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令
和
三
年
十
一
月
十
一
日
（
木
）
に
有
楽
町
の
東
京
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
に

て
、
第
六
十
一
回
商
工
会
全
国
大
会
が
開
催
さ
れ
、
そ
こ
で
日
高
市
商
工
会

は
、
全
国
一
、
六
四
九 

商
工
会
か
ら
申
請
さ
れ
た
各
団
体
自
慢
の
優
良
事
業

の
中
か
ら
選
び
抜
か
れ
、
見
事
二
一
世
紀
商
工
会
グ
ラ
ン
プ
リ
「
商
工
会
持

続
可
能
モ
デ
ル
賞
」
を
獲
得
す
る
と
い
う
栄
誉
を
受
け
ま
し
た
。
本
会
は
、

平
成
七
年
に
新
商
工
会
館
移
転
計
画
が
頓
挫
し
た
こ
と
で
、
二
億
円
も
の 

借
金
を
抱
え
、
財
政
破
綻
の
危
機
に
陥
っ
て
い
た
が
会
員
増
強
と
会
費
、 

一
三
〇
〇
の
Ｐ
Ｒ
と
し
て
駅
前
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
事
業
、
全
国
で
唯
一 

商
工
会
が
主
催
と
し
て
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
事
業
な
ど
実
施
、
地
域
を 

支
え
る
商
工
会
と
し
て
、
そ
の
役
割
を
存
分
に
発
揮
し
て
い
る
こ
と
が
受
賞

の
対
象
と
な
り
ま
し
た
。 

昨
年
も
「
商
工
会
チ
ャ
ン
ネ
ル
事
業
」
で
商
工
会
の
業
務
・
事
業
や
会
員

事
業
所
の
紹
介
な
ど
を
飯
能
・
日
高
テ
レ
ビ
の
協
力
に
よ
り
二
回
放
映
致
し

ま
し
た
。
今
後
も
飯
能
・
日
高
テ
レ
ビ
や
文
化
新
聞
、
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
な

ど
で
商
工
会
の
活
動
や
多
く
の
会
員
企
業
を
紹
介
し
て
ま
い
り
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。 

本
会
は
「
会
員
あ
っ
て
の
商
工
会
」
を
念
頭
に
置
き
、
一
層
信
頼
さ
れ
る

組
織
を
目
指
し
て
機
能
強
化
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
職
員
一
丸
と
な
っ
て

困
難
を
乗
り
越
え
、
ア
フ
タ
ー
コ
ロ
ナ
の
経
済
回
復
に
向
け
て
成
長
で
き
る

よ
う
に
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
支
援
に
全
力
を
挙
げ
て
い
き
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。 

「
日
高
市
商
工
会
の
活
動
」 

日 

高 

市 

商 

工 

会 

会  

長  

猪 

俣 

利 

雄 

手
数
料
の
見
直
し
に
取
り
組
み
改
革
を 

断
行
し
ま
し
た
。
平
成
二
十
五
年
に
完
済

後
、
十
年
先
の
財
政
健
全
化
を
目
的
に
、 

商
工
共
済
推
進
を
開
始
し
、
毎
日
の
活
動
を

記
録
し
た
「
活
動
日
報
」
に
よ
る
指
導
・ 

 

管
理
体
制
の
構
築
を
図
り
、
役
職
員
一
丸
と

な
っ
て
推
進
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
そ
の 

結
果
、
会
員
数
は
二
十
年
連
続
純
増
、 

 

商
工
共
済
は 

 
 

 
 

商
工
共
済
は
、
累
計
二
、
〇
〇
一
口
の
加
入

を
達
成
し
、
商
工
会
の
自
己
財
源
増
加
に

大
き
く
寄
与
致
し
ま
し
た
。
ま
た
、
自
己
財

源
の
増
加
に
伴
い
、
会
員
向
け
新
規
事
業

を
積
極
的
に
展
開
出
来
る
よ
う
に
な
り
、 

若
手
経
営
塾
ネ
ク
ス
ト
・
女
性
限
定
経
営
塾

レ
デ
ィ
や
Ｂ
Ｃ
Ｐ
事
業
、
高
麗
郡
建
郡 

 

一
三 

第６１回 商工会全国大会 

高麗川駅前イルミネーション事業 

権
現
様
の
御
朱
印 

―
徳
川
家
康
の
寄
進
状
― 

 

こ
こ
で
紹
介
す
る
御
朱
印
（
ご
し
ゅ
い
ん
）
は
、
戦
国

大
名
や
江
戸
時
代
の
将
軍
が
、
花
押
（
か
お
う
）
の
代
わ

り
に
朱
色
の
印
鑑
を
押
し
て
発
行
し
た
朱
印
状
の
こ
と
で

す
。 

 

天
正
一
八
年
（
一
五
九
〇
）
に
関
東
の
領
主
と
な
っ

た
徳
川
家
康
は
、
翌
一
九
年
に
主
要
な
社
寺
に
領
地
を

寄
進
す
る
朱
印
状
を
与
え
ま
し
た
。 

 

高
麗
神
社
に
伝
わ
る
朱
印
状
（
写
真
１
）
も
そ
の
時

の
も
の
で
す
。
料
紙
を
横
半
分
に
折
っ
た
形
の
折
紙

（
お
り
が
み
）
の
文
書
で
、
大
宮
（
高
麗
神
社
の
古

称
）
に
三
石
の
領
地
を
寄
進
す
る
内
容
で
す
。 

 

文
書
の
末
尾
が
「
仍
如
件
」、
押
印
の
位
置
が
日
付

の
下
な
ど
、
家
光
以
降
の
将
軍
の
朱
印
状
と
比
較
す
る

と
、
宛
所
へ
の
敬
意
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。 

 

秀
忠
以
降
の
将
軍
か
ら
も
領
地
安
堵
の
朱
印
状
が
発

行
さ
れ
ま
し
た
。
家
宣
・
家
継
・
慶
喜
は
発
行
し
て
い

な
い
た
め
、
高
麗
神
社
に
伝
わ
る
の
は
一
二
通
で
す
べ

て
で
す
。（
写
真
２
） 

 

朱
印
状
は
神
社
の
権
威
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な

も
の
で
し
た
。
特
に
、
家
康
の
朱
印
状
は
「
権
現
様
の

御
朱
印
」
と
し
て
大
切
に
さ
れ
て
き
ま
し
た
。 

し
か
し
、
将
軍
の
代
替
わ
り
に
は
、
所
有
す
る
御
朱
印
を

全
て
江
戸
ま
で
持
参
し
、
原
本
に
忠
実
な
写
し
を
複
数
提

出
し
、
御
朱
印
改
奉
行
の
検
認
を
受
け
る
な
ど
、
費
用
負

担
も
大
き
い
手
続
き
が
必
要
で
し
た
。 

 

大
宮
の
場
合
に
は
、
三
石
（
米
の
収
穫
高
に 

換
算
し

た
も
の
で
、
大
半
は
山
林
）
の
領
地
だ
け
で
は
神
社
の
維

持
管
理
に
は
十
分
と
は
い
え
ず
、
氏
子
や
崇
敬
者
に
支
え

ら
れ
て
、
な
ん
と
か
運
営
し
て
い
る
状
況
で
し
た
。 

（ 

横
田
稔 

高
麗
神
社
主
任
学
芸
員 

） 

写真 1 天正 19 年 徳川家康社領寄進状 

写真 2 朱印状 12 通と御朱印箱 

社
宝
見
聞
録 

➁ ① 



 

➂ 

④ 

三
重
県
伊
勢
市
に
鎮
座
す
る
「
神
宮
」
は
、 

内
宮

な
い
く
う

と
呼
ば
れ
る
「
皇

こ
う

大
神
宮

た
い
じ
ん
ぐ
う

」
と
、
外
宮

げ

く

う

と
呼

ば
れ
る
「
豊
受

と
よ
う
け

大
神
宮

だ
い
じ
ん
ぐ
う

」
の
二
つ
の
正
宮
を
中
心

に
、
別
宮
・
摂
社
・
末
社
・
所
管
社
な
ど
合
わ
せ

て
一
二
五
社
か
ら
な
る
お
宮
の
総
称
で
す
。 

神
宮
は
皇
室
の
御
祖
神
と
仰
ぐ
、
天

あ
ま

照
て
ら
す

大
御
神

お

お

み

か

み

を
祀
り
、
特
に
江
戸
時
代
以
降
は
庶
民
か
ら
も

崇
敬
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
十
九
世
紀
に
は
、
年
間

の
参
拝
者
が
五
〇
〇
万
人
を
記
録
す
る
こ
と
も

あ
っ
た
ほ
ど
で
す
。
こ
れ
に
は
、
神
宮
と
全
国
の

参
拝
者
を
繋
ぐ
「
御
師

お

し 

」
と
よ
ば
れ
る
人
々
の 

活
躍
が
あ
り
ま
し
た
。 

＊
コ
ラ
ム
＊ 

《
神
様
と
の
交
流
の
場
》 

神
祭
り
の
場
を
示
す
「
磐
境

い
わ
さ
か

」
と
い
う
語
が
あ
り
ま

す
。
岩
石
を
人
工
的
に
配
列
し
一
定
の
空
間
を
神
聖

な
場
と
し
た
事
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て

神
道
学
者
の
茂
木
貞
純 

氏
は
、
特
に
「
さ
か
」
に 

 

注
目
し
、
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
ま
す
。（
簡
略
）

【
磐
境
の
境
は
「
坂
合

さ

か

あ

い
」
と
さ
れ
、
坂
と
坂
の
合
う

所
は
す
な
わ
ち
境
界
線
と
な
る
。
そ
の
接
点
は
峠
で

あ
り
、
物
理
的
に
他
国
へ
の
入
口
で
あ
る
と
同
時
に

目
に
見
え
な
い
神
々
の
世
界
へ
の
通
路
と
さ
れ
、
神

祭
り
の
場
と
も
な
っ
た
。】
昔
か
ら
峠
や
山
の
頂
上
、

村
の
境
あ
る
い
は
地
平
線
な
ど
何
か
の
境
と
な
る
所

に
は
、
別
の
世
界
と
接
す
る
入
口
が
あ
る
と
信
じ
ら

れ
て
き
ま
し
た
。 

 

岩
石
と
は
異
な
り
ま
す
が
、
棚
や
台
を
設
け
、
更
に

は
宮
形
を
置
く
な
ど
し
て
、
神
威
が
籠
め
ら
れ
た
お

札
を
祀
る
。
生
活
環
境
は
様
々
で
す
が
、
た
と
え
小
さ

く
と
も
自
身
で
定
め
た
神
聖
な
空
間
を
作
り
、
お
札

を
祀
っ
て
く
だ
さ
い
。
そ
こ
が
、
あ
な
た
と
神
様
と
の

交
流
の
場
と
な
り
ま
す
。 

参
考
図
書
・「
日
本
語
と
神
道
」 

著 
 

者
・
茂
木 

貞
純 

行
い
、
神
宮
の
御
神
徳
を
各
地
に
広
め
て
も
い

ま
し
た
。
御
祈
祷
の
後
、
頒
布
し
た
も
の
が 

「
御
祓

お
は
ら
い

大
麻

た

い

ま

」
で
す
。
こ
の
「
御
祓
大
麻
」
の 

 

形
状
は
祓
い
串
を
箱
に
入
れ
た
も
の
、
あ
る
い

は
祓
い
串
を
剣
型
の
お
札
で
包
ん
だ
も
の
で
、

こ
の
串
に
巻
き
付
け
て
い
る
麻
こ
そ
が
「
大
麻

（
た
い
ま
・
お
お
ぬ
さ
）
」
と
言
う
も
の
で
し
た
。

麻
は
古
く
よ
り
神
聖
な
も
の
と
さ
れ
、
神
様
へ

の
捧
げ
も
の
や
祓
い
の
道
具
と
し
て
今
日
で
も

用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
現
在
の
伊
勢 

神
宮
の
お
札
「
神
宮

じ
ん
ぐ
う

大
麻

た

い

ま

」
の
起
源
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。 

明
治
に
な
る
と
御
師
の
制
度
が
廃
止
さ
れ
て

し
ま
い
ま
す
が
、「
国
民
が
朝
夕
神
宮
に
敬
拝
で 

《
伊
勢
神
宮
の
お
札 

「
神
宮
大
麻
」
に
つ
い
て
》 

き
る
よ
う
に
」
と
い
う

明
治
天
皇
の
思
し
召
し

に
よ
り
、「
神
宮
大
麻
」

と
し
て
伊
勢
の
神
宮
よ

り
、
全
国
の
神
社
を
通

じ
て
各
家
々
に
頒
布

は

ん

ぷ

さ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。 

御師が頒布した「御祓大麻」 

内宮「皇大神宮」 現在、全国の神社で頒布

されている「神宮大麻」 

御
師
は
神
宮
に
奉
仕

す
る
神
職
で
、
全
国
か

ら
の
崇
敬
者
を
受
け
入

れ
て
、
宿
泊
や
神
宮
の

参
拝
・
案
内
な
ど
の 

世
話
を
し
て
い
ま
し

た
。
さ
ら
に
全
国
に 

お
も
む
い
て
御
祈
祷
を 

じ
ん
ぐ
う 

し 

ん 

い 

神
社
ま
め
知
識 

《
神
棚
に
祀
る
お
札
に
つ
い
て
》 

神
棚
に
お
祀

ま
つ

り
す
る
お
札
は
、
三
つ
に
大
別
さ

れ
ま
す
。
図
１
の
よ
う
に
並
べ
て
祀
る
際
に
は 

中
央
に
天
照
皇
大
神
宮
と
書
か
れ
た
伊
勢
神
宮

の
お
札
「
神
宮

じ
ん
ぐ
う

大
麻

た

い

ま

」、
向
か
っ
て
右
側
に
氏
神

う
じ
が
み

様
を
祀
る
神
社
の
お
札
、
左
側
に
崇
敬

す
う
け
い

す
る
神
社

の
お
札
を
置
き
ま
す
。
宮
形
の
扉
が
一
つ
の
物
な

ど
で
、
お
札
を
重
ね
る
場
合
に
は
図
２
の
よ
う
に

し
て
祀
り
ま
す
。 

氏
神
神
社
と
は
、
自
ら
が
居
住
す
る
地
域
に
あ

る
神
社
を
指
し
、
神
社
周
辺
の
一
定
地
域
の
住
人

を
氏
子
と
称
し
ま
す
。
元
来
は
、
文
字
通
り
氏
姓

を
同
じ
く
す
る
間
で
、
自
ら
の
祖
神
や
氏
族
に
縁

あ
る
神
様
を
氏
神
と
称
し
て
祀
っ
た
こ
と
に 

由
来
し
ま
す
。
現
在
は
、
も
っ
と
も
身
近
な
地
域

一
帯
の
守
り
神
様
と
し
て
、
神
棚
用
の
お
札
や 

祭
礼
な
ど
で
受
け
た
お
札
を
お
祀
り
く
だ
さ
い
。 

崇
敬
神
社
と
は
、
地
域
外
で
、
個
人
の
特
別
な 

信
仰
等
に
よ
り
崇
敬
さ
れ
る
神
社
を
指
し
、
こ

う
し
た
神
社
を
信
仰
す
る
方
を
崇
敬
者
と
呼
び

ま
す
。
他
に
も
遠
く
へ
旅
行
に
行
き
、
そ
の
土
地

の
神
社
へ
参
拝
し
た
際
、
受
け
た
お
札
な
ど
は
、

崇
敬
神
社
の
お
札
と
し
て
お
祀
り
く
だ
さ
い
。 

「
神
宮
大
麻
」
は
、
日
本
全
体
を
守
る
天
照
大
御

神
に
通
じ
る
お
札
で
す
。「
氏
神
神
社
」
の
お
札

は
、
地
域
を
守
っ
て
く
だ
さ
る
神
に
通
じ
る 

お
札
で
す
。
各
家
々
に
神
々
の
御
神
徳
が
行
き

わ
た
り
ま
す
よ
う
、
日
々
祈
り
を
捧
げ
心
の 

拠
り
所
と
な
る
場
所
を
整
え
て
、
一
年
を
目
安

に
お
祀
り
く
だ
さ
い
。 

近
年
で
は
、
住
宅
の
様
式
も
変
わ
り
、
多
様
な

外
観
や
内
装
を
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
し

た
流
れ
に
呼
応
す
る
か
の
様
に
宮
形
も
家
の 

雰
囲
気
に
合
う
よ
う
な
様
々
な
形
と
な
り
ま
し

た
。
お
近
く
の
神
主
さ
ん
の
い
る
神
社
に 

 

ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

【図１】扉が三つ並ぶ宮形 【図２】扉が一つの宮形 

左の図のような順で重ねて 

宮形へ納めます 



 

『
武
蔵
国
高
麗
氏
系
図
』
は
正
元
元
年
（
一
二
五
九
）
十
一
月
八
日
に

火
災
に
よ
り
焼
失
し
た
が
、
縁
者
の
家
に
残
さ
れ
た
古
記
録
を
元
に 

再
興
さ
れ
、
そ
の
後
、
代
々
書
き
綴
ら
れ
て
き
た
と
い
う
。 

 

高
麗
神
社
の
祭
神
高
麗
王
若
光
を
初
代
と
す
る
高
麗
氏
の
系
譜
で
は

二
十
七
代
目
に
当
た
る
大
宮
寺
豊
純
の
代
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ

る
。
「
当
家
は
こ
れ
ま
で
高
麗
従
来
の
親
族
重
臣
と
縁
組
を
図
り
仕
え 

来
た
り
し
所
、
深
き
子
細
有
り
て
駿
河
岩
木
僧
都
道
暁
女
を
室
と
為
す
。

源
家
の
縁
者
と
為
る
に
依
り
是
に
従
い
幕
紋
根
篠
を
用
い
る
」（
書
き
下

し
筆
者 

旧
字
は
新
字
に
改
め
た
）
こ
れ
に
よ
れ
ば
高
麗
氏
は
、
二
十
六
代

（
五
〇
〇
年
以
上
）
に
わ
た
り
、
高
句
麗
か
ら
従
っ
て
き
た
重
臣
や 

 

親
族
と
の
み
縁
組
を
し
て
き
た
と
い
い
、
そ
れ
を
「
深
き
子
細
」
に
よ

り
違
え
て
、
駿
河
国
岩
木
の
僧
侶
で
あ
っ
た
道
暁
の
娘
を
室
と
し
た
と

い
う
。
道
暁
は
源
家
の
縁
者
で
あ
る
の
で
高
麗
家
も
以
後
源
氏
の
縁
者

と
し
て
幕
紋
で
あ
っ
た
根
篠
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。 

二
十
六
代
に
も
わ
た
り
守
っ
て
き
た
慣
習
を
あ
え
て
違
え
て
ま
で 

結
ん
だ
縁
組
で
、
高
麗
氏
は
何
を
得
た
の
だ
ろ
う
。
豊
純
の
三
代
後
の

多
門
房
行
仙
の
時
、
正
慶
二
年
（
一
三
三
三
）
五
月
二
十
二
日
鎌
倉
に

仕
え
て
い
た
行
仙
の
弟
三
郎
行
持
、
四
郎
行
勝
は
い
ず
れ
も
新
田
義
貞

の
軍
勢
を
迎
え
撃
ち
、
北
条
氏
の
氏
寺
東
勝
寺
で
討
ち
死
に
し
た
。 

 

豊
純
の
代
で
行
っ
た
縁
組
は
、
そ
の
後
の
高
麗
氏
を
北
条
氏
の
御
内
人

ま
で
導
き
、
そ
れ
は
幕
府
滅
亡
ま
で
続
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た

関
係
性
を
見
れ
ば
、
小
豪
族
で
も
あ
っ
た
高
麗
氏
は
、
源
氏
と
結
び
つ

く
こ
と
で
所
領
の
安
堵
な
ど
家
の
存
続
に
必
要
な
要
素
を
獲
得
し
た
の

だ
ろ
う
。
有
力
な
御
家
人
の
間
で
争
い
が
絶
え
な
か
っ
た
鎌
倉
時
代
に

あ
っ
て
は
、
生
き
残
る
こ
と
さ
え
運
不
運
に
委
ね
る
ほ
か
な
い
よ
う
に

思
え
る
。
最
終
的
な
結
果
は
ど
う
あ
れ
、「
そ
の
時
代
」
の
高
麗
氏
に
と

っ
て
は
取
り
う
る
最
善
の
選
択
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

そ
れ
に
し
て
も
、
高
麗
氏
を
源
氏
と
結
び
つ
け
た
道
暁
と
は
ど
ん
な

人
物
だ
ろ
う
。 

 

武蔵国高麗氏系図（高麗氏所蔵） 

高
麗
氏
の
足
跡 

～
「
武
蔵
国
高
麗
氏
系
図
」
か
ら
～ 

高
麗
神
社
宮
司 

高
麗
文
康 

『
武
蔵
国
高
麗
氏
系
図
』
に
あ
る
「
駿
河
岩
木
」
は
お
そ
ら
く
「
駿
河

国
岩
本
」
の
誤
記
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
か
つ
て
の

駿
河
国
岩
本
（
現
静
岡
県
富
士
市
岩
本
）
に
あ
る
岩
本
山
実
相
寺
の 

 

三
代
目
の
院
主
道
暁
に
行
き
当
た
る
の
だ
。
こ
の
道
暁
の
父
は
阿
野 

全
成
と
言
う
。
全
成
の
父
は
源
義
朝
で
、
異
母
兄
に
は
源
頼
朝
、
同
母

の
弟
に
は
義
経
が
い
た
。
全
成
は
『
平
治
物
語
』
に
「
悪
禅
師
」
と
あ
だ

名
さ
れ
る
ほ
ど
の
荒
く
れ
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
二
代
将
軍
頼
家
に

よ
っ
て
討
た
れ
た
。
後
に
道
暁
の
兄
で
あ
る
時
元
は
鎌
倉
殿
の
後
継
を

巡
り
北
条
義
時
に
よ
っ
て
討
た
れ
た
。
こ
う
し
た
身
の
上
の
道
暁
は 

出
家
し
て
政
治
向
き
と
は
無
縁
の
生
活
を
送
っ
た
の
だ
ろ
う
。
あ
え
て

国
を
隔
て
た
地
方
の
小
豪
族
に
娘
を
嫁
が
せ
た
の
も
、
道
暁
か
ら
す
れ

ば
そ
の
方
が
、
都
合
が
良
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
一
方
で
、
高
麗
家

に
と
っ
て
は
源
氏
の
縁
者
と
な
る
こ
と
に
家
の
安
定
を
図
る
上
で
、 

大
き
な
魅
力
を
感
じ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
お
お
よ
そ
三
代
一
〇
〇

年
を
経
て
も
鎌
倉
へ
の
務
め
を
は
た
そ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
伺
う

こ
と
が
で
き
よ
う
。 

高
麗
家
の
長
い
歴
史
の
中
で
も
、
自
ら
権
力
の
中
心
近
く
に
縁
を 

求
め
よ
う
と
試
み
た
の
は
こ
の
時
に
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ほ
ど
権
力

と
は
無
縁
の
氏
族
で
は
あ
っ
た
が
、
末
端
に
生
き
る
筆
者
か
ら
す
れ
ば
、

そ
れ
も
ま
た
幸
い
と
思
う
。 

⑤ ⑥ 

右
：
武
蔵
国
高
麗
氏
系
図
よ
り 

 
 

二
十
七
代 

大
宮
寺
豊
純 

記
述
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⑦ ⑧ 

境
内
さ
ん
さ
く 

《
高
麗
神
社
の
特
別
神
饌
に
つ
い
て
》 

神
饌
は
、
熟
饌
と
生
饌
と
に
大
別
さ
れ
ま
す
。

熟
饌
と
は
調
理
神
饌
と
も
い
い
、
火
を
使
い 

調
理
し
、
魚
な
ど
は
切
り
身
や
干
物
に
す
る
な

ど
、
食
材
を
更
に
美
味
し
く
い
た
だ
け
る
よ
う

に
し
た
状
態
を
い
い
ま
す
。
一
方
、
火
を
使
わ

な
い
調
理
法
と
し
て
、
米
、
鮮
魚
、
野
菜
、 

 
 

果
物
な
ど
食
材
を
き
れ
い
に
す
る
事
の
み
で
、

そ
の
ま
ま
盛
り
付
け
る
形
を
、
生
饌
あ
る
い
は

丸
物
神
饌
と
言
い
ま
す
。 

明
治
時
代
以
降
の
い
つ
頃
か
ら
か
熟
饌
の
伝

統
が
ほ
ぼ
絶
え
ま
し
た
が
、
現
宮
司
は
古
儀 

神
饌
再
興
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
現
在
、
日
々

の
日
供
祭
は
、
す
べ
て
生
饌
と
し
て
お
り
ま
す

が
、
特
に
例
祭
や
正
月
、
月
次
祭
、
節
句
な
ど

特
別
な
日
に
は
、
一
部
を
熟
饌
に
し
て
捧
げ
て 

お
り
ま
す
。
高
麗
家
五
十
六
代
当
主 

高
麗
大
記
が
残
し
た
文
献
に
は
、
今
日
で

も
お
な
じ
み
の
草
餅
や
柏
餅
、
旬
の
食
材
を
調
理
し
た
物
を
、
決
め
ら
れ
た
月
日

に
供
え
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
内
容
を
基
に
現
在
は
、
宮
司
を 

始
め
担
当
の
神
主
が
特
別
な
神
饌
と
し
て
調
理
し
て
お
り
ま
す
。 

神
様
が
お
召
し
上
が
り
に
な
る
お
食
事
や
食
べ
物
を
「
神
饌
」
と
い
い
ま
す
。

高
麗
神
社
で
は
毎
朝
、
当
番
の
神
主
が
米
・
酒
・
野
菜
・
果
物
・
塩
・
水
の
六
品

を
基
本
と
し
整
え
、
日
供
祭
を
執
り
行
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
毎
月
一
日
と 

十
五
日
の
朝
八
時
に
行
う
月
次
祭
で
は
、
お
米
を
炊
い
た
も
の
に
変
え
て
お
供

え
し
て
い
ま
す
。 

 

『 

神
道
祭
祀
の
伝
統
と
祭
式 

』（ 

沼
部
春
友
・
茂
木

貞
純
編
著 

戎
光
祥
出
版 

発
刊 

）
に
神
饌
の
品
目
選
定

に
関
す
る
心
得
が
あ
り
ま
す
。
「
一
社
伝
来
の
も
の
が
あ

れ
ば
、
そ
の
伝
統
を
継
承
す
る
こ
と
に
つ
と
め
る
」「
季
節

の
旬
の
も
の
を
選
ぶ
こ
と
」
「
土
地
の
産
物
を
優
先
に
選

ぶ
こ
と
」
と
あ
り
ま
す
。
写
真
に
あ
る
草
餅
は
三
月
三
日

に
供
え
ま
す
が
、
ヨ
モ
ギ
を
採
取
し
、
餡
子
作
り
も
小
豆

を
煮
て
作
っ
て
お
り
ま
す
。
食
材
の
全
て
と
は
い
き
ま
せ

ん
が
、
手
間
を
掛
け
た
お
も
て
な
し
を
し
て
、
神
様
に 

お
喜
び
い
た
だ
け
る
よ
う
努
め
て
お
り
ま
す
。 

10 月 9 日/29 日に供える小豆飯（中央） 

米に小豆を入れて炊いた物 

3 月 3 日の節句に供える草餅（右） 

職員が手作りで作っている様子（左） 

中央上：正月の芋吸物 宮司が調理し供えている 

中央下：７月７日の饅頭 担当職員が餡から手作りしている 

高麗大記の文書「高麗大宮社古典神饌帳」明治２年３月 他、「水鏡」 

安政３年の中にも記述があり、両文書を統合したものが現在の下記表  

 ※表中 小麦粉餅・粒粉餅は調査中の為、【饅頭】に代えて供えている 

し
ん
せ
ん 

じ
ゅ
く
せ
ん 

せ
い
せ
ん 

に
っ
く
さ
い 

だ
い
き 

つ
き
な
み
さ
い 

編 
集 

後 

記 

担
当
・
保
々 

 

祈願随時受付 毎日８：３０～１７：００ （１２/３１は、１４：００まで） 

※ご予約の必要はありません。 

初宮詣・七五三・ランドセルのお祓い（３月上旬～4月上旬） 

人生儀礼各種・商売繁昌・厄除け・方位除け・車お祓い 

高麗神社々務所 埼玉県日高市新堀 833 ☎042-

989-1403 

高
麗
神
社
の
大
神
様
と
桜
の
神
様 

木
花
咲
耶
姫
に 

夜
桜
会
開
催
を
奉
告
し
、
日
々
の
御
守
り
に
感
謝
を
捧

日 

に 

ち
：
令
和
五
年 

三
月
二
十
六
日
（
日
） 

祭
典
開
始
：
午
後
四
時
よ
り 

（
約
三
十
分
） 

祭 
 

場
：
高
麗
神
社 

前
庭
（
ひ
が
ん
桜
前
） 

一
般
の
方
の
参
列
が
可
能
で
す
。
玉
串
料
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。 

※
雨
天
決
行
（
但
し
荒
天
の
場
合
に
は
中
止
も
あ
り
ま
す
） 

雨
天
時
は
屋
根
の
あ
る
祓
所
で
行
い
ま
す
。 

樹
齢
四
百
年
の
銘
木 

し
だ
れ
桜
。
そ
の
花
び
ら
が
開
く
頃
、
幻
の
茶
屋
「
沖
の
家
」
が 

開
店
し
ま
す
。
幻
想
的
な
空
間
で
狭
山
茶
と
和
菓
子
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、 

た
っ
た
一
夜
の
夜
桜
を
心
ゆ
く
ま
で
、
ご
観
賞
く
だ
さ
い
。 

日 

に 

ち
：
令
和
五
年 

三
月
二
十
六
日
（
日
） 

開
催
時
間
：
午
後
四
時
三
十
分
～
午
後
七
時
三
十
分 

（
午
後
七
時 

茶
菓
子
販
売
終
了/

七
時
三
十
分
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
終
了
） 

※
入
場
・
観
賞 

無
料 / 

雨
天
決
行 

（
荒
天
時
は
中
止
に
な
る
事
も
あ
り
ま
す
。） 

上
記
時
間
に
幻
の
茶
屋
「
沖
の
家
」
に
て
茶
菓
子
セ
ッ
ト
を
販
売
い
た
し
ま
す
。 

境
内
に
て
自
由
に
夜
桜
を
ご
観
賞
く
だ
さ
い
。 

よ 
 

ざ 
 
 

く 
 

ら 
 
 

か 
 

い 

お 
 

う 
 
 
 

か 
 
 
 

さ 
 

い 

 

全
国
か
ら
選
ば
れ
、
見
事
「
商
工
会
持
続
可
能

モ
デ
ル
賞
」
を
受
賞
し
た
日
高
市
商
工
会
。
過
去

に
危
機
的
状
況
に
陥
る
も
未
来
の
為
、
取
れ
る 

最
善
の
策
を
講
じ
、
更
に
様
々
な
事
業
に
も
チ
ャ

レ
ン
ジ
し
て
き
た
。
困
難
な
状
況
と
い
う
の
は
、

必
ず
ど
こ
か
で
訪
れ
て
く
る
も
の
で
す
。
熟
考
を

重
ね
、
そ
の
時
出
来
る
限
り
の
力
を
注
ぎ
対
処
す

る
。
紙
面
中
、
先
人
達
の
と
っ
た
判
断
と
行
動
が

そ
の
大
切
さ
を
教
え
て
く
れ
ま
す
。 


