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追
悼
▼
総
代
会
長
の
高
橋
義
明
さ
ん
が
こ

と
し
四
月
に
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
享
年

八
十
三
歳
▼
平
成
元
年
よ
り
倉
賀
野
神
社

総
代
の
任
に
あ
り
、
同
十
七
年
よ
り
会
長
。

二
十
一
年
よ
り
高
崎
市
神
社
総
代
会
長
、

ま
た
二
十
三
年
よ
り
群
馬
県
神
社
総
代
会

副
会
長
を
つ
と
め
ら
れ
た
▼
「
お
祭
り
を

楽
し
み
ま
し
ょ
う
」
が
合
言
葉
で
、
祭
典

の
振
興
に
力
を
注
が
れ
、
直な
お
ら
い会

の
お
神
酒

に
会
話
が
弾
ん
だ
▼
令
和
の
御
本
殿
屋
根

替
事
業
で
は
、
先
頭
に
立
ち
尽
力
い
た
だ

い
た
。
け
れ
ど
そ
の
文
化
財
修
理
報
告
書

の
完
成
は
、
見
て
い
た
だ
け
な
か
っ
た
▼

沖
縄
の
本
部
流
空
手
師
範
と
し
て
青
少
年

を
指
導
。
芭
蕉
を
敬
愛
し
草
枕
旅
に
出い

で

て
は
、
あ
ま
た
の
土
産
話
を
く
だ
さ
っ
た

▼
本
紙
も
度
々
に
寄
稿
を
お
願
い
し
て
い

る
。
と
か
く
内
容
の
硬
く
な
り
が
ち
な
社

報
の
紙
面
に
、
心
や
さ
し
い
ユ
ー
モ
ア
を

添
え
て
く
だ
さ
っ
た
。
読
み
返
し
て
は
今
、

泣
き
笑
い
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
御
霊
安
か
れ
と

祈
り
ま
す
。　
　
　
　

宮
司
髙
木
直
明 

記

神
棚
に 

今
日
も
家
族
の 

あ
り
が
と
う　

　

お
伊
勢
さ
ま
（
神じ

ん
ぐ
う
た
い
ま

宮
大
麻
）
と
地
元
の

氏う
じ
が
み神
さ
ま
の
神お

ふ
だ札
、
ま
た
崇
敬
す
る
神
社

の
神
札
を
お
ま
つ
り
し
ま
す
。

　

お
家う

ち

の
な
か
に
神
さ
ま
へ
の
祈
り
と
感

謝
を
申
し
上
げ
る
場
所
の
あ
る
こ
と
は
、

と
て
も
幸
せ
な
こ
と
で
す
。

　

神
棚
の
こ
と
や
お
神
札
の
こ
と
に
つ
い
て

は
、
ど
う
ぞ
倉
賀
野
神
社
に
お
尋
ね
く
だ
さ

い
。　
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所
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０
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神
宮
大
麻
と
氏
神
さ
ま
の
お
神
札
を
お
ま
つ
り
し
ま
し
ょ
う

群
馬
県
神
職
青
年
会

 

　
　

一
行
が
正
式
参
拝

　

九
月
九
日
、
群
馬
県
神
職
青
年
会
の

一
行
が
来
社
、
高
橋
和
昭
会
長
を
始
め

会
員
十
三
名
が
御
社
殿
内
で
玉
串
を
さ

さ
げ
て
拝
礼
し
た
。

　

同
会
は
県
内
神
社
に
奉
職
す
る
四
十

歳
以
下
の
青
年
神
職
の
集
ま
り
で
、
日

頃
か
ら
相
互
の
研
鑽
に
向
け
た
活
動
に

つ
と
め
て
い
る
。

　

好
天
の
も
と
境
内
の
清
掃
奉
仕
に
汗

を
流
し
た
後
、
参
集
殿
内
に
立
ち
寄
り
、

髙
木
直
明
宮
司
も
同
席
し
て
質
疑
応
答

を
交
え
懇
談
の
ひ
と
と
き
を
過
ご
し
た
。

正式参拝（上）と境内
清掃奉仕（左）。  
   群馬県神職青年会・ 
    Facebook より

「
雲
龍
図
」

　

神
社
の
雲
龍
図
は
、
江
戸
時
代
の
天
明
七

年
（
一
七
八
七
）
狩
野
探た

ん
う
ん雲
の
作
画
で
、
縦

３
ｍ
、
横
2.3
ｍ
の
大
作
。
木
の
大
板
四
枚
を

繋
い
で
あ
る
。
探
雲
は
上
州
野の

が
み上
村
（
現
富

岡
市
）
の
出
身
で
、
江
戸
の
狩
野
派
に
学

び
法ほ
う
げ
ん眼
の
称
号
を
拝
領
し
活
躍
、
晩
年
上

州
に
戻
り
七
日
市
藩
の
お
抱
え
絵
師
を
つ

と
め
た
と
い
う
。
県
内
の
神
社
に
雲
龍
図
、

寺
に
は
涅ね

槃は
ん
ず図
な
ど
を
数
多
く
描
き
残
し

て
い
る
。

三さ
ん
だ
い
し
ん
ち
ょ
く

大
神
勅
の
一
つ

「
斎ゆ

に
わ
の
い
な
ほ

庭
稲
穂
の
神
勅
」
と
稲
作
り

　

日
本
の
神
話
の
な
か
に
は
、
神
さ
ま
が
語

る
お
言
葉
（
勅

み
こ
と
の
り）

が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
を
「
神

し
ん
ち
ょ
く勅

」
と
い
い
ま
す
。『
日
本

書
紀
』
の
な
か
に
、
三
つ
の
代
表
的
な
神
勅
、

す
な
わ
ち
「
三
大
神
勅
」
と
い
わ
れ
る
も
の

が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

大
む
か
し
か
ら
高た

か
ま
の
は
ら

天
原
は
、
神
々
の
住
む

天
上
の
世
界
と
い
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
天

あ
ま
て
ら
す照

大お
お
み
か
み

御
神
は
太
陽
の
女
神
と
い
わ
れ
、
高
天
原

の
中
心
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
大お

お
み御

神か
み

が
、

天て
ん
そ
ん孫

（
大
御
神
の
お
孫
）
の
瓊に

に
ぎ
の
み
こ
と

瓊
杵
尊
に
、

天
上
の
高
天
原
か
ら
地
上
の
中な

か

つ
国く

に

に
天あ

ま
く
だ降

る
よ
う
に
と
命
じ
、
そ
の
時
に
お
っ
し
ゃ
っ

た
お
言
葉
が
あ
り
ま
す
。「
日
本
は
わ
た
し
の

子
孫
が
天
皇
と
な
る
国
で
す
。
そ
の
皇
位
は

天あ
め
つ
ち地

と
と
も
に
永
遠
に
栄
え
る
こ
と
で
し
ょ

う
。」
こ
れ
を
天

て
ん
じ
ょ
う
む
き
ゅ
う

壌
無
窮
の
神
勅
と
い
い
ま
す
。

　

同
時
に
大
御
神
は
瓊に

に
ぎ
の
み
こ
と

瓊
杵
尊
に
鏡

か
が
み

を
授
け
、

「
地
上
に
降
り
立
っ
た
後
は
こ
の
宝
の
鏡
を
わ

た
し
だ
と
思
い
、
大
切
に
ま
つ
り
な
さ
い
。」

と
命
じ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
宝ほ

う
き
ょ
う
ほ
う
さ
い

鏡
奉
斎
の

神
勅
と
い
い
ま
す
。
鏡
は
の
ち
に
伊
勢
の
神

宮
に
お
ま
つ
り
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

天あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

照
大
御
神
は
、
さ
ら
に
も
う
一
つ
お
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
。「
わ
た
し
が
高た

か
ま
の
は
ら

天
原
で
育

て
た
神
聖
な
稲い

な
ほ穂

を
あ
な
た
に
授
け
ま
し
ょ

う
。」
訓
読
原
文
に
よ
れ
ば
「
吾あ

が
高た

か
ま
の
は
ら

天
原
に

所き
こ
し
め御
す
斎ゆ

庭に
わ

の
穂

い
な
の
ほを
以も

て
、
亦ま

た

吾
が
兒み

こ

に

御ま
か

せ
ま
つ
る
べ
し
。」
こ
れ
が
斎ゆ

に
わ
の
い
な
ほ

庭
稲
穂
の

神
勅
で
す
。
人
々
の
生
活
の
「
食
」
の
お

お
も
と
に
な
る
よ
う
に
と
、
大
切
な
稲
を

地
上
に
授
け
ら
れ
た
の
で
す
。
天
皇
陛
下

の
お
田
植
え
の
御
姿
が
思
い
浮
か
び
ま
す
。

　

宮
中
や
全
国
の
神
社
で
お
こ
な
わ
れ
る

新に
い
な
め
さ
い

嘗
祭
（
秋
ま
つ
り
）
は
、
天
照
大
御
神

か
ら
の
賜

た
ま
わ
り
も
の
で
あ
る
お
米
の
収
穫
に

感
謝
を
申
し
上
げ
る
も
の
で
す
。

　

倉
賀
野
神
社
に
お
い
て
も
境
内
の
神し

ん
せ
ん饌

田で
ん

や
、
氏
子
農
家
か
ら
献
納
い
た
だ
い
た

稲
の
お
初は

つ
ほ穂

を
年
ご
と
に
神
前
に
お
供
え

し
ま
す
。
日
本
の
文
化
、
た
い
せ
つ
な
心

を
未
来
に
伝
え
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

８月、境内の田んぼ
に羽を休めるミヤマ
アカネ。

ことし秋の神饌田。10

月 12 日には抜
ぬ い ぼ さ い

穂祭（稲

刈り）がおこなわれる。

６月 22 日、神社総代会が集まり境内
で御田植祭を斎行。中学生有志も参
加してお田植えの儀も無事におこな
われた。

毎年、氏子農家ご奉納

の懸
かけちから

税が社殿正面に吊
り下げて供えられる。

（右写真は令和の御大
礼の秋に。）

新
任
ご
紹
介
　
五
月
、
倉
賀
野
神
社
総
代

会
長
に
上
二
区
の
塚
越
宏
氏
が
就
任
さ
れ

ま
し
た
。
今
後
と
も
総
代
会
に
氏
子
皆
様

の
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

今年６月、倉賀野中
の「やるベンチャー」
職 場 体 験 学 習 で は、

２年生が神
しんせんでん

饌田の田
起こしをおこなった。

二
百
四
十
年
前
の

　

浅
間
山
大
噴
火
と

　

こ
の
雲
龍
図
は
も
と
は
天
井
画
で
あ
っ
た

が
、
元げ

ん
じ治
二
年
（
一
八
六
五
）
の
社
殿
建
て

替
え
時
に
取
り
外
さ
れ
、
神み

こ
し輿
蔵
の
な
か
に

保
存
さ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
現
在
は
拝

殿
内
の
南
側
壁
面
に
復
元
さ
れ
て
い
る
。

　

天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
八
月
に
上
信
国

境
の
浅あ

さ
ま
や
ま

間
山
が
大
噴
火
。
そ
の
四
年
後
に
奉

納
さ
れ
た
も
の
で
、
人
々
の
復
興
へ
の
願
い

が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
大
災
害
か
ら
こ
と
し

は
二
百
四
十
年
と
な
る
。

　

倉
賀
野
神
社
奉
賛
会
の
ご
案
内

奉
賛
会
に
加
入
し
て
神
様
の
御
守
護
を
い
っ

そ
う
に
厚
く
戴
き
ま
し
ょ
う
。

　
　
　

〇
奉
賛
会 

年
会
費

　

正
会
員 

二
千
円   　

特
別
会
員 

一
万
円

祭
典
の
振
興
、
文
化
財
の
保
存
継
承
、
神
域

の
緑
化
保
全
に
ど
う
ぞ
お
力
添
え
下
さ
い
。
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江
戸
後
期
、
飯い
い
だ
ま玉

大
明
神
（
現
在
の
倉
賀

野
神
社
）
の
神
主
髙
木
出
雲
が
記
し
た
社
務

の
記
録
簿
は
『
納な
ん
ど戸

日
記
』
と
呼
ば
れ
、
今

日
ま
で
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
そ
の
中
の

元げ
ん
じ治

二
年
（
一
八
六
五
）
二
月
の
記
事
で
あ

る
。

　
　
　

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

　

中
山
道
の
宿
場
町
倉
賀
野
は
た
び
た
び

火
災
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
天

保
六
年
（
一
八
三
五
）
の
大
火
は
、
民
家

三
百
二
軒
、
本
陣
、
脇
本
陣
な
ど
が
焼
け
落

ち
る
な
ど
被
害
が
甚
大
で
あ
っ
た
。
安
政
三

年
（
一
八
五
六
）
に
も
大
火
が
あ
り
、
民
家

一
六
三
軒
の
ほ
か
、
ま
た
も
本
陣
を
焼
失
し

て
い
る
（『
文
献
に
よ
る
倉
賀
野
史
』
第
三

巻
よ
り
）。

　

日
記
に
は
、
天
保
の
大
火
か
ら
三
十
一
年

の
区
切
り
の
年
に
、
宿
し
ゅ
く
を
あ
げ
て
鎮ち

ん
か
さ
い

火
祭
を

執
行
し
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
鎮
火
祭
は「
ほ

　古記録探索

　「元治二年　　　　	
　　　（1865）

	 　鎮火祭」

し
ず
め
の
ま
つ
り
」
と
も
い
わ
れ
、
火
災

防
止
を
祈
っ
て
古
来
お
こ
な
わ
れ
て
き
た

神
事
で
あ
る
。

　
「
元
治
二
己
つ
ち
の
と
う
し丑

年
二
月
二
十
一
日
控ひ

か
え」

と
し
て
、「
当
二
月
二
十
三
日
、
彼
岸
の

中ち
ゅ
う
に
ち

日
に
相
当
り
申
し
候

そ
う
ろ
う。

去
る
天
保
六
乙

き
の
と

未ひ
つ
じ

年
二
月
二
十
三
日
彼
岸
の
中
日
に
て

出
火
い
た
し
町
中
類
焼
い
た
し
候
処
、
当

年
其そ

の
年
季
（
年
忌
）
に
相
当
り
当
年
迄

三
十
一
年
相
来
た
り
申
し
候
。
夫そ

れ
に
付
、

火ひ
の
も
と元

用
心
厳
重
に
仕

つ
か
ま
つり

候
。
是こ

れ

に
依よ

り
鎮

守
社
に
お
ゐい

て
鎮
火
祭
執
行
仕
り
候
。
尤

も
っ
と

も
二
十
一
日
よ
り
相あ

い
は
じ始
め
二
十
二
日 

三
神

主
に
て
相
勤
め
、
二
十
三
日
は
私
一
人
に

て
相
勤
め
申
し
候
。」

　

当
時
の
暦
で
は
、
お
彼
岸
は
二
月
。
鎮

守
社
の
飯
玉
さ
ま
の
前
で
の
祭
事
に
「
火

元
用
心
厳
重
に
」
と
火
防
の
誓
い
を
新
た

に
し
た
。「
三
神
主
に
て
相
勤
め
」
と
は
、

倉
賀
野
宿
内
の
三
つ
の
神
社
、
す
な
わ
ち

飯
玉
神
社
（
上か
み
ち
ょ
う町

）
の
高
木
出
雲
、
八
幡

神
社
（
田た
や
ち
ょ
う

屋
町
）
の
田
口
近
江
、
諏
訪
神

社
（
下
し
も
ち
ょ
う町
）
の
高
木
信
濃
の
三
名
を
い
う
。

　

続
い
て
日
記
に
は
「
町
々
札ふ
だ

二
枚
、
御

備
水
一
樽た
る

」
と
あ
り
、
ま
た
上
の
写
真
の

図
に
示
さ
れ
た
札
に
は
「
鎮
火
祭 

吉
事

真し
ん
じ璽  

三
社
神
主
」、
樽
に
は
「
鎮
火
水  

三

社
神
主
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
氏
子
の
町

内
ご
と
に
御お

ふ

だ
神
札
と
「
鎮
火
水
」
を
満
た

し
た
樽
が
配
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

　

元
治
二
年
、
こ
の
鎮
火
祭
の
翌
月
の
三

月
十
九
日
に
、
予
て
よ
り
工
事
中
で
あ
っ

た
御
本
殿
（
現
存
）
の
上
棟
式
が
盛
大
に

行
わ
れ
た
。
そ
の
一
大
慶
事
を
迎
え
る
前

に
執
行
さ
れ
た
鎮
火
祭
は
、
災
い
を
広
く

除よ

け
て
地
域
が
本
来
の
清す

が
す
が々

し
い
状さ

ま態
に

復
す
る
こ
と
を
願
う
、「
祓
は
ら
え
」
の
神
事
で
あ

っ
た
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

  『
高
崎
市
指
定
重
要
文
化
財

　

  

倉
賀
野
神
社

　
　

  

本
殿
保
存
修
理
報
告
書
』
を
刊
行

　

令
和
御
大
礼
記
念
の
本
殿
屋
根
替
事
業

は
、
昨
年
四
月
に
竣
功
奉
告
祭
を
め
で
た
く

斎
行
。
そ
の
後
も
引
き
続
き
文
化
財
調
査
が

進
め
ら
れ
、
こ
の
た
び
そ
の
保
存
修
理
報
告

書
が
完
成
し
ま
し
た
。

　

県
・
市
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員
の
村
田

敬
一
氏
の
指
導
の
下
に
作
成
さ
れ
た
も
の

で
、
工
事
記
録
だ
け
で
な
く
彫
刻
や
古
文
書

の
写
真
も
数
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

非
売
品
で
す
が
県
立
、
高
崎
市
立
図
書
館

や
倉
賀
野
公
民
館
に
開
架
、
ま
た
社
務
所
で

も
閲
覧
で
き
ま
す
。
ご
希
望
の
方
に
Ｄ
Ｖ
Ｄ

版
の
配
布
を
今
後
に
予
定
し
て
い
ま
す
。

前
回
ま
で
の
あ
ら
ず
じ　

兄
弟
た
ち
の
旅
の

途
中
、大
お
お
く
に
ぬ
し
の
か
み

国
主
神
（
大
国
主
命み
こ
とと

も
よ
び
ま
す
）

が
因い
な

幡ば

の
白し
ろ
う
さ
ぎ兎

を
助
け
て
あ
げ
る
と
、
兎
は

「
あ
な
た
は
将
来
き
っ
と
立
派
な
神
さ
ま
と
し

て
、
こ
の
国
を
治
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
よ
。」

と
お
礼
を
言
い
ま
し
た
。

 　

一
行
が
伯ほ

う
き耆

の
国
（
今
で
い
う
鳥
取
県

の
あ
た
り
）
の
山
の
麓
ふ
も
と
に
来
る
と
、
意
地

悪
な
兄
た
ち
は
大お
お
く
に
ぬ
し

国
主
に
言
い
ま
し
た
。

「
赤
い
猪
い
の
し
しが
こ
の
山
に
い
る
。
悪
い
猪
な
の

で
捕
ま
え
な
き
ゃ
な
ら
な
い
。
俺
た
ち
が

上
か
ら
追
い
落
と
す
か
ら
、
お
前
が
下
で

待
ち
か
ま
え
て
い
て
、捕
ま
え
る
ん
だ
ぞ
。」

　

で
も
赤
い
猪
と
い
う
の
は
、
じ
つ
は
真

っ
赤
に
焼
い
た
大
き
な
石
だ
っ
た
の
で
す
。

待
ち
受
け
て
い

た
大
国
主
は
、

大
や
け
ど
を
し

て
し
ま
い
ま
し

た
。
大
国
主
の

母
神
（
お
母
さ

ん
）
は
そ
れ
を

聞
い
て
泣
き
悲

し
み
、
天
の
高

い
と
こ
ろ
に
い
る
神か
み
む
す
び
の
か
み

産
巣
日
神
と
い
う
神

さ
ま
に
お
願
い
し
ま
し
た
。「
ど
う
か
助
け

て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。」

　

天
の
神
さ
ま
は
、
す
ぐ
さ
ま
、
赤あ
か
が
い貝
と

蛤は
ま
ぐ
り貝
の
神
を
つ
か
わ
し
て
治
療
に
当
た
ら

せ
ま
し
た
。
赤
貝
の
貝
殻
を
削
り
落
と
し

て
粉
に
し
ま
す
。
そ
の
粉
を
蛤
の
汁
で
よ

く
練
る
と
、
お
乳
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
を
全
身
に
塗
っ

て
あ
げ
た
の
で
す
。

す
る
と
、
死
ん
だ
と

ば
か
り
と
思
っ
て
い

た
大
国
主
神
は
た
ち

ま
ち
生
き
返
り
元
気

に
歩
き
出
し
た
の
で

し
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
あ
と
も
兄
の
神
々
は

悪
い
た
く
ら
み
を
思
い
つ
い
て
は
た
び

た
び
に
危
な
い
目
に
遭
わ
せ
て
き
ま

す
。
そ
こ
で
お
母
さ
ん
の
神
は
大
国
主

神
に
い
い
ま
し
た
。「
早
く
お
逃
げ
な

さ
い
。
須す
さ
の
お
の
み
こ
と

佐
之
男
命
が
い
ら
っ
し
ゃ
る

根ね
の
か
た
す
く
に

之
堅
州
国
へ
お
い
で
な
さ
い
。」

 　

神
社
の
御
祭
神
の
大お
お
く
に
た
ま
の
お
お
か
み

国
魂
大
神
は
大
国
主

神
の
荒あ
ら
み
た
ま魂
と
も
言
い
伝
わ
り
、
ま
た
神
社
の

境
内
に
は
甲き
の
え
ね子
大だ
い
こ
く
て
ん
し
ゃ

黒
天
社
が
ま
つ
ら
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
神
社
の
創
作
紙
芝
居

が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

倉
賀
野
神
社
・
創
作
紙
芝
居

「
大
国
主
神
の
冒
険
」
②

　
  

神
社
由
緒
略
記

〇
御
祭
神
は
大お

お
く
に
た
ま
の
お
お
か
み

國
魂
大
神
。
国
土
発
展
の

神
で
あ
る
と
と
も
に
、
医
療
看
護
・
縁
結
び
・

夫
婦
和
合
の
御
神
徳
あ
ら
た
か
で
あ
る
。

〇
第
十
代
崇す
じ
ん神
天
皇
の
御み

よ代
、
皇
子
の
豊と

よ

城き
い
り
ひ
こ
の
み
こ
と

入
彦
命
は
父
帝み

か
どか
ら
東
国
を
平
定
す
る

よ
う
に
命
ぜ
ら
れ
、
出
立
の
時
に
御
愛
石

（
亀
形
の
自
然
石
）
を
授
け
ら
れ
た
。
す
な

わ
ち
倭
や
ま
と
の
お
お
く
に
た
ま
の
か
み

大
國
魂
神
の
御
分
霊
と
い
わ
れ
、

命み
こ
とは
当
地
に
着
く
と
御
愛
石
を
御み

た
ま
し
ろ

魂
代
と

し
て
祭
祀
を
な
さ
れ
た
と
い
う
。
二
千
年

昔
の
亀
石
は
「
ご
神
体
の
ク
ニ
タ
マ
さ
ま
」

と
し
て
今
も
御
本
殿
に
奉
安
さ
れ
る
。

〇
大
同
二
年
（
八
〇
七
）、
坂さ
か
の
う
え
た
む
ら
ま
ろ

上
田
村
麻
呂

の
東
征
凱
旋
の
途
次
、
こ
の
地
で
造
営
舞

楽
を
奏
上
、「
翁
お
き
な
の
め
ん
面
」
が
社
宝
と
し
て
伝
わ

る
。

〇
中
世
の
倉
賀
野
の
周
辺
地
域
に
は
「
宮み
や

原は
ら
の
し
ょ
う
荘
」
の
名
が
の
こ
り
、
飯い

い
だ
ま玉
大
明
神

（
倉
賀
野
神
社
の
古
称
）
は
上
こ
う
ず
け
の
く
に

野
国
群
馬

郡
宮
原
荘
の
総
鎮
守
と
さ
れ
た
。
社
宝
の

「
飯い
い
だ
ま玉
縁え

ん
ぎ起
」
一
巻
が
伝
わ
る
。

〇
武
蔵
七
党
の
一
つ
、
児
玉
党
の
余
流
秩
父

三
郎
高
俊
が
こ
の
地
を
領
知
、
倉
賀
野
氏
の

始
祖
と
な
る
。
建
長
五
年
（
一
二
五
三
）、三

郎
高
俊
に
よ
る
社
殿
造
営
。
や
が
て
烏
か
ら
す

川

左
岸
要
害
の
地
に
倉
賀
野
城
が
築
か
れ
、
神

社
は
倉
賀
野
氏
の
氏う
じ
が
み神
と
し
て
社
殿
の
修

復
・
造
営
が
重
ね
ら
れ
た
。

〇
永
禄
年
間
に
は
、
倉
賀
野
氏
の
後
継
の
金

井
淡
路
守
に
よ
る
社
殿
の
修
復
。
享
保
十
九

年
（
一
七
三
四
）
に
淡
路
守
の
子
孫
が
奉
納

し
た
「
飯
玉
大
明
神
」
扁
額
が
い
ま
拝
殿
に

掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

〇
江
戸
時
代
、
倉
賀
野
は
中
山
道
の
宿
場
と

し
て
、
ま
た
利
根
川
水
運
の
最
上
流
の
河
岸

と
し
て
賑
わ
う
。
神
社
は
七
ヶ
郷
村
々
の
総

鎮
守
と
し
て
広
く
崇
敬
を
集
め
た
。

〇
明
治
四
十
二
～
三
年
に
近
隣
神
社
を
合
祀

し
て
倉
賀
野
神
社
と
改
称
。
地
域
随
一
の
古

社
と
し
て
参
拝
者
が
絶
え
な
い
。

　

  

お
も
な
年
間
祭
事

一
月
一
日　
　

 

歳
旦
祭

一
月
十
五
日　

 

境
内
社 

北き
た
む
き
ど
う
そ
じ
ん

向
道
祖
神
大
祭

二
月
十
一
日　

 

境
内
社
冠か

ん
む
り
い
な
り

稲
荷
初
午
大
祭

四
月
十
九
日 

春
季
大
祭

六
月
中
旬 

御
田
植
祭

六
月
三
十
日 

夏
越
大
祓
式

十
月
中
旬 

抜ぬ
い
ぼ
さ
い

穂
祭

十
月
十
九
日 

秋
季
大
祭

十
一
月
十
五
日 

七
五
三
詣

十
二
月
三
十
一
日  

年
越
大
祓
式

太
々
神
楽
保
存
会　

	

八
幡
の
舞

倉
賀
野
小
児
童

　
　
　
　

豊
と
よ
さ
か
の
ま
い

栄
舞

　 

　
春
祭
・
秋
祭
に
神
前
奉
納 


