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週る人継
藉
ス
神
社

皇
紀
二
千
六
百
八
十
年

書

令
和
二
年

皆
様
、
明
け
ま
し
て
お
め
で
と

う
御
座
い
ま
す
。

雪
の
心
配
も
有
り
ま
し
た
が
、

穏
や
か
な
元
旦
を
迎
え
る
こ
と
が

出
来
ま
し
た
。

初
老
の
息
子
さ
ん
と

一
緒
に
、

家
族
７
人
で
厄
払
い
に
来
て
い
ま

し
た
。
ま
た
健
康
に
過
ご
せ
る
よ

う
に
と
願
っ
て
で
お
祓
い
を
受
け

て
い
ま
し
た
。
．ギ

そ
の
他

い
ろ
い
ろ
な
厄
払
い

は
、
年
明
け
か
ら
節
分
ま
で
の
間

に
行
う
こ
と
が
多
い
よ
ヶ
で
す
。

初
詣
の
人
た
ち
は
、
帰
り
に
お .ヽヽ 疹拝する皆さん
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み
く
じ
や
縁
起
物
の
破
魔
矢
な
ど

を
買
っ
て
い
ま
し
た
。

破
魔
矢
は
、
正
月
に
弓
の
技
を

試
す
射
礼
に
使
わ
れ
た
弓
矢
に
由

来
し
、

「は
ま

（破
魔
）
」
は
競

技
に
用
い
ら
れ
る
的
の
こ
と
で
、

そ
こ
か
ら
転
じ
て
、　
一
年
の
好
運

を
射
止
め
る
縁
起
物
と
い
う
こ
と

で
初
詣
で
、
授
与
す
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

建

国

祭

皇
紀

二
千
六
百
八
十
年

皇
紀
二
千
六
百
八
十
年
の
建
国

祭
が
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。
橿
原
神

官
及
び
皇
居
に
向
か
っ
て
礼
拝
。

国
歌
斉
唱
及
び
紀
元
節
の
歌

（雲
に
そ
び
ゆ
る
高

根
お
ろ
し
に
草
も
木

後
、
建
国
祭
斎
行
、

三
唱
で
終
了
し
ま
し

千
穂
の
、
高

も
…
）
斉
唱

日
本
国
万
歳

た
。

竹
年
恭鎮

火

二
月
二
十
三
日

（木
）

自
治
会
長
及
び
奉
賛
会
会

坂
消
防
団
幹
部
が
参
加
し

祈具亀祭
年 鵜 区 橿原神宮・皇居に拝礼太鼓を打つ宮司

祭
と
鎮
火
祭
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

一
年

の
五
穀
豊
穣
を
お
祈
り

し
、
小
学
生
に
よ
る
浦
安
の
舞
が

奉
納
さ
れ
ま
し
た
。

鎮
火
祭
で
は
、
鵜
坂
消
防
団
幹

部
が
防
火
の
祈
願
を
行
な
い
、
鎮

火
祭
祈
依
の
お
札
が
各
家
庭
に
配

布
さ
れ
ま
す
。

史 〃
鵜
坂
神
社
境
内
に
あ
る
社
務
所

の
左
側
に
史
跡
の
掲
示
板
が
掲
げ

て
あ
り
、
左
記
の
説
明
が
記
し
て

あ
り
ま
す
。

藉ユ
減言

庭蒙
ス

寺
路

祈年祭浦安の舞

史
跡
　
真
言
宗
鵜
坂
山
鵜
坂
寺
跡

中
古
鵜
坂
寺
は
、
名
神
大
社
鵜

坂
神
社
鎮
護
の
た
め
神
宮
寺
と
し

て
建
立
せ
ら
れ
、
島
黒
瀬
鵜
坂
辺

り
を
起
点
と
し
て
、
西
方
方
下
野

久
郷
辺
リ
ヘ
一扇
状
形
に
展
開
し
た

広
大
な
地
域
に
七
堂
伽
藍
二
十
四

一房
が
連
な
り
、
歴
代
住
職
が
別
当

と
し
て
、
多
く
の
社
僧
従
え
て
、

朝
夕
神
前
に
読
経
奉
仕
を
し
て
い

た
が
、
降
つ
て
天
正
年
間
上
杉
謙

信
の
兵
火
、
又
た
び
た
び
神
通
川

転
流
の
災
い
に
遭
い
、
次
第
に
坊

舎
は
、
離
散
し
衰
退
し
て
ゆ
き
、

明
治
三
年
富
山
藩
合
寺
令
の
強
行

に
よ
り
鵜
坂
寺
は
、
七
十
五
世
鵜

坂
泰
胤
を
以
っ
て
全
く
廃
絶
す
る

に
至
っ
た
。

就
中
源
頼
朝
は
本
堂
を
再
建

し
、
十
二
ケ
村
を
社
領
に
付
し
た
。


