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直 
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三
月
、
境
内
で
は
「
國く

に
た
ま魂

の
池
」
の
ほ
と
り

に
ユ
ス
ラ
ウ
メ
の
蕾

つ
ぼ
み

が
ふ
く
ら
み
、
丸
庭
に
は

ハ
ク
モ
ク
レ
ン
が
開
花
し
ま
し
た
。
四
月
を
迎

え
、
今
朝
は
満
開
の
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
が
参
拝
者

を
出
迎
え
て
い
ま
す
。

　

日
々
刻
々
と
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
ニ
ュ

ー
ス
が
伝
わ
り
ま
す
が
、
不
安
を
よ
そ
に
四
季

は
め
ぐ
り
ま
す
。

神
主
の
日
記
に
見
る
疫
病
流
行

　

朝
拝
で
は
疫
病
鎮
静
の
祝
詞
を
奏
上
し
ま

す
。
幕
末
の
頃
、
飯い

い
だ
ま
ぐ
う

玉
宮
（
現
在
の
倉
賀
野
神

社
）
の
神
主
高
木
出
雲
が
書
い
た
『
御お

な
ん
ど

納
戸
日

記
』
の
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
安
政
五
年

（
一
八
五
八
）
の
夏
に
、「
三
日
コ
ロ
リ
」
が
流

行
し
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。
コ
レ
ラ

で
す
。

　

日
記
を
め
く
る
と
「
医
者
方
も
此
の
病

や
ま
い

の
名

を
知
ら
ず
、
薬
用
手
当
い
た
し
か
ね
候

そ
う
ろ
う。」「
八

月
ひ
と
月
の
死
人
十
万
八
千
人
」
と
、
江
戸
の

惨
状
が
伝
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
傍
観
者
の
立
場
で
見
て
い
た
こ
と

で
す
が
、
今
と
て
も
他ひ

と人
事
と
は
思
え
ま
せ
ん
。

人
々
は
病
原
菌
を
知
ら
な
か
っ
た

　

中
山
道
の
倉
賀
野
宿
で
も
一
人
、
二
人
と
患

者
が
出
始
め
た
の
で
、
八
月
二
十
六
日
か
ら

二
夜
三
日
に
わ
た
り
「
産う

ぶ
こ子

安
全
」
の
た
め

「
鎮ち

ん
か
さ
い

火
祭
」
を
執
行
し
た
と
い
い
ま
す
。
弓
の

弦
を
手
で
引
き
鳴
ら
し
て
邪
気
を
祓は

ら

う
「
鳴め

い
げ
ん弦

加か

じ持
」
の
祈
祷
を
し
た
と
も
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

当
時
、
コ
レ
ラ
菌
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
未
知

の
病
原
菌
で
し
た
。
人
々
は
治
療
を
す
る
術す

べ

も
、

予
防
す
る
手
だ
て
も
な
か
っ
た
の
で
す
。

獅
子
舞
が
巡
回
し
て
お
祓
い
す
る

　

続
い
て
九
月
三
日
か
ら
四
日
に
か
け
て
、

田た

ご

や

子
屋
町
か
ら
宿
内
へ
獅し

し子
舞
が
出
ま
し
た
。

三
日
の
夜
に
「
鎮
守
よ
り
獅
子
振
り
始
め
」
と

あ
り
、
宿
内
の
三
つ
の
神
社
の
神
主
と
山や

ま
ぶ
し伏
が

先
頭
に
立
ち
、
三
頭
の
獅
子
が
上か

み
ち
ょ
う町
の
飯
玉
宮

を
出
発
し
ま
し
た
。
獅
子
に
続
い
て
「
町
内
若

者
凡お

よ

そ
三
十
人
ほ
ど
白

は
く
ち
ょ
う張

を
着
、
幣ヌ

サ帛
を
持
ち
、

町
内
祓

は
ら
い

候
そ
う
ろ
う

処と
こ
ろ、
惣そ

う
ち
ょ
う町
よ
り
頼
ま
れ
、
宿
内

軒け
ん
べ
つ別
に
祓

は
ら
い
」
と
あ
り
ま
す
。「
惣
町
」
か
ら
要
請

さ
れ
て
、
倉
賀
野
宿
の
家
々
を
一
軒
ご
と
に
お

祓
い
し
て
回
っ
た
と
い
う
の
で
す
。

　

田
子
屋
は
倉
賀
野
宿
の
中
心
近
く
の
町
名

で
、
今
も
残
る
獅
子
倉
の
長な

が
も
ち持
に
は
宝
暦
五
年

（
一
七
五
七
）
の
墨
書
が
あ
る
と
聞
き
ま
す
。
そ

し
て
天
下
一
角
兵
衛
流
と
い
う
獅
子
舞
は
今
に

伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
病
患
退
散
致
し
、
安あ
ん
の
ん穏
に
相
成
り
候
」

　

お
祓
い
は
翌
四
日
の
朝
よ
う
や
く
「
相
済
」

と
な
り
、
日
記
は
「
宿
中
、
門
松
立
て
、
三
日

正
月
致い

た

し
祝
い
申
し
候
。
そ
の
後
は
病
患
退
散

致
し
、安
穏
に
相
成
り
候
。」
と
結
ん
で
い
ま
す
。

　

時
を
隔
て
て
医
学
が
こ
れ
ほ
ど
に
進
ん
だ
現

代
。
私
た
ち
の
体
は
自
然
の
中
に
生
き
て
い
る

と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
自
然
を
意
の
ま
ま
に
は

操あ
や
つれ
な
い
こ
と
を
、
こ
こ
に
思
い
知
ら
さ
れ
ま

し
た
。
徒
手
空
拳
で
あ
っ
た
安
政
の
人
々
が
ど

の
よ
う
に
疫
病
と
対
峙
し
た
か
、
い
ま
改
め
て

見
直
す
べ
き
時
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

感
染
拡
大
防
止
の
た
め
に
は
他ひ

と者
と
の
物
理

的
な
距
離
を
保
つ
こ
と
。
し
か
し
気
持
ち
は
け

っ
し
て
孤
立
す
る
こ
と
な
く
、
互
い
に
誰
も
が

笑
顔
と
思
い
や
り
の
心
を
忘
れ
ず
に
あ
り
た
い

も
の
で
す
。
皆
様
の
上
に
神
様
の
慈

い
つ
く
し
み
が
遍

あ
ま
ね

く
ゆ
き
わ
た
り
一
日
一
日
を
無
事
息
災
に
過
ご

さ
れ
ま
す
よ
う
衷
心
よ
り
祈
念
い
た
し
ま
す
。

編
集
後
記
▽
四
月
十
九
日
の
春
季
大
祭
は
、
ウ
イ

ル
ス
感
染
予
防
の
た
め
神か
み
に
ぎ賑

わ
い
の
行
事
を
自
粛

し
、
御
社
殿
の
中
で
神
職
だ
け
が
奉
仕
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
▽「
３
密
を
避
け
よ
」「
３
密
は
ダ
メ
だ
」

と
皆
が
い
う
け
れ
ど
…
。
仏
教
で
い
う
、
尊
い

「
三さ
ん
み
つ密

」
と
い
う
語
が
つ
い
連
想
さ
れ
て
、
仏
さ
ま

に
怒
ら
れ
な
い
か
と
神
主
は
心
配
に
な
る
。
▽
と

も
か
く
も
密
閉
、
密
集
、
密
接
を
回
避
す
る
こ
と
。

▽
国
内
は
勿
論
の
こ
と
、
ど
う
か
世
界
の
諸
国
で

悪
疫
流
行
が
鎮
静
化
し
、
経
済
も
壊
れ
た
り
し
ま

せ
ん
よ
う
に
。
何
よ
り
子
供
た
ち
の
た
め
に
一
日

も
早
く
学
校
が
再
開
さ
れ
ま
す
よ
う
に
。
地
域
の

私
た
ち
に
、
何
が
で
き
る
の
か
考
え
た
い
。（
直
）

六
月
三
十
日
　
夏な
ご
し越 

大お
お
は
ら
え祓

　
疫
病
退
散
の
「
茅ち
の
わ輪

く
ぐ
り
」　
　

　

毎
年
、
六
月
三
十
日
に
神
社
で
「
夏な

ご
し越

大お
お
は
ら
え
祓
」
の
神
事
が
お
こ
な
わ
れ
ま
す
。
参

道
に
設
け
た
茅ち

の
わ輪
を
神
職
に
続
い
て
参
列

の
人
々
が
く
ぐ
り
、
穢け

が

れ
や
災
い
を
祓は

ら

い

除よ

け
る
神
事
で
す
。

『御納戸日記』
　（安政５年）

　
「
茅
輪
」
に
つ
い
て
は
、『
備び

ん
ご
の
く
に

後
国
風
土
記
』

逸い
つ
ぶ
ん文
に
次
の
よ
う
な
説
話
が
あ
り
ま
す
。

　

	

※　
　
　

	

※　
　
　

	

※

　

む
か
し
、
牛ご

ず頭
天て

ん
の
う王
と
い
う
神
様
が
南

海
の
地
方
に
お
出
か
け
に
な
っ
た
。
そ
こ

で
一
夜
の
宿
を
お
求
め
に
な
っ
た
時
、
兄

の
巨こ

た
ん旦
将し

ょ
う
ら
い
来
は
裕
福
な
の
に
そ
の
願
い
を

断
っ
て
し
ま
っ
た
。
弟
の
蘇そ

み
ん民
将
来
は
貧

し
い
な
が
ら
も
粟あ

わ

飯
を
供

き
ょ
う

し
て
丁
重
に
お

も
て
な
し
を
し
た
。
神
様
は
蘇
民
の
家
を

立
ち
去
る
時
に
「
い
つ
か
疫
病
流
行
が
こ

の
地
を
襲
う
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の

と
き
に
は
、
茅

ち
が
や
で
輪
を
作
り
、
そ
れ
を
腰

に
付
け
て
い
れ
ば
災
厄
を
免
れ
る
こ
と
が

で
き
る
」
と
言
い
残
し
た
。
や
が
て
そ
の

通
り
の
こ
と
が
起
こ
り
、
蘇
民
将
来
の
一

家
だ
け
が
生
き
延
び
て
、
の
ち
も
末
永
く

繁
栄
し
た
と
い
う
。

　

	

※　
　
　

	

※　
　
　

	

※

　

も
と
は
腰
に
付
け
た
と
い
う
茅
輪
は
大

型
化
し
て
、
今
日
で
は
夏
越
の
大
祓
の
と

き
に
人
々
が
八
の
字
に
輪
を
く
ぐ
り
、
無

病
息
災
を
祈
念
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
大
祓
式
は
、
神
社
で
年
に
二

回
お
こ
な
わ
れ
ま
す
。
六
月
三
十
日
は
夏

越
大
祓
、
十
二
月
三
十
一
日
に
は
年
越
大

祓
が
あ
り
、
身
に
付
い
た
災
い
の
元
を
半

年
ご
と
に
祓
い
清
め
る
と
い
う
意
味
が
あ

り
ま
す
。

　

大
祓
式
に
あ

た
り
、
参
拝
者
は

家
族
の
名
を
そ

れ
ぞ
れ
に
記
し

た
形か

た
し
ろ代
（
ひ
と
が

た
）
を
も
ち
よ
り
、
祓
い
除
け
を
祈
願
し

ま
す
。
あ
わ
せ
て
『
大

お
お
は
ら
え
こ
と
ば

祓
詞
』
と
い
う
古

来
の
祝
詞
を
一
同
で
御
神
前
に
奉
唱
す
る

習
わ
し
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
「
夏
越
の
大
祓
式
・
茅
輪
く
ぐ
り
」

は
今
年
も
六
月
三
十
日
の
夕
方
六
時
を
予

定
し
て
い
ま
す
。
く
わ
し
く
は
社
務
所
に

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。　

　
　
　

☎
０
２
７
（
３
４
６
）
２
１
５
８　
　

   

神
社
総
代
会
の
奉
仕
活
動

　

神
社
の
行
事
は
一
年
を
通
し
て
総
代
会

の
御
奉
仕
に
よ
り
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

写
真
は
一
月
十
五
日
の
「
北
向
道
祖
神

大
祭
」
の
一
コ
マ
。
こ
の
日
の
早
朝
、
古

神
札
の
お
焚た

き
上
げ
・
ど
ん
ど
焼
き
が
始

ま
り
ま
し
た
。

「無病息災・交通安全」　　　
　　　茅輪の守護札

身
代
り
形
代

　
「
古こ

し
ん
さ
つ

神
札
納
め
所
」
の
臨
時
テ
ン
ト
は
、

古
い
御お

ふ

だ
神
札
、お
守
り
、お
正
月
の
松
飾
り
、

ダ
ル
マ
等
で
満
杯
に
な
っ
て
い
ま
す
。「
ど

ん
ど
焼
き
」
は
、
神
様
か
ら
お
護ま

も

り
い
た

だ
い
た
御
恩
に
感
謝
す
る
行
事
で
す
。
古
神

札
の
お
祓は

ら

い
を
行
っ
た
後
、
高
崎
消
防
十
七

分
団
の
協
力
を
い
た
だ
き
な
が
ら
総
代
の
皆

さ
ん
が
お
焚
き
上
げ
の
作
業
に
あ
た
り
ま

す
。

　

特
に
、
ダ
ル
マ
に
は
土
底
が
つ
い
て
い
る

の
で
、
こ
れ
を
叩
い
て
落
と
し
て
か
ら
で
な

い
と
燃
や
せ
ま
せ
ん
。
写
真
は
皆
で
手
分
け

し
て
そ
の
作
業
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

な
お
、
ガ
ラ
ス
な
ど
の
不
燃
物
や
危
険
物

は
勿
論
の
こ
と
、
ぬ
い
ぐ
る
み
や
、
人
形
、

カ
レ
ン
ダ
ー
、位
牌
な
ど
は
、「
ど
ん
ど
焼
き
」

の
お
焚
き
上
げ
対
象
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ご

不
明
の
点
は
ど
う
ぞ
社
務
所
に
お
尋
ね
く
だ

さ
い
。



（
最
初
の
午う

ま

の
日
）
が
京
都
の
伏
見
稲
荷
を

始
め
全
国
の
お
稲
荷
様
の
祭
日
と
さ
れ
て
い

れ
る
。
初
午
の
日
は
そ
の
年
に
よ
っ
て
日
に

ち
が
変
わ
る
け
れ
ど
も
（
こ
と
し
令
和
二
年

で
は
二
月
九
日
）、
倉
賀
野
神
社
の
冠
稲
荷

さ
ま
で
は
、毎
年
、祝
日
の
「
建
国
記
念
の
日
」

を
お
祭
り
の
日
と
定
め
て
祭
典
を
お
こ
な
っ

て
い
る
。

　

令
和
二
年
冠
稲
荷
初
午
大
祭

　
●
「
福
投
げ
」
特
別
御
奉
賛
●

　
　
　

	

第
一
屋
製
パ
ン	

株
式
会
社	

様

	

高
崎
森
永	

株
式
会
社　

	

様

	

株
式
会
社		

原				

田	

様

	

株
式
会
社		

キ
ノ
コ
輪ワ

ー
ル
ド大	

様

	

今
井
菓
子
店	

	

様

　

	

そ
の
他
た
く
さ
ん
の
皆
様
に

	

御
奉
賛
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

境
内
で
は
紙
芝
居
の
前
に
子
ど
も
た
ち

が
集
ま
っ
た
。
普
段
か
ら
「
民
話
の
語
り
」

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
携
わ
る
下
町
の
齋
藤
滋

子
さ
ん
に
お
願
い
し
て
、
創
作
紙
芝
居

『
大お

お

国く
に
ぬ
し
の
か
み

主
神
の
冒
険
』
を
上
演
し
た
。

　

恒
例
の
湯ゆ

だ
て立
神
事
も
お
こ
な
わ
れ
た
。

竹
を
立
て
て
囲
っ
た
中
に
大
釜
の
湯
が
沸

き
立
っ
て
い
る
。
参
拝
の
人
々
は
列
に
並

び
、
湯
け
む
り
を
浴
び
て
無
病
息
災
を
祈

っ
た
。
こ
う
し
て
神か

み
に
ぎ賑
わ
い
の
諸
行
事
は

正
午
ご
ろ
に
め
で
た
く
全
て
執
り
納
め
と

な
っ
た
。

	

＊	

＊	

＊

　

冠
稲
荷
さ
ま
は
、
も
と
も
と
倉
賀
野
宿

の
中
心
部
の
横よ

こ
ま
ち町
に
鎮
座
し
た
神
様
で
、

江
戸
時
代
は
「
三さ

ん
こ
う
じ

光
寺
稲
荷
」
と
も
よ
ば

れ
人
々
の
崇
敬
を
集
め
た
。
旅は

た
ご籠
の
遊
女

　

境
内
の
冠

か
ん
む
り
い
な
り

稲
荷
神
社
の
「
初は

つ
う
ま午
大
祭
」
が

今
年
も
二
月
十
一
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
。

	

＊	
＊	

＊

　

午
前
十
時
に
冠
稲
荷
さ
ま
御
社
殿
の
前
で

神
事
が
は
じ
ま
り
、
宮
司
が
祝
詞
を
奏
上
。

総
代
会
や
氏
子
、
来
賓
の
人
々
が
神
前
に
玉

串
を
そ
な
え
て
拝
礼
し
た
。

　

続
い
て
神
楽
殿
で
巫
女
舞
の
奉
納
や
、
福

投
げ
の
行
事
が
始
ま
っ
た
。
舞
姫
の
倉
賀
野

小
学
校
五
年
生
２
人
が
浦
安
舞
、
三
年
生
３

人
が
豊
栄
舞
を
奉
納
。
ま
た
福
投
げ
で
は
、

申
込
の
あ
っ
た
22
名
の
福
男
・
福
女
が
「
福

は
内
、
福
は
内
」
の
掛
け
声
高
ら
か
に
お
菓

子
な
ど
の
福
を
撒
い
た
。

（３）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 　　　　　　（２）
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が
石
玉
垣
や
灯
篭
を
奉
納
し
て
い
る
。
明
治

四
十
二
年
、
神
社
合
併
政
策
に
よ
り
倉
賀
野

神
社
に
合ご

う
し祀
さ
れ
、
横
町
に
あ
っ
た
も
と
の

神
社
は
廃は

い
し祀
と
な
り
、
建
物
は
撤
去
さ
れ
た
。

し
か
し
地
元
の
人
々
の
願
い
に
よ
り
昭
和
十

年
に
復ふ

く
し祀
さ
れ
、
再
び
社
殿
が
建
て
ら
れ
今

に
至
っ
て
い
る
。
そ
の
横
町
冠
稲
荷
さ
ま
で

は
毎
年
四
月
八
日
に
祭
礼
が
お
こ
な
わ
れ
て

い
る
。

　

な
お
明
治
四
十
二
年
の
廃
祀
後
に
撤
去
さ

れ
た
古
社
殿
は
、
前
橋
市
川か

わ
ま
が
り曲

町
に
買
い

受
け
ら
れ
、
分
解
し
て
運
ば
れ
て
再
建
さ
れ
、

か
の
地
に
諏
訪
神
社
の
御
社
殿
と
し
て
現
存

す
る
。

	

＊	

＊	

＊

　

む
か
し
か
ら
暦

こ
よ
み
の
上
で
二
月
の
初
午
の
日

冠
稲
荷 

初
午
大
祭
　
盛
大
に

創
作
紙
芝
居
『
大
国
主
神

の
冒
険
』
を
上
演

御
社
殿
前
の
神
事

小
学
五
年
生
の

　
　
　
　
浦
安
舞

紙
芝
居
の

　
　
一
コ
マ

福
投
げ
行
事

　   「
令
和
の
御
大
礼
」
と

　
　
　
　
　
倉
賀
野
神
社

▼
平
成
三
十
一
年
四
月
十
九
日　

春
季
例
大

祭
の
日
に
、
あ
わ
せ
て
「
天
皇
陛
下 

御
譲

位
御
安
泰
祈
願
祭
」
を
斎さ

い
こ
う行

。
参
列
者
一
同

は
平
成
の
御み

よ代
を
顧
み
て
感
謝
の
誠
を
捧
げ

る
と
と
も
に
、
天
皇
陛
下
（
現	

上
皇
陛
下
）

が
御
安
泰
に
御
譲じ

ょ
う
い位

遊
ば
さ
れ
る
よ
う
神
前

に
祈
願
し
た
。

▼
令
和
元
年
五
月
一
日　

一
お
つ
い
た
ち日

早
朝
の

月つ
き
な
み
さ
い

次
祭
の
と
き
に
併
せ
て
「
践せ

ん
そ祚

改か
い
げ
ん元

奉
告

祭
」
を
執
行
。
新
天
皇
が
即
位
さ
れ
、
元
号

が
令
和
と
改
ま
っ
た
こ
と
を
御
神
前
に
奉
告

す
る
儀
で
あ
る
。

　

参
拝
者
に
お
祝
い
の
お
赤
飯
が
配
ら
れ

た
。
社
頭
に
は
「
奉
祝
記
帳
」
の
受
付
所
が

設
け
ら
れ
、
五
日
間
で
一
四
二
名
の
記
帳
が

寄
せ
ら
れ
た
。
ま
た
「
令
和
御
大
礼
・
記
念

御
朱
印
」
の
授
与
を
お
こ
な
っ
た
。

▼
五
月
二
十
五
日
、
二
十
六
日　
「
御
大

礼
奉
祝
・
天
明
神
輿
神し

ん
こ
う
さ
い

幸
祭
」
を
斎
行
。

二
十
五
日
夜
の
浄
闇
の
な
か
、
お
神
輿
に

「
み
た
ま
遷う

つ

し
の
儀
」、
翌
二
十
六
日
早
朝
に

発は
つ
よ輿

し
て
、
倉
賀
野
町
内
の
御お

た
び
し
ょ

旅
所
三
ヶ
所

に
車
上
渡と

ぎ
ょ御

、
つ
づ
い
て
御
旅
所
四
ヶ
所
に

行
列
の
渡
御
が
丸
一
日
か
け
て
お
こ
な
わ
れ

た
。
各
地
区
か
ら
選
ば
れ
た
青
壮
年
の
輿よ

ち
ょ
う丁

（
担
ぎ
手
）
を
は
じ
め
百
二
十
余
名
が
行
列

に
参
加
。
神
輿
を
出
迎
え
る
大
勢
の
人
々
と

天
皇
陛
下
の
御
即
位
を
お
祝
い
し
た
。

▼
六
月
二
十
五
日　
「
御
大
礼
奉
祝
・
御
田

植
祭
」
を
境
内
の
神し

ん
せ
ん
で
ん

饌
田
で
斎
行
。
秋
に
は

国
を
挙
げ
て
「
即
位
礼
」
の
儀
式
が
お
こ
な

わ
れ
る
。
そ
の
日
の
御
神
前
に
お
供
え
で
き

ま
す
よ
う
、
豊
か
に
稔
り
ま
す
よ
う
に
と
祈

念
し
た
。
こ
と
し
も
倉
賀
野
中
生
徒
有
志
が

奉
仕
し
た
。

▼
十
月　
「
御
大
礼
記
念
・
御
本
殿
屋
根
替

事
業
」　

総
代
会
が
氏
子
各
戸
に
お
願
い
し

て
回
る
募
金
活
動
が
始
ま
っ
た
。
市
指
定
重

要
文
化
財
の
御
本
殿
の
屋
根
は
、
昭
和
十
二

年
に
従
来
の
杮

こ
け
ら

葺ぶ

き
か
ら
銅
板
葺
き
に
葺
き

替
え
ら
れ
た
も
の
。
以
来
八
十
二
年
が
経
過

し
て
劣
化
が
進
ん
で
い
た
た
め
、
令
和
の
御

大
礼
記
念
事
業
と
し
て
大
修
理
を
行
う
こ
と

に
な
っ
た
。（
そ
の
後
、
多
く
の
氏
子
崇
敬

者
皆
様
の
ご
奉
賛
を
有
り
難
く
い
た
だ
き
、

お
蔭
を
も
ち
ま
し
て
今
夏
、
着
工
の
は
こ
び

と
な
り
ま
し
た
。）

▼
十
月
十
九
日　

秋
季
例
大
祭
。
併
せ
て「
天

皇
陛
下
即
位
礼 

奉
祝
大
祭
」
を
執
行
。
天
皇

陛
下
が
国
の
内
外
に
即
位
を
宣
明
す
る
「
即

位
礼
正せ

い
で
ん殿
の
儀
」
が
十
月
二
十
二
日
に
お
こ

な
わ
れ
る
に
あ
た
り
、
秋
の
例
大
祭
を
奉
祝

大
祭
と
し
て
斎
行
。

　

こ
の
日
、
中
学
生
神
輿
の
渡
御
行
列
で
は

生
徒
た
ち
が
「
奉
祝
令
和
」
の
提
灯
を
手
に

行
進
し
た
。

▼
十
一
月
十
二
日　
「
大

だ
い
じ
ょ
う
さ
い

嘗
祭
前
二
日
大
祓
」

大
嘗
祭
の
二
日
前
に
、
全
国
の
神
社
で
臨
時

の
大

お
お
は
ら
え祓

が
斎
行
さ
れ
た
。
御
一
代
に
一
度
と

い
う
厳
粛
な
皇
室
神
事
を
前
に
し
て
、
い
わ

ば
国
全
体
を
祓
い
清
め
る
た
め
の
儀
式
で
、

倉
賀
野
神
社
で
は
午
後
三
時
か
ら
宮
司
に
よ

る
大

お
お
は
ら
え
こ
と
ば

祓
詞
の
奏
上
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

▼
十
一
月
十
四
日　
「
大
嘗
祭
当
日
祭
」　

大

嘗
祭
の
当
日
、
午
前
十
時
に
総
代
会
や
氏
子

崇
敬
者
等
が
昇
殿
。
群
馬
県
の
営
農
者
か

ら
皇
室
に
献
上
さ
れ
た
と
い
う
「
庭に

わ
づ
み積

の

机つ
く
え
し
ろ
も
の

代
物
」
に
準
じ
て
、　

リ
ン
ゴ
、
コ
ン
ニ

ャ
ク
イ
モ
、
ヤ
マ
ト
イ
モ
、
シ
イ
タ
ケ
、
小

麦
の
五
品
目
を
神
前
に
特
別
に
お
供
え
し

た
。
こ
の
日
も
お
祝
い
の
お
赤
飯
が
配
ら
れ
、

社
頭
に
は
記
帳
所
が
設
け
ら
れ
た
。

回  顧

一般公開された皇居東御苑の大嘗宮
を拝観（１１月２８日  宮司） 湯立神事

御田植祭の神事

天明神輿神幸祭の渡御行列

御即位を奉祝する
中学生神輿


