
そ
の
後
奉
仕
者
に
よ
る
警
蹕

の
声
と
と
も
に
遷
御
の
列
が
新
本
殿
へ

と
進
み
、
無
事
に
新
本
殿
へ
入
御
さ
れ

ま
し
た
。

御
本
殿
創
建
四
百
年
記
念

「
令
和
の
大
造
営
」
に
つ
い
て

〜
御
本
殿
創
建
四
百
年
記
念
事
業

「
令
和
の
大
造
営
」
の
完
遂
に
あ
た
っ
て
〜

ご
報
告

◇
お
白
石
持
行
事

　

令
和
四
年
八
月
二
十
七
日
・
二
十
八

日
の
二
日
間
、
氏
子
・
崇
敬
者
の
手
に
よ

っ
て
、
浄
め
ら
れ
た
白
石
が
、
大
神
様
が

お
鎮
ま
り
に
な
る
社
殿
の
周
囲
に
敷
き

詰
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

修
祓
（
お
祓
い
）
を
受
け
た
後
、
お
白

石
を
白
布
に
包
ん
で
、
ま
ず
は
天
石
門

別
神
社
（
奥
宮
）
瑞
垣
内
に
お
白
石
を
お
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大
神
様
が
お
鎮
ま
り
に
な
ら
れ
た
新

本
殿
で
、
総
代
に
よ
っ
て
奉
持
さ
れ
た

威
儀
物
が
納
め
ら
れ
た
後
、
献
饌
そ
し

て
宮
司
に
よ
る
祝
詞
奏
上
・
玉
串
拝
礼
、

そ
し
て
記
念
事
業
委
員
長
を
代
表
に
し

て
参
列
者
一
同
に
よ
る
玉
串
拝
礼
、
そ

の
後
撤
饌
・
閉
扉
と
続
き
、
約
一
時
間

二
十
分
の
正
遷
宮
が
滞
り
な
く
斎
行
さ

れ
ま
し
た
。

◇
奉
祝
祭
・
奉
告
祭

　

新
本
殿
へ
の
御
遷
座
を
大
神
様
に
御

祝
い
申
し
上
げ
る
奉
祝
祭
を
、
当
社
例

祭
日
で
あ
る
十
月
十
日
に
斎
行
い
た
し

ま
し
た
。

　

午
前
十
時
よ
り
修
祓
が
執
り
行
わ
れ
、

そ
の
後
献
饌
・
宮
司
に
よ
る
祝
詞
奏
上
、

神
楽
「
豊
栄
舞
」
奉
奏
、
そ
し
て
宮
司
・

記
念
事
業
委
員
長
を
は
じ
め
と
す
る
関

係
者
の
玉
串
拝
礼
と
続
き
ま
し
た
。
神

事
の
後
に
は
、
茨
木
神
社
雅
楽
会
に
よ

る
舞
楽
「
賀
殿
」
が
奉
納
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
神
事
の
前
後
に
は
、
琴
演
奏
の

奉
納
や
茨
木
神
社
石
門
会
に
よ
る
太
鼓

奉
仕
も
行
わ
れ
、
記
念
事
業
の
完
遂
を

大
神
様
に
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
し
た
。

　

午
後
二
時
か
ら
は
、
今
回
の
ご
造
営

に
対
し
て
多
く
の
方
々
に
ご
奉
賛
の
誠

を
捧
げ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
を
大
神
様

に
ご
奉
告
す
る
「
奉
告
祭
」
を
斎
行
い
た

し
ま
し
た
。

琴 演 奏 の 奉 納茨木神社石門会による太鼓奉仕

遷　御　の　儀

神  楽「豊  栄  舞」

舞  楽「賀  殿」
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手水舎建設工事の様子

ＬＥＤの境内照明灯

拝
殿
両
側
の
切
り
絵
に
つ
い
て

　

拝
殿
両
側
の
壁
に
は
、
切
絵
作
家
比
企
善
彦
先
生
の
制
作
に
よ
り
ま
す
「
長
寿

の
象
徴
」
・
「
夫
婦
・
家
庭
円
満
の
象
徴
」
と
言
わ
れ
る
鶴
を
描
い
た
作
品
を
奉
納

い
た
だ
き
ま
し
た
。
正
面
向
か
っ
て
右
側
は
、「
東
門
と
鶴
」
、
左
側
は
「
本
殿
と

鶴
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
今
回
比
企
先
生
に
制
作
い
た
だ
い
た
こ
の
鶴
は
、
今
回
の

ご
造
営
を
象
徴
す
る
印
と
し
て
、
神
社
で
使
用
す
る
紙
袋
や
印
刷
物
、
ま
た
造
営

記
念
品
に
も
用
い
て
お
り
ま
す
。

関
係
境
内
工
事

・
境
内
照
明
灯
の
設
置

　

昭
和
四
十
年
代
に
設
置
さ
れ
、
長
期

間
に
わ
た
り
境
内
照
明
と
し
て
役
割
を

果
た
し
て
き
た
水
銀
灯
も
、
経
年
劣
化

が
甚
だ
し
く
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ

れ
に
加
え
水
銀
灯
の
製
造
が
中
止
さ
れ

た
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
度
の
造
営
に
併

せ
て
全
て
の
水
銀
灯
を
Ｌ
Ｅ
Ｄ
に
よ
る

和
風
の
境
内
照
明
灯
に
改
め
ま
し
た
。

ま
た
そ
れ
に
伴
い
、
境
内
照
明
灯
へ
電

気
を
供
給
し
て
い
た
架
線
の
電
線
も
埋

設
化
し
、
景
観
の
整
備
を
行
い
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
。

◇
手
水
舎
の
造
営

　

参
拝
者
の
皆
さ
ま
に
、
参
拝
前
に
お

清
め
の
水
を
受
け
て
い
た
だ
く
、
手
水

舎
の
建
設
を
現
在
進
め
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
手
水
舎
で
は
、
龍
頭
や
水
を
受

け
る
た
め
の
石
は
、
旧
手
水
舎
で
使
用

し
て
い
た
も
の
を
受
け
継
ぎ
ま
す
。
一

方
、
建
物
は
新
築
い
た
し
ま
す
。

◇
石
玉
垣
の
設
置

　

ご
奉
賛
の
誠
を
末
永
く
顕
彰
す
る
た

め
の
石
玉
垣
の
設
置
を
、
一
月
中
旬
よ

り
開
始
い
た
し
ま
す
。　

　

石
柱
に
刻
銘
出
来
次
第
、
順
次
設
置

す
る
予
定
で
し
た
が
、
全
て
の
石
柱
に

刻
銘
で
き
た
後
、
一
斉
に
設
置
す
る
こ

と
と
し
た
た
め
設
置
が
遅
れ
て
い
る
こ

と
を
お
詫
び
い
た
し
ま
す
。

「令
和
の
大
造
営
」に
関
わ
る

　
　
　
　
　
　
　
　

 

今
後
の
予
定
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当
奉
賛
会
は
、
氏
神
様
に
崇
敬
の
誠

を
捧
げ
て
御
神
縁
を
一
層
深
め
、
神
社

を
護
持
し
、
こ
れ
を
子
孫
へ
伝
え
て
い

く
こ
と
を
目
的
と
し
て
結
成
さ
れ
て
お

り
ま
す
。

　

神
社
で
は
、
四
月
に
奉
賛
会
員
各
位

の
た
め
の
家
内
安
全
厄
除
開
運
祈
願
祭
、

ま
た
会
員
の
誕
生
月
に
は
誕
生
祭
を
斎

行
し
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
会
員
に
は
夏
の
大
祓
神
事
な

ど
、
神
社
の
諸
祭
典
並
び
に
行
事
を
ご

案
内
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
共
に
、
年
二

回
社
報
「
う
ぶ
す
な
」
を
送
付
さ
せ
て
い

た
だ
き
、
神
社
の
様
子
を
お
伝
え
し
て

お
り
ま
す
。
さ
ら
に
年
末
に
は
、
新
年
の

御
神
札
の
授
与
、
暦
・
絵
馬
な
ど
を
贈
呈

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

会
費
は
年
間
三
千
円
納
付
し
て
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

例
年
四
月
の
総
会
に
て
決
算
報
告
を

行
い
余
剰
金
は
積
み
立
て
、
こ
の
度
の

よ
う
な
造
営
等
の
折
に
協
賛
し
て
お
り

ま
す
。

●

令
和
四
年
夏
祭
の
様
子

　

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
、

氏
子
地
域
を
巡
幸
す
る
形
式
で
斎
行
い

た
し
ま
し
た
。
そ
し
て
神
輿
に
は
世
話

方
奉
仕
に
よ
る
太
鼓
が
先
導
供
奉
し
ま

し
た
。
ま
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
、
小
学
生
・
中

学
生
に
よ
る
神
輿
・
太
鼓
の
渡
御
は
中

止
と
な
り
ま
し
た
。

　

七
月
十
四
日
午
前
九
時
よ
り
、
総
代
・

祭
礼
委
員
長
並
び
に
関
係
者
の
ご
参
列

の
も
と
仮
本
殿
に
て
神
事
を
斎
行
し
た

後
、
神
輿
・
太
鼓
の
渡
御
が
行
わ
れ
、
氏

子
地
域
を
巡
幸
し
、
四
ヵ
所
あ
る
御
旅

所
に
お
い
て
神
事
を
斎
行
い
た
し
ま
し

た
。

　

宮
入
り
時
は
、
太
鼓
の
音
色
が
響
く

中
、
氏
子
の
肩
に
担
が
れ
境
内
を
七
た

び
半
往
復
し
た
後
、
仮
殿
に
お
戻
り
に

な
り
ま
し
た
。
雨
が
心
配
さ
れ
ま
し
た

が
、
小
雨
程
度
で
済
み
、
石
門
会
（
夏
祭

保
存
会
）
を
は
じ
め
と
す
る
氏
子
の
皆

様
の
ご
奉
仕
に
よ
り
ま
し
て
無
事
斎
行

す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

太鼓供奉の様子宮入りの様子

宮司によるくぐり初め

茨
木
神
社
奉
賛
会
入
会
の
ご
案
内

●
「
大
祓
・輪
く
ぐ
り
神
事
」
並
び

に
「
人
形
(
ひ
と
が
た
)
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
、
今

年
も
密
を
避
け
る
た
め
、
昨
年
同
様
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
。「
人
形
祓
神

事
」
と
は
、
人
の
形
を
し
た
紙
に
記
名
、

息
を
吹
き
か
け
て
半
年
の
厄
を
祓
い
、

残
り
半
年
の
無
事
を
祈
る
神
事
で
す
。　
　

　

神
事
終
了
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
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

　

 

当
社
の
対
応（
ご
報
告
）



６（第６３号）令和５年１月１日 う　ぶ　す　な

　

毎
年
神
社
の
境
内
で
は
、
伊
勢
の
神

宮
で
の
み
栽
培
さ
れ
、
「
イ
セ
ヒ
カ
リ
」

と
名
付
け
ら
れ
た
稲
を
、
少
し
で
す
が

お
頒
か
ち
い
た
だ
き
苗
か
ら
育
て
て
い

ま
す
。
今
年
も
夏
の
暑
さ
と
度
重
な
る

風
雨
に
も
耐
え
順
調
に
生
育
し
て
、
実

り
の
秋
を
迎
え
ま
し
た
。
神
様
の
御
恵

み
・
お
蔭
で
で
き
た
米
な
の
で
「
御
蔭
米
」

と
名
付
け
て
、
恒
例
の
抜
穂
祭
を
十
月

二
十
六
日
に
斎
行
い
た
し
ま
し
た
。

　

氏
子
の
ご
奉
仕
に
よ
り
ま
し
て
、
十

月
十
日
の
奉
祝
祭
・
奉
告
祭
に
合
わ
せ

て
花
手
水
を
ご
奉
納
い
た
だ
き
ま
し
た
。

神
事
に
参
列
さ
れ
た
方
々
や
ご
参
拝
者

に
、
爽
や
か
な
秋
の
季
節
を
感
じ
て
い

た
だ
く
こ
と
が
出
来
た
こ
と
と
思
い
ま

す
。

◆

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
五
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

秋の花手水

◇
初
詣

　

厄
除
な
ど
の
諸
祈
祷
に
お
越
し
の
方

や
「
令
和
の
大
造
営
特
別
参
拝
券
」
を

お
持
ち
の
皆
様
は
、
正
面
参
道
の
ご
参

拝
列
に
お
並
び
に
な
る
こ
と
な
く
、
左

図
の
通
り
、
直
接
本
殿
裏
よ
り
西
側
ス

ロ
ー
プ
を
上
が
り
、
本
殿
西
側
の
祈
祷

受
付
に
お
越
し
下
さ
い
。

◇
十
日
戎

　

今
年
も
例
年
通
り
一
月
九
日
～
十
一

日
の
三
日
間
斎
行
さ
れ
ま
す
。
皆
様

ど
う
ぞ
ご
参
拝
下
さ
い
。

抜　

穂　

祭

秋

の

花

手

水

今
後
の
神
事
に
つ
い
て


