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　『
高
崎
の
名
所
と
伝
説
』
よ
り

　
倉
賀
野
神
社
は
そ
の
名
の
と
お
り
倉
賀
野
町
の
総
鎮
守
で
あ
る
。

　
倉
賀
野
神
社
は
大お

お
く
に
た
ま
の
お
お
か
み

国
魂
大
神
を
主
神
と
し
て
ま
つ
る
神
社
で
、
久
し
く
国
玉
さ
ま

と
呼
ん
で
い
た
ら
し
い
。
国
玉
さ
ま
は
同
時
に
大
国
魂
大
神
の
御み

た
ま
し
ろ

霊
代
で
あ
る
神
宝

亀
形
の
自
然
石
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
宝
石
は
崇す

じ
ん神
天
皇
の
皇
子
豊と

よ
き
い
り
ひ
こ
の
み
こ
と

城
入
彦
命
が
東

国
経
営
の
際
、
こ
の
地
に
斎
場
を
設
け
、
御
霊
代
と
し
て
ま
つ
っ
た
も
の
と
し
て
伝

え
ら
れ
て
い
る
。
雨
乞
い
の
神
事
に
は
こ
の
霊
石
に
祈
る
の
で
、
雨
乞
石
と
も
い
わ

れ
て
い
る
。
長
さ
二
十
セ
ン
チ
、
幅
十
二
、三
セ
ン
チ
、
厚
さ
七
セ
ン
チ
の
緑
が
か
っ

た
自
然
石
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
こ
の
石
が
ま
つ
ら
れ
た
と
い
う
の
は
、
崇
神
天
皇
の
四
十
八
年
九
月
十
九

日
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
約
二
千
年
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
宮
原
と
い
う
地
名
の

起
こ
り
は
こ
こ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
社
宝
に
古
色
蒼
然
た
る
翁

お
き
な
め
ん面

が
あ
る
。
こ
れ
は
大
同
二
年
（
八
〇
七
）
九
月
、
坂

上
田
村
麿
が
社
殿
造
営
の
際
、
舞
楽
を
奏
上
し
た
と
き
の
も
の
だ
と
い
う
。

　
も
う
一
つ
、
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
奉
献
の
和
算
額
が
あ
る
。
当
地
の
数
学
家

鈴
木
角
右
衛
門
勝
森
ら
が
奉
献
し
た
も
の
で
あ
る
。
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花のたより
ボケ （木瓜）

　
背
後
に
手
水
舎
が
見
え
る
。
三
月
半

ば
、
か
た
い
蕾
も
色
づ
い
て
開
花
を
今

か
と
待
っ
て
い
る
。

　
江
戸
に
生
ま
れ
、
高
崎
で
育
っ
た
俳

人
村
上
鬼
城
（
慶
応
元
年
・
一
八
六
五

～
昭
和
十
三
年
・
一
九
三
八
）
の
句
に

　
岨
道
を
牛
の
高
荷
や
木
瓜
の
花

	「
岨
道
」
は
、
そ
ば
み
ち
（
そ
わ
み
ち
）

で
、
石
や
岩
が
堆
積
し
た
険
し
い
道
の

り
、
山
道
を
い
う
。

　
牛
の
岨
道
に
も
、
こ
の
鎮
守
の
杜
に

も
、
同
じ
に
春
は
来
る
。
　

十月十九日、秋の例大祭に中学生神輿
の渡

とぎ ょ

御。めでたく帰還して、御本社前
で拝礼し「還

かんこう

幸の儀」。

　
も
う
す
ぐ
春
の
大
祭
を
迎
え
る
頃
と
な
り
ま
し
た
。

氏
子
・
崇
敬
者
の
皆
様
に
は
ご
清
栄
に
お
過
ご
し
の
こ

と
と
心
よ
り
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　
今
年
は
先
の
大
戦
か
ら
七
十
年
と
い
う
節
目
の
年
で

あ
り
ま
す
。
天
皇
皇
后
両
陛
下
に
は
四
月
八
日
、
南
太

平
洋
パ
ラ
オ
共
和
国
訪
問
の
旅
に
ご
出
発
に
な
り
、
ペ

リ
リ
ュ
ー
島
で
日
米
双
方
の
戦
没
者
の
慰
霊
碑
の
前
に

追
悼
を
な
さ
る
ご
予
定
と
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。
両
陛
下

が
ご
無
事
に
慰
霊
の
目
的
を
果
た
さ
れ
ま
す
よ
う
全
国

の
神
社
で
祈
願
の
祝の

り
と詞

が
奏
上
さ
れ
た
こ
と
で
す
。

　
昭
和
天
皇
の
御
製
に
「
あ
め
つ
ち
の
神
に
ぞ
祈
る
あ

さ
な
ぎ
の
海
の
ご
と
く
に
波
た
た
ぬ
世
を
」
と
あ
り
ま

す
。
御
製
を
も
と
に
皇
紀
二
千
六
百
年
「
浦
安
の
舞
」

が
作
曲
作
舞
さ
れ
ま
し
た
。
氏
子
の
児
童
生
徒
ら
に
よ

り
毎
年
欠
か
さ
ず
祭
り
に
奉
奏
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
遙
か
パ
ラ
オ
の
朝
凪

ぎ
の
海
に
思
い
を
は
せ

散
華
し
た
護
国
の
英
霊

に
衷
心
よ
り
感
謝
と
哀

悼
の
誠
を
捧
げ
る
も
の

で
す
。
そ
し
て
皆
様
と

も
ど
も
に
平
和
へ
の
祈

り
を
新
た
に
す
る
春
季

大
祭
で
あ
り
た
い
と
念

じ
申
し
上
げ
る
次
第
で

す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
司
髙
木
直
明
謹
言

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

祝
祭
日
に
は
国
旗
を
掲
げ
ま
し
ょ
う
。

　　倉賀野神社奉賛会のご案内

　本誌（倉賀野神社	社報）は、倉賀野神社奉

賛会の皆様のお手元に会報として春・秋の年

2回お届けしているものです。

　奉賛会の会費御浄財は⑴祭典の執行、⑵文

化財の維持保全、⑶伝統芸能の継承、⑷鎮守

の杜の保護育成などに大切に活用されます。

　すでにご加入の皆様には日頃からのあたた

かいご協力に心から感謝申し上げます。また

新規にご縁の皆様にも、どうぞ奉賛会にご加

入いただきまして、大神様の厚い御神徳をい

ただきますようご祈念いたします。皆様のご

理解とご協力を心よりお願い申し上げます。

　　　　　奉賛会　年会費

　	 〇正会員　	 一口	二千円

	 〇特別会員	 一口	一万円

　お問い合わせ・お申し込みはご近所の神社

総代、または社務所までご連絡ください。

　														　　社務所☎ 027(346)2158　

四月一日　月
つきなみさい

次祭の朝の境内

　
神
饌
田
抜ぬ

い
ぼ
さ
い

穂
祭
と　

　
　
　
　
　

懸
か
け
ち
か
ら

税
の
奉
納

　
境
内
の
神し

ん
せ
ん
で
ん

饌
田
で
は
昨
年
の
六
月
二
十
六

日
、
御
田
植
祭
を
お
こ
な
い
、
実
り
の
秋
の

十
月
十
四
日
に
は
抜
穂
祭
の
神
事
が
お
こ
な

わ
れ
た
。
ま
た
同
十
九
日
秋
祭
り
に
は
、
近

隣
農
家
か
ら
稲
穂
の
束
を
御
社
前
に
つ
る
し

て
お
供
え
す
る
「
懸
税
」
が
奉
納
さ
れ
た
。

　
こ
の
国
土
の
田
作
り
の
営
み
は
、
神
代
の

昔
、
天あ

ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

照
大
御
神
が
高
天
原
に
作
ら
れ
た
神

聖
な
田
の
稲
穂
を
、
私
た
ち
の
祖
先
に
お
授

け
に
な
っ
た
こ
と
に
始
ま
る
。

　『
齋ゆ

に
わ
い
な
ほ

庭
稲
穂
の
神し

ん
ち
ょ
く勅
』
に
「
吾あ

が
高た

か
ま
の
は
ら

天
原

に
き
こ
し
め
す
齋ゆ

に
わ庭

の
穂ほ

を
以も

て
、
亦ま

た

吾
が

兒み
こ

に
ま
か
せ
ま
つ
る
べ
し
」
と
み
え
る
。
天

孫
瓊に

に
ぎ
の
み
こ
と

瓊
杵
尊
が
高
天
原
か
ら
こ
の
国
土
に

天あ
ま
く
だ下
ら
れ
る
と
き
に
、
天
照
大
御
神
か
ら

賜
っ
た
こ
と
ば
「
神
勅
」
が
今
に
伝
わ
る
の

で
す
。

氏子農家からの奉納により社殿
に吊り下げられた懸

かけちから

税。お正月
の神社の授与木札には、この稲
穂が添えられている。

祭
典
日
誌
▽
平
成
二
十
六
年
十
二
月
三
十
一

日
　
年
越
大
祓
式
。
一
年
間
の
つ
み
・
け
が

れ
を
祓
い
清
め
た
。
▽
二
十
七
年
一
月
十
五

日
　
早
朝
よ
り
境
内
社
・
北
向
道
祖
神
大
祭
、

あ
わ
せ
て
古
神
札
焼
納
祭
（
ど
ん
ど
焼
き
）

を
執
行
。
▽
二
月
十
一
日
　
建
国
記
念
の
日

に
境
内
社
・
冠
稲
荷
初
午
大
祭
を
執
行
。
福

投
げ
行
事
等
が
賑
や
か
に
行
わ
れ
た
。
▽
二

月
二
十
五
日
　
境
内
社
・
天
神
社
の
前
で
例

大
祭
祝
詞
奏
上
。
▽
三
月
八
日
　
勧
学
祭
・

ラ
ン
ド
セ
ル
お
祓
い
式
を
執
行
。

営
繕
日
誌
▽
平
成
二
十
六
年
十
二
月
　
手
水

舎
修
繕
な
る
。
柱
の
根
元
が
被
水
損
傷
し
て

い
た
も
の
。
▽
二
十
七
年
三
月
　
拝
殿
の
畳

表
替
え
。
▽
三
月
九
日
　
北
鳥
居
脇
に
記
念

石
玉
垣
工
事
始
ま
る
。「
奉
祝
伊
勢
神
宮
第

六
十
二
回
式
年
遷
宮
、
并
倉
賀
野
神
社
参
集

殿
竣
工
」

　　太々神楽保存会　
　　　　　　舞人募集　　　

　　お問い合わせは社務所へどうぞ

　　　☎　　　☎０２７ （３４６） ２１５８

　　みんな、 「初めて」 から始まるんです　

「稲荷種まきの舞」

平
和
を
祈
り
神
前
に
奉
納

す
る
「
浦
安
の
舞
」



　
明
治
三
十
三
年
の
本
殿
屋
根
替
工
事

　
　
　
　
　
杮こ
け
ら
ぶ葺

き
か
ら
銅
板
葺
き
に

　
昨
秋
の
社
報
五
十
七
号
で
は
、
御
本
殿
屋

根
が
大
雪
の
被
害
を
受
け
た
も
の
の
、
無
事

修
理
が
終
わ
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
た
。
本
号

で
は
、
本
殿
の
御
造
営
と
屋
根
替
え
に
つ
い

て
も
う
少
し
辿
っ
て
見
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
現
在
の
御
本
殿
は
幕
末
の
頃
に
建
て
替
え

ら
れ
た
も
の
で
、
元
治
二
（
一
八
六
五
）
年

三
月
十
九
日
に
上
棟
式
、
同
年
四
月
に
杮こ

け
ら
し師

高
崎
本も

と
ま
ち町
檜ひ

わ
だ
や

皮
屋
嘉
兵
衛
か
ら
倉
賀
野
宿
世

話
人
様
あ
て
、「
御
屋
根
積
リ
書
」
が
提
出

さ
れ
た
。「
御
当
所
鎮
守
飯い

い
だ
ま玉
大
明
神
　
御

屋
根
杮
葺
板
長
一
尺
厚
サ
八
分
八
枚
割
　
葺

足
軒
付
二
重
ニ
テ
厚
サ
七
寸
品
軒
付
厚
サ
二

寸
五
分
　
屋
根
坪
惣
〆
四
十
六
坪
二
合
　
代

金
三
十
八
両
二
分
也
　
内
金
五
両
慥
ニ
受
取

申
候
（
以
下
略
）」
四
月
に
改
元
し
て
慶
応

（３）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 　　　　　　（２）
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神
棚
の
こ
と
、

　

「お
正
月
さ
ま
」
の
こ
と
、

　
　
　
　
　

な
ど
な
ど　

⑴

　

勧
学
祭　

　

 
ラ
ン
ド
セ
ル
お
祓
い
式

　
三
月
八
日
、
小
学
校
に
新
入
学
す
る
児
童

等
が
社
頭
に
集
ま
っ
た
。
団
体
昇
殿
が
午
前

と
午
後
の
二
部
に
分
け
て
お
こ
な
わ
れ
、
家

族
と
い
っ
し
ょ
に
学
業
成
就
と
登
下
校
の
安

全
を
神
前
に
祈
願
し
た
。

　
勧
学
祭
・
ラ
ン
ド
セ
ル
お
祓
い
式
は
毎
年
、

入
学
前
の
三
月
の
日
曜
日
を
選
ん
で
お
こ
な

わ
れ
て
い
る
。

（
祭
典
の
日
時
は
一
月
頃
に
社
頭
に
掲
示
さ

れ
ま
す
。
ま
た
社
務
所
で
お
問
い
合
わ
せ
の

受
け
付
け
し
て
い
ま
す
。）

真新しいランドセルを背負って、
玉串をおそなえした。

　
　
天
　
下
　
泰
　
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
崎
住
杮
師

　
奉
□
（
葺
カ
）
壹
宇
処
　
加
藤
嘉
兵
衛
六
代
孫
一
清

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
丑
松
楚
完

　
　
日
　
月
　
清
　
明

（表）58.4㎝
　× 16.6㎝
　× 0.5㎝厚

拝殿内の明治 33 年の奉納額。縦
1.8 ｍ×横 3.6 ｍとかなり大きい。
倉賀野町内外の六百余名の寄付
者芳名が連なる。

古
記
録
探
索

で
あ
っ
た
。
ご
苦
労
い
た
だ
い
た
当
時
の
役

員
は
、
額
の
末
尾
に
以
下
の
通
り
記
さ
れ
て

い
る
。「
氏
子
総
代
人
　
須
賀
喜
太
郎
　
須

賀
昌
仙
　
大
島
惣
十
郎
、
世
話
人
　
小
金
澤

傳
平
　
須
賀
善
吾
　
小
澤
如
風
　
日
野
原
長

五
郎
　
村
山
吉
五
郎
　
曽
根
廣
吉
　
髙
田
清

次
郎
　
鈴
木
五
市
　
松
村
六
蔵
　
田
城
金
六
　

山
本
政
蔵
　
花
形
愛
太
郎
　
鈴
木
儀
三
郎
　

新
井
傳
三
郎
　
松
村
太
平
　
並
木
宗
次
郎
　

矢
島
信
次
郎
　
砂
川
音
五
郎
　
堀
口
滝
五
郎
　

矢
島
嘉
平
　
吉
野
常
吉
　
小
佐
曽
六
之
助
　

藤
川
仲
次
郎
　
髙
橋
浅
五
郎
　
飯
島
幸
三
郎
　

山
田
市
衛
　
渡
邉
半
六
　
真
下
萬
作
　
立
野

嘉
吉
　
菊
原
林
蔵
　
井
上
勘
蔵
　
青
木
善
次

郎
　
加
藤
茂
吉
　
關
野
藤
十
郎
　
江
原
幡
太

郎
　
清
塚
豊
吉
、
社
掌
　
髙
木
定
賢
」　

倉賀野神社本殿

　「
お
正
月
さ
ま
」
と
い
う
こ
と
ば
を
耳
に

し
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
新
年
に
、

神
棚
に
お
ま
つ
り
す
る
一ひ

と
そ
ろ揃

え
の
御お

ふ

だ
神
札
の

こ
と
を
「
お
正
月
様
」
と
よ
ん
で
い
ま
す
。

　
家
の
神
棚
の
御
神
札
は
、
年
毎
に
新
し
く

か
え
て
お
ま
つ
り
す
る
も
の
で
す
。
神
棚
の

こ
と
、
ま
た
倉
賀
野
近
隣
地
域
の
「
お
正
月

様
」
の
こ
と
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
し
ょ
う
。

　
神
棚
に
「
お
正
月
様
」
を
お
ま
つ
り
す
る

こ
と
に
、
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
す

か
？

　
新
年
を
迎
え
る
ご
と
に
、
神
様
か
ら
新
し

い
恵
み
、
新
し
い
生い

の
ち命
を
戴
く
と
い
う
の
が
、

日
本
人
の
古
来
の
習
わ
し
で
す
。「
お
正
月

様
」
は
そ
の
し
る
し
で
、
一
年
間
を
通
し
て

神
様
の
ご
守
護
を
い
た
だ
く
の
で
す
。
そ
し

て
、
御
家
の
な
か
に
家
族
が
手
を
合
わ
せ
て

祈
る
場
所
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
と
て
も

仕
合
わ
せ
な
こ
と
で
す
ね
。

　
家
に
神
棚
が
な
い
の
で
す
が
、
ど
う
し
た

ら
よ
い
で
し
ょ
う
？

　
家
の
つ
く
り
が
昔
と
は
違
い
、神
棚
の
「
た

な
」
を
吊
る
の
が
難
し
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
ア
パ
ー
ト
や
マ
ン
シ
ョ
ン
に
お
住
い

の
こ
と
も
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
家
具

や
台
の
上
等
に
、
あ
ま
り
低
く
見
下
ろ
さ
な

い
よ
う
な
場
所
に
宮
型
（
中
に
御
神
札
を
ま

つ
る
た
め
の
小
型
の
神
社
）
を
据
え
置
い
て
、

御
神
札
を
お
ま
つ
り
す
る
の
が
よ
い
で
し
ょ

う
。
宮
型
が
な
く
と
も
、
下
に
白
紙
を
敷
い

て
、
壁
を
背
に
御
神
札
を
立
て
掛
け
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。
ま
た
社
務
所
に
お
声
掛
け
い

た
だ
け
れ
ば
、
簡
易
式
宮
型
を
差
し
上
げ
て

い
ま
す
。

　
神
棚
の
向
き
や
位
置
な
ど
に
注
意
す
る
こ

と
は
あ
り
ま
す
か
？

　
神
様
（
＝
御
神
札
）
か
ら
み
て
、
南
向
き

ま
た
は
東
向
き
に
（
北
側
、
ま
た
は
西
側
の

壁
を
背
に
）。
ま
た
戸
建
て
住
居
の
場
合
は
、

ふ
つ
う
一
階
部
分
に
。
こ
こ
な
ら
神
様
の
居

心
地
が
よ
さ
そ
う
と
思
え
る
よ
う
な
、
清
々

し
た
場
所
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
一
年
の
途
中
で
も
、
新
し
く
「
お
正
月
様
」

を
お
ま
つ
り
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
か
？

　
思
い
立
た
れ
た
と
き
に
始
め
ら
れ
る
の
が

よ
い
で
し
ょ
う
。「
お
正
月
様
」
の
御
神
札

は
年
間
を
通
し
て
、
神
社
で
お
受
け
に
な
れ

ま
す
。

　
そ
れ
で
は
「
お
正
月
様
」
の
御
神
札
一
そ

ろ
え
の
内
容
に
つ
い
て
お
し
え
て
く
だ
さ

い
。

　
は
い
。
便
宜
上
、
上
の
写
真
に
も
番
号
を

つ
け
て
、
順
に
お
話
し
し
ま
し
ょ
う
。

①
「
天て

ん
し
ょ
う
こ
う
た
い
じ
ん
ぐ
う

照
皇
大
神
宮
さ
ま
」　
皇
室
の
御
祖

先
神
で
あ
る
「
天あ

ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

照
大
御
神
」
を
祀
る
伊
勢

の
神じ

ん
ぐ
う宮
の
御お

ふ

だ

神
札
で
、「
神じ

ん
ぐ
う
た
い
ま

宮
大
麻
」
と
も

よ
び
ま
す
。
神
宮
は
日
本
の
総
氏う

じ
が
み神

と
も
よ

ば
れ
、
日
本
中
の
各
家
庭
で
、
神
棚
の
い

ち
ば
ん
中
心
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
御
神
札
で

す
。

②
「
歳と

し
が
み神
さ
ま
」　
新
し
い
一
年
を
待
ち
望

ん
で
家
々
に
お
ま
つ
り
す
る
御
神
札
で
、
一

年
の
五
穀
豊
穣
を
も
た
ら
す
御
神
徳
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
御
神
札
が
「
お
正
月
さ
ま
」
と

い
う
名
前
の
起
こ
り
と
も
い
え
ま
し
ょ
う
。

③
「
年

ね
ん
ち
ゅ
う
は
ら
い

中
祓
」　
細
長
い
形
状
の
お
ふ
だ
で
、

昔
は
家
の
門
口
の
竹
筒
に
差
し
て
お
き
、
帰

宅
す
る
時
に
こ
れ
を
抜
き
取
っ
て
わ
が
身
に

か
ざ
し
、
災
厄
を
祓
い
清
め
て
か
ら
家
の
中

に
入
っ
た
と
い
い
ま
す
。
今
日
で
は
神
棚
に

一
緒
に
ま
つ
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た
。

④
「
三
本
荒
神
さ
ま
」　
家
の
中
に
清
ら
か

な
火
と
水
を
い
た
だ
く
。
板
に
穴
を
開
け
た

り
、
藁
を
束
ね
て
幣へ

い
だ
い台

と
し
た
上
に
三
本
並

べ
て
差
し
立
て
ま
す
。
も
と
も
と
は
家
の
釜

戸
や
井
戸
、
便
所
な
ど
の
各
所
に
差
し
立
て

た
と
も
い
い
ま
す
が
、
近
年
は
神
棚
に
ま
つ

る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
ま
た
台
所
に

お
ま
つ
り
す
る
家
も
あ
り
ま
す
。

　
①
～
④
の
御
神
札
が
一
揃
え
と
な
っ
て
、

「
お
正
月
様
」
と
よ
ば
れ
ま
す
。
御
神
札
の

並
べ
方
は
、
天
照
皇
大
神
宮
さ
ま
を
中
央
に

お
ま
つ
り
し
ま
す
。

　
ま
た
、
四
月
十
九
日
に
例
大
祭
を
迎
え
る

と
、
春
祈
祷
の
御
神
札
「
鎮
守
倉
賀
野
神
社
」

の
御
神
札
を
受
け
て
、
あ
わ
せ
て
お
ま
つ
り

し
ま
す
。（
続
く
）

「お正月様」御神札のまつり方の一例。
天照皇大神宮（お伊勢さま）はつねに
中央におまつりします。

④
① ②③

　  毎月一日の月
つきなみさい

次祭
皇室の弥栄と国と地域の安全、そして

我が家の繁栄を氏神様に祈念いたしま

す。毎月１日の午前６時３０分より。

どうぞご昇殿ください。７時前には散

会となります。通勤・通学の朝にも、

どうぞご参拝ください。

（１月元旦を除く）

元
年
、
そ
の
八
月
に
大
屋
根
を
葺
き
終
え
た
。

杮こ
け
ら
し師
の
棟
札
が
残
る
。
ま
さ
に
屋
根
に
葺
く

よ
う
な
薄
い
杉
板
材
が
使
わ
れ
て
い
る
。
裏

面
に
は
「
慶
應
元
乙
丑
　
八
月
」
と
記
さ
れ

て
い
る
。

　
本
殿
工
事
が
完
成
し
て
遷
宮
式
が
お
こ
な

わ
れ
た
の
は
翌
慶
応
二
年
九
月
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
杮
葺
は
通
常
四
十
年
位
の
耐
久

性
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
屋
根
が
葺

き
替
え
ら
れ
、
銅
板
葺
き
に
な
っ
た
の
は
明

治
三
十
三
（
一
九
〇
〇
）
年
で
あ
っ
た
。
約

三
十
五
年
の
雨
風
に
耐
え
た
こ
と
に
な
る
。
　

　
屋
根
替
棟
札
も
現
存
す
る
が
、
こ
こ
で
は

現
在
も
拝
殿
内
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
屋
根
替

奉
納
額
を
紹
介
し
た
い
。

　
表
題
に
は
「
本
社
屋
根
替
竝
神
楽
殿
新
築

寄
進
連
名
」「
一
金
壹
千
〇
参
拾
貮
圓
　
寄

附
金
総
高
」
そ
し
て
倉
賀
野
町
内
外
の
六
百

余
名
の
寄
附
者
芳
名
が
連
な
る
。
左
端
に
は

「
維
持
明
治
三
十
三
年
九
月
十
九
日
」
と
あ

る
。
こ
の
と
き
神
楽
殿
の
新
築
、
幣
殿
屋
根

瓦
葺
、
拝
殿
屋
根
油し

っ
く
い

石
灰
及
脇
障
子
修
繕
、

末
社
修
繕
な
ど
も
同
時
に
お
こ
な
う
大
事
業

　
そ
の
銅
板
屋
根
も
昭
和
十
三
年
に
再
び
葺

き
替
え
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
ま
た

機
会
を
見
て
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。


