
　
　

◎
厄
除

　

人
生
は
山
あ
り
谷
あ
り
。
古
く
か
ら
人
々

は
、
と
く
に
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

年
回
り
を
「
厄や

く
ど
し年
」
と
呼
ん
で
き
ま
し
た
。

　

と
く
に
男
性
は
数
え
四
十
二
歳
、
女
性
は

数
え
三
十
三
歳
が
「
大た

い
や
く厄
」
と
さ
れ
ま
す
。

厄
年
は
、
現
代
で
も
人
生
の
大
き
な
転
機
を

迎
え
る
年
回
り
。
神
社
で
お
祓
い
を
受
け
、

ご
加
護
を
い
た
だ
い
て
無
事
に
過
ご
せ
る
よ

う
祈
り
ま
し
ょ
う
。

　
　

◎
結
婚
式

　

神
話
の
伊い

ざ
な
ぎ
の
み
こ
と

邪
那
岐
命
、
伊い

ざ
な
み
の
み
こ
と

邪
那
美
命
の
男

女
二ふ

た
は
し
ら
柱
の
神
さ
ま
が
夫
婦
の
道
の
始
ま
り
と

い
わ
れ
ま
す
。
二
神
に
倣な

ら

っ
て
厳
粛
な
人
生

の
門
出
を
神
前
に
誓
う
の
が
結
婚
式
で
す
。

　

結
び
の
御
縁
に
感
謝
し
、
互
い
に
尊
敬
し

合
い
な
が
ら
長
い
人
生
を
歩
み
、
家
内
安
全

と
子
孫
繁
栄
を
祈
り
ま
す
。
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ご
あ
い
さ
つ　
　
　
　

 　

宮
司　

髙
木 

直
明　

　

氏
子
、
崇
敬
者
の
皆
様
に
は
日
々
健
や
か
に
お
過
ご
し

の
こ
と
と
拝
察
申
し
上
げ
ま
す
。

　

先
ず
以
て
皆
様
の
御
奉
賛
の
お
蔭
を
も
ち
ま
し
て
こ
の

度
、
令
和
御
大
礼
奉
祝
事
業
と
し
て
「
御
本
殿
保
存
修
理

工
事
」
が
は
じ
ま
り
ま
し
た
。
ご
理
解
と
ご
支
援
に
心
よ

り
感
謝
と
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
昨
今
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
に
よ
り
我

が
国
だ
け
で
な
く
、
世
界
中
の
人
々
が
苦
難
に
直
面
し
て

お
り
ま
す
。
御
病
気
の
方
や
亡
く
な
ら
れ
た
方
々
に
心
よ

り
お
見
舞
い
申
し
上
げ
、
お
悔
や
み
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

本
神
社
の
四
月
春
季
大
祭
は
、
大
神
様
の
前
に
祝の

り
と詞

奏そ
う

上じ
ょ
うの

神
事
は
斎さ

い
こ
う行

し
た
も
の
の
、
太だ

い
だ
い
か
ぐ
ら

々
神
楽
な
ど
の
神か

み
に
ぎ賑

わ
い
は
す
べ
て
遠
慮
い
た
し
ま
し
た
。
十
月
の
秋
季
大
祭

に
あ
た
り
ま
し
て
は
、
い
つ
も
よ
り
縮
小
し
つ
つ
、
神
楽

や
浦う

ら
や
す
の
ま
い

安
舞
を
神
前
奉
奏
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
先
行
き

は
不
透
明
な
が
ら
も
、「
新
し
い
生
活
様
式
」
を
と
も
ど

も
に
実
践
し
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

　

い
ま
、
神
楽
舞
の
「
岩い

わ
ど
び
ら

戸
開
き
」
の
場
面
が
思
い
出

さ
れ
ま
す
。
高た

か

天ま
の
は
ら原

で
天あ

ま
て
ら
す
お
お
か
み

照
大
神
が
岩
戸
の
奥
に
閉
じ

こ
も
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
世
の
中
は
真
っ
暗
闇
に
な

り
、
災
い
が
は
び
こ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し

天あ
め
の
う
ず
め
の
み
こ
と

宇
受
賣
命
の
滑
稽
の
舞
や
天

あ
め
の
た
ぢ
か
ら

手
力
男お

の
か
み神

の
力

ち
か
ら
わ
ざ業

を
は
じ

め
八や

お
よ
ろ
ず

百
万
の
神
々
の
所
作
の
お
蔭
で
、
再
び
天
照
大
神
の

御
姿
が
お
も
て
に
現
れ
、
世
界
は
光
を
取
り
戻
す
の
で
し

た
。
足
下
は
辛
い
日
常
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
大
神
様
の

御
守
護
の
も
と
に
、
や
が
て
清
ら
か
で
光
明
に
あ
ふ
れ
る

日
々
の
再
び
訪
れ
る
こ
と
を
信
じ
て
已
み
ま
せ
ん
。

７
月
３
日
、
神
社
総
代
会
と
施
工

者
の
町
田
工
業
等
、
関
係
者
が
参

列
し
て
起
工
奉
告
祭
を
斎
行
し
た
。

御本殿の彫刻。作業の足場を組んだ
ことにより、これまで高く見上げて
いた彫刻群が間近に出現した。

人  

生  

儀  

礼

感
染
予
防
の
た
め
、
た
だ
い
ま
「
手
水
」

は
柄ひ

し
ゃ
く杓
を
使
わ
ず
に
、
直
接
お
手
に
水

を
受
け
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

ご参拝の皆様へ

　

子
供
た
ち
の
健
や
か
な
成
長
を
祈
る
初

宮
詣
や
七
五
三
詣
、
結
婚
式
、
厄
除
な
ど
、

人
生
の
節
目
に
お
こ
な
う
祭
り
を
人
生
儀

礼
と
い
い
ま
す
。
人
生
儀
礼
は
神
社
の
神

さ
ま
と
の
出
会
い
の
場
で
も
あ
り
ま
す
。

　

▼
社
務
所
で
祈
願
祭
の
お
問
合
せ
・
お

申
し
込
み
を
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。

　

社
務
所
☎
０
２
７
（
３
４
６
）
２
１
５
８

　

  

◎
初
宮
詣
（
は
つ
み
や
も
う
で
）

　

赤
ち
ゃ
ん
は
神
さ
ま
か
ら
の
授
か
り
も

の
。
誕
生
し
て
七
日
目
の
「
お
七
夜
」
に

赤
ち
ゃ
ん
の
名
付
け
を
す
る
の
が
一
般
的

で
す
。
神
社
で
「
命
名
」
の
紙
札
を
受
け

て
神
棚
の
近
く
に
貼
っ
て
お
く
習
わ
し
も

あ
り
ま
す
。

　

赤
ち
ゃ
ん
の
健
や
か
な
成
長
を
祈
る
た

め
、
初
め
て
神
社
に
お
参
り
す
る
の
が
初

宮
詣
（
お
宮
詣
り
）。
誕
生
後
、
三
十
日
か

ら
百
日
前
後
に
お
参
り
し
、
健
や
か
な
成

長
と
幸
せ
を
祈
り
ま
す
。

　
　

◎
七
五
三
詣

　

子
供
の
成
長
に
感
謝
し
、
こ
れ
か
ら
の

無
事
を
祈
っ
て
神
社
に
お
参
り
す
る
の
が

七
五
三
詣も

う
でで
す
。

　

三
歳
は
「
髪か

み
お
き置
」
と
よ
ぶ
男
女
共
の
お

令
和
御
大
礼
記
念

　

  

高
崎
市
指
定
重
要
文
化
財

　  

御
本
殿
保
存
修
理
工
事

　

令
和
の
御み

よ

が

代
替
り
を
奉
祝
す
る
記
念
事
業
と
し
て
、

こ
の
た
び
御
本
殿
の
保
存
修
理
工
事
が
始
ま
り
ま
し
た
。

お
も
に
、
老
朽
化
し
た
屋
根
の
銅
板
の
葺
き
替
え
を
お

こ
な
う
も
の
で
す
。

　

７
月
に
は
神
様
に
仮
の
場
所
に
お
遷う

つ

り
い
た
だ
く

仮か
り
で
ん殿

遷せ
ん
ざ
さ
い

座
祭
、
続
い
て
起き

こ
う
ほ
う
こ
く
さ
い

工
奉
告
祭
を
斎
行
し
ま
し
た
。

令
和
二
年
末
頃
に
完
工
と
な
る
予
定
で
す
。

　

今
あ
る
御
本
殿
は
、
破
損
し
た
旧
本
殿
を
幕
末
の
頃

に
新
た
に
建
替
え
た
も
の
で
、
元げ

ん
じ治
二
年
（
一
八
六
五
）

に
上
棟
式
が
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。

　

当
時
の
設
計
仕
様
書
で
あ
る
古
文
書
、『
木き

わ
り割

仕
様
帳
』

と
『
御ご

ふ
し
ん

普
請
仕
様
書
』
が
残
っ
て
い
て
、
部
材
の
寸
法

や
名
称
な
ど
が
わ
か
り
、
現
存
す
る
建
物
と
比
較
対
照

で
き
る
希
少
な
例
と
い
わ
れ
ま
す
。
御
本
殿
は
こ
れ
ら

文
書
類
と
併
せ
、
市
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま

す
。

9 月 27 日、県文化財保護審議
会委員の村田敬一氏を講師に招
いて、見学会を開催。参加者は
熱心に説明に聞き入っていた。

（１）               　　　　　　（４）

御本殿で寝ずの番をする梟
（ふくろう）。

境
内
点
描　

■
氏
子
の
篤と

く
の
う
か

農
家
か
ら
苗
を
頂

戴
し
、
六
月
に
御
田
植
祭
を
執
行
し
ま
し
た
。

神
社
総
代
会
の
恒
例
行
事
で
す
。
毎
年
倉
賀

野
中
の
生
徒
た
ち
が
い
っ
し
ょ
に
奉
仕
し
て

く
れ
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
今
年
は

参
加
人
数
を
縮
小
し
て
の
御
田
植
で
し
た
が
、

そ
の
後
無
事
に
成
長
し
て
、
十
月
十
三
日
に

抜ぬ
い
ぼ
さ
い

穂
祭
を
迎
え
ま
す
。

■
境
内
の
キ
ン
モ
ク
セ
イ
を
前
に
、
マ
ス
ク

越
し
に
深
呼
吸
。
文
字
と
画
像
ば
か
り
で
、

香
り
を
届
け
ら
れ
な
い
の
が
残
念
。

　
〈
木
犀
や
月
の
宴
の
西
の
対　
　

鬼
城
〉　

お初穂を秋の大祭におそ
なえする。

金木犀の発香は、こと
し「 中 秋 の 名 月 」 の
10 月 1 日頃に始まっ
た。

御
本
殿
の
造
営
と

修
理
経
過
、
背
景

等
を
簡
略
年
表
に

ま
と
め
て
み
ま
し

た
（
３
面
）。
ご

参
照
く
だ
さ
い
。
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祝
い
、
五
歳
は
男
子
の
「
袴は

か
ま
ぎ着
」、
七
歳
は

女
子
の
「
帯お

び
と
き解
」
の
お
祝
い
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

む
か
し
は
稲
の
刈
り
取
り
を
終
え
た

十
一
月
十
五
日
が
七
五
三
の
日
と
い
わ
れ

ま
し
た
が
、
近
年
で
は
九
、十
月
頃
に
早
め

て
お
こ
な
う
例
も
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　
　

◎
成
人
式

　

昔
、
公
家
や
武
家
で
は
「
元げ

ん
ぷ
く服
」
と
い

っ
て
、
成
人
に
な
っ
た
こ
と
を
祝
い
初
め

て
冠

か
ん
む
りを

つ
け
る
儀
式
（
初

う
い
こ
う
ぶ
り

冠
）
が
あ
り
ま

し
た
。
今
で
は
、
二
十
歳
に
な
っ
た
男
女

が
大
人
と
し
て
社
会
に
認
め
ら
れ
、
祝
福

を
受
け
る
日
と
し
て
「
成
人
の
日
」
が
あ

り
ま
す
。
無
事
に
大
人
の
仲
間
入
り
が
で

き
た
こ
と
を
神
さ
ま
に
奉
告
し
ま
し
ょ
う
。

成
人
式
の
御
祈
祷
を
神
社
で
受
け
付
け
て

い
ま
す
。

　
　

◎
入
学
・
卒
業
の
奉
告

　
「
神
々
の
御
加
護
で
実
力
を
十
分
発
揮
で

き
ま
す
よ
う
に
」
と
、
毎
年
多
く
の
受
験

生
が
お
参
り
に
見
え
ま
す
。

　

神
前
に
身
を
正
し
、
心
を
静
め
て
か
ら
、

物
事
に
臨
む
の
は
大
切
な
こ
と
で
す
。
入

学
や
卒
業
の
際
に
も
、
神
社
の
神
さ
ま
に

感
謝
と
御
礼
の
ご
あ
い
さ
つ
を
い
た
し
ま

し
ょ
う
。



　　

　
「
撰

せ
ん
じ
ょ
う上

」
と
は
、す
こ
し
難
し
い
語
で
す
が
、

歴
史
書
や
歌
集
な
ど
を
編
集
し
て
天
皇
に
た

て
ま
つ
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　

今
年
は
、
第
四
四
代
・
元

げ
ん
し
ょ
う正

天
皇
の
養
老

四
年
（
七
二
〇
）
に
『
日
本
書
紀
』
が
撰
上

さ
れ
て
か
ら
一
三
〇
〇
年
と
い
う
節
目
の
年

に
当
り
ま
す
。
天
武
天
皇
の
皇
子
の
舎と

ね
り人

親

王
が
撰
上
し
ま
し
た
。
国
家
の
公
的
な
歴
史

書
（「
正
史
」）
と
し
て
編
ま
れ
た
も
の
で
、

神か
み
よ代
の
時
代
か
ら
、
第
四
一
代
・
持
統
天
皇

の
御ご

じ
ょ
う
い

譲
位
ま
で
を
収
め
て
い
ま
す
。

　

そ
の
中
か
ら
巻
第
五
の
第
一
〇
代
・
崇す

じ
ん神

天
皇
の
時
代
を
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。
そ
れ

は
、
こ
ん
に
ち
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

感
染
流
行
の
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
本
神
社
の

御
祭
神
の
由
来
に
も
関
わ
る
部
分
で
あ
る
か

ら
で
す
。

　
　

▼
疫
病
の
流
行

　

崇
神
天
皇
の
五
年
、「
国く

に
の
う
ち内

に
疫

え
の
や
ま
ひ病

多お
ほ

く
し
て
、

民

お
ほ
み
た
か
ら

死ま

か亡
れ
る
者も

の

有あ

り
て
、

且な
か
ば
に
す

大
半
ぎ
な
む
と
す
。」
と
あ
り
、
国
民
の

半
数
も
の
人
が
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
天
皇
は
い
よ
い
よ
政
務
に
励
み
ま
す
が
、

な
か
な
か
災
厄
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。

（３）               　　　　　　（２）
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　『
日
本
書
紀
』
撰
上

　
　
　
一
三
〇
〇
年
に
あ
た
り

 
　
　

倉
賀
野
神
社
総
代
会
長　

 
 

 

　

髙
橋 

義
明

　
「
す
こ
し
窮
屈
だ
っ
た
」

　

旅
を
し
て
い
た
友
人
が
帰
っ
て
き
た
。

　

彼
と
一
緒
に
旅
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。
北

陸
の
老
舗
店
で
の
こ
と
で
あ
る
。
土
産
物
で

迷
っ
て
い
た
。
客
は
私
た
ち
だ
け
だ
っ
た
。

彼
が
店
主
に
相
談
に
の
っ
て
下
さ
い
と
い
っ

た
。
二
人
の
会
話
に
は
耳
目
を
ひ
く
よ
う
な

や
り
取
り
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
う
ま

く
説
明
で
き
な
い
の
だ
が
、
売
り
方
と
買
い

方
を
は
な
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
。

　

商
談
が
終
わ
っ
た
。
二
人
の
顔
に
は
納
得

と
満
足
と
安
心
が
あ
っ
た
。
私
は
旅
の
あ
り

方
を
見
た
思
い
が
し
た
こ
と
を
覚
え
て
い

る
。
彼
は
土
産
選
び
に
は
贈
る
人
の
笑
顔
ま

で
想
像
す
る
の
だ
と
い
っ
て
い
た
。

随
想　
「
み
や
げ
」

　

私
は
彼
の
土
産
と
旅
の
話
が
好
き
な
の
で

あ
る
。
窮
屈
の
旅
の
こ
と
を
喜
ぶ
私
を
み
て

彼
も
悦
ん
だ
。

　

土
産
は
お
宮
で
頂
戴
し
た
箱
と
い
う
意
味

で
あ
っ
て
、
宮み

や
げ笥
と
い
う
文
字
が
あ
て
ら
れ

て
い
た
。

　

伊
勢
神
宮
参
拝
の
折
に
い
け
な
い
人
は
餞せ

ん

別べ
つ

を
託
し
て
参
詣
を
頼
み
、
お
札
や
お
守
り

な
ど
を
買
っ
て
も
ら
っ
た
の
が
土
産
の
始
ま

り
と
云
う
。
竹
製
の
四
角
い
箱
で
大
事
に
扱

わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
神
と
は
関
係
の
な
い

も
の
、
賄
賂
を
い
れ
て
悪
用
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

箱
も
文
字
も
替
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
「
日
本
書
紀
」
に

　

素す
さ
の
を
の
み
こ
と

戔
嗚
尊
が
鬚ひ

げ髯
を
抜
い
て
ま
く
と
杉
が

生
え
た
。
胸
毛
を
ま
く
と
桧

ひ
の
き

が
生
え
た
。
尻

の
毛
は
槙ま

き

に
な
っ
て
眉
毛
は
樟

く
す
の
きに
な
っ
た
。

　

用
う
べ
く
を
定
め
る
と
あ
っ
て
、
杉
と
樟

の
両
の
樹
は
浮

う
く
た
か
ら宝
（
船
）
に
せ
よ
、
桧
は
瑞み

ず

宮み
や

を
つ
く
る
材
に
し
て
、
槙
の
木
は
死
体
を

入
れ
る
棺
に
使
え
と
書
い
て
、
食
べ
る
木
の

種
を
八
十
種
も
ま
い
た
と
も
あ
る
。

　

江
戸
時
代
に
な
っ
て
人
々
の
暮
ら
し
が
豊

か
に
な
っ
た
。
旅
の
制
約
が
ほ
ど
け
て
、
神

詣
も
盛
ん
に
な
っ
た
。
氏
神
や
屓

ひ
い
き
の
神
を
勧

請
し
て
産う

ぶ
す
な
が
み

土
神
と
同
じ
よ
う
に
奉ま

つ

っ
た
。
地

域
の
繁
栄
を
願
い
、
平
和
も
祈
る
。
祭
り
を

祝
う
人
達
に
共
通
の
連
帯
感
が
広
が
っ
て
祭

り
が
賑
や
か
に
な
っ
て
い
く
。

　

奉
ら
れ
た
神
は
土
地
や
風
土
に
合
っ
た
御

神
徳
を
授
け
て
下
さ
る
。
氏
子
、
崇
敬
者
は

知
恵
を
し
ぼ
り
手
間
を
か
け
、
生
活
の
な
か

で
育
て
そ
れ
を
そ
の
地
の
特
産
に
仕
上
げ

た
。
土
産
も
の
に
な
っ
た
。

　

宮
笥
の
文
字
も
土
産
と
替
わ
っ
て
い
る
。

　

私
は
土
産
を
文
化
と
思
っ
て
い
る
。

　

旅
の
歴
史
を
飾
る
日
本
人
の
心
の
底
に
あ

る
神
へ
の
感
謝
の
現
れ
と
感
じ
る
か
ら
で
あ

る
。

　十月の初め、賽銭箱の
前 で 何 を 祈 っ て い る の
か、 じ っ と 動 か ず に い
る。カマキリには古来、

「おがみ虫」の名がある。
聞けば西洋でも praying 
mantis（祈る予言者）と
呼ぶのだという。

　夏、手
て み ず や

水舎の屋根の
裏、垂

た る き

木に器用にとまる
大きな蜂。つい身構えて
しまうが、じつはクマバ
チという名の、いたって
温厚な生物だ。しかし巣
作りのためとはいえ、せ
っせと垂木に穴をあけ
る大工仕事には困って
しまう。

「
祈
る
」

「
穿う
が

つ
」

　「新型コロナウイルスの感染
　　拡大予防に御協力ください」

（すずのお）

　

そ
こ
で
天
皇
は
、
倭

や
ま
と
の

大お
お
く
に
た
ま
の
か
み

国
魂
神
と
い
う

神
様
に
疫
病
の
鎮
静
を
祈
願
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。『
日
本
書
紀
』
崇
神
天
皇
七
年

八
月
に
「
長な

が
お
ち

尾
市
を
以も

て
、
倭

や
ま
と
の

大お
お
く
に
た
ま
の
か
み

国
魂
神 

を
祭

い
は
い
ま
つる 

主
か
む
ぬ
しと

す
」
と
あ
る
記
事
が
そ
れ
で

す
。
こ
れ
に
よ
り
十
一
月
、「
疫

え
の
や
ま
ひ病

始は
じ

め
て

息や

み
て
、
国

く
に
の
う
ち内

漸
や
う
や
くに

謐
し
づ
ま

り
ぬ
」
と
な
り
ま

し
た
。

　
「
く
に
た
ま
の
か
み
」
と
は
、
そ
の
土
地
、

土
地
の
地ぢ

神が
み

に
対
す
る
尊
称
で
す
が
、
い
っ

ぽ
う
で
、「
大お

お
く
に
た
ま
の
か
み

国
魂
神
は
大

お
お
く
に
ぬ
し
の
み
こ
と

国
主
命
の
荒

あ
ら
み
た
ま魂

で
あ
る
」
と
も
い
わ
れ
ま
す
。
本
来
同
一
の

神
様
で
あ
り
ま
す
が
、
御
神
威
が
い
よ
い
よ

さ
か
ん
で
荒
ぶ
る
よ
う
な
神
様
の
御
性
格

（
＝
荒
魂
）
を
指
し
て
、
別
の
神
名
で
お
呼

び
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。

　

▼
「
豊

と
よ
き
の
み
こ
と

城
命
を
以も

て
東

あ
づ
ま
の
く
にを

治を
さ

め
し
む
」

　

崇
神
天
皇
に
は
二
人
の
皇
子
が
い
ま
し

た
。
四
十
八
年
、
天
皇
は
い
ず
れ
の
皇
子
を

世よ
つ
ぎ継

に
す
る
べ
き
か
を
夢
判
断
で
決
め
る
こ

と
に
し
ま
し
た
。

　

兄
の
豊と

よ
き
の城
命み

こ
とは
、
御み

も
ろ
や
ま

諸
山
に
登
っ
て
東
に

向
い
て
鉾ほ

こ

を
八
回
突
き
出
し
、
刀
を
八
回
振

っ
た
夢
を
見
た
。
弟
の
活い

く
め
の
み
こ
と

目
尊
は
、
同
じ
く

御
諸
山
に
登
っ
て
縄
を
四
方
に
引
き
渡
し
粟あ

わ

を
食
べ
に
く
る
雀
を
追
い
払
う
夢
を
見
た
。

こ
れ
を
聞
い
て
天
皇
は
、

「
兄

こ
の
か
みは

一ひ
と
か
た片

に
東

ひ
む
が
しに

向む

け
り
。
当ま

さ

に
東

あ
づ
ま
の
く
に

国
を

治し

ら
む
。
弟

お
と
と
は
是こ

れ

悉あ
ま
ねく
四よ

も方
に
臨の

ぞ

め
り
。
朕わ

が
位

た
か
み
く
らに
継つ

げ
」
と
宣

の
た
ま
い
ま
し
た
。
豊
城
命

を
上か

み
つ
け
ぬ
の
き
み

毛
野
君
・
下し

も
つ
け
ぬ
の
き
み

毛
野
君
の
始
祖
と
す
る
の

は
、『
日
本
書
紀
』
の
こ
の
記
述
に
よ
る
も

の
で
す
。
弟
の
活
目
命
は
第
一
一
代
・
垂す

い
に
ん仁

天
皇
と
な
り
ま
す
。　
　
　

　
　

▼
御
祭
神
の
大
国
魂
神

　

以
上
を
『
日
本
書
紀
』
か
ら
引
用
し
ま
し

た
が
、
当
地
の
伝
承
に
よ
れ
ば
豊

と
よ
き
い
り
ひ
こ
の
み
こ
と

城
入
彦
命

（
豊
城
命
）
は
そ
の
の
ち
崇す

じ
ん神
天
皇
の
命
を

受
け
て
東
国
の
こ
の
地
に
至
り
、
祭
場
を

設
け
て
松
樹
を
お
手
植
え
し
、
東
国
平
定
の

祭さ
い
し祀

を
お
こ
な
い
ま
し
た
。

　

こ
の
時
、
命

み
こ
と
は
父
天
皇
か
ら
授
か
り
捧ほ

う
じ持

し
て
き
た
「
御ご

愛あ
い
せ
き石

」
を
御み

た
ま
し
ろ

魂
代
と
し
て
祈

願
を
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
亀
形
の
自
然
石
で
、

社
伝
に
よ
れ
ば
倭

や
ま
と
の

大お
お
く
に
た
ま
の
か
み

国
魂
神
の
御
分
霊
と

い
い
ま
す
。
い
ま
も
御
本
殿
に
奉
安
さ
れ
て

い
る
御
神
体
の
ク
ニ
タ
マ
サ
マ
で
す
。

　
『
日
本
書
紀
』
撰
上
一
三
〇
〇
年
の
秋と

き

に
、

大
国
魂
神
様
の
御
神
威
あ
ら
た
か
な
御
事
跡

が
改
め
て
思
い
起
こ
さ
れ
、
こ
の
度
の
災
禍

に
、
只ひ

た
す
ら管

鎮
静
を
祈
念
申
し
上
げ
る
次
第
で

す
。

境内のツユクサ

　
・嘉永６年丑 （1853） 寺社奉行宛に「飯

いいだまぐう

玉宮建替
  修覆願書」を提出。
・嘉永７年 （1854） 正月『木

き わ り

割仕
しようちょう

様帳』、
   4 月『御

ご ふ し ん

普請仕
し よ う し ょ

様書』を作成。
・安政３年 （1856） 倉賀野宿大火。２百戸余焼失。
・安政５年 （1858）　江戸にコロリ大流行。倉賀野
 　　　宿内を田子屋の獅子が巡り疫病退散祈願。
・文久元年 （1861）11 月中山道を皇女和

かずのみや

宮降
こ う か

嫁の
　　　　大行列。大工の日記に「宮様御

ご

下
げ こ う

向につき休」
・文久 4 年 （1864）2 月　外

げ せ ん ぐ う

遷宮。御神体を境内の　　
　

　　　 神
み こ し

輿蔵へ仮遷座する。
・元治２年丑 （1865）3 月　上棟式。
・慶応 2 年 （1866）9 月完成、遷

せんぐうしき

宮式。屋根杮
こけらぶき

葺。　 
  ↓　34 年経過
・明治 33 年 （1900）御本殿屋

や ね が え

根替。再び杮葺。
  ↓　37 年経過
・昭和 12 年 （1937）御本殿屋根替。銅板葺に。
  ↓　83 年経過
・令和 2 年 （2020）「令和の御大礼」を奉祝して、
  御本殿を屋根替。銅板葺。　

　《　御本殿の造営・修理経過と社会背景　年代順略記　》　
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