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随
身
門
修
復
工
事
い
よ
い
よ
開
始

 

随
身
門
修
復
工
事
の
予
定
が
大
体
決
ま
り
ま
し
た
。
来
春
ご
ろ
か

ら
足
場
を
組
ん
だ
の
ち
、
解
体
復
元
工
事
に
入
る
予
定
で
す
。
完
成

は
再
来
年
の
五
月
の
見
込
み
で
す
。
業
者
は
地
元
の
新
東
住
建
工
業

で
す
。
増
税
を
控
え
て
仕
事
が
た
て
込
ん
で
い
た
た
め
、
予
定
よ
り

遅
れ
ま
し
た
が
、
何
と
か
増
税
前
の
金
額
で
で
き
る
運
び
と
な
り
ま

し
た
。

 

ご
寄
進
の
額
は
、
前
回
の
修
理
の
残
金
を
合
わ
せ
る
と
、
十
一
月

十
五
日
現
在
壱
千
万
円
に
達
し
て
い
ま
す
。
随
身
門
の
中
に
は
、
随

身
像
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
像
も
大
変
傷
ん
で
い
ま
す
。
で
き
れ
ば

こ
の
像
も
修
復
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
と
こ
ろ
、
お
か
げ
を

持
ち
ま
し
て
も
う
少
し
で
で
き
る
と
こ
ろ
ま
で
ご
寄
進
が
集
ま
り

ま
し
た
。
そ
こ
で
、
し
ば
ら
く
の
間
ひ
き
つ
づ
き
随
身
像
の
修
復
の

た
め
の
ご
寄
進
の
お
願
い
を
継
続
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
ま
こ
と

に
勝
手
な
お
願
い
で
す
が
、
よ
ろ
し
く
お
願
申
し
上
げ
ま
す
。

 

ま
た
、
御
本
殿
に
カ
シ
の
木
の
枝
が
当
た
っ
て
、
建
物
を
傷
め
る

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
枝
打
ち
を
す
る
に
は
、
足
場
を
組
む
必
要

が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
の
機
会
に
切
る
こ
と
も
計
画
し
て
い
ま
す
。

 

 

        

 

平
成
の
御
遷
宮

 

平
成
二
十
五
年
と
い
う
年
は
、
六
十
年
ぶ
り
に
天
つ
神
と
国
つ

神
を
代
表
す
る
神
々
の
社
で
あ
ら
れ
る
伊
勢
神
宮
と
出
雲
大
社

が
そ
ろ
っ
て
御
遷
宮
を
迎
え
ら
れ
た
慶
事
の
年
で
し
た
。
そ
こ
で
、

あ
ら
た
め
て
御
遷
宮
の
歴
史
と
伝
統
に
思
い
を
め
ぐ
ら
し
、
日
本

文
化
の
奥
深
さ
、
高
い
精
神
性
に
今
一
度
目
を
向
け
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。

 

 

二
十
年
ご
と
に
行
わ
れ
る
伊
勢
の
遷
宮
の
制
度
は
天
武
天
皇

が
定
め
ら
れ
、
持
統
天
皇
四
年
（
六
九
〇
）
以
来
、
今
回
で
六
十

二
回
を
数
え
ま
す
。
出
雲
大
社
も
創
建
以
来
、
何
度
も
修
理
と
御

遷
宮
が
行
わ
れ
て
き
て
い
ま
す
が
、
江
戸
時
代
以
降
は
約
六
十
年

傷んだ随身像 

枝がかかった御本殿 



に
一
度
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

 

「
遷
宮
」
と
は
、
御
神
体
や
御
神
座
を
本
来
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら

移
し
、
社
殿
を
元
と
同
じ
に
修
造
し
、
再
び
御
神
体
に
お
か
え
り

い
た
だ
く
こ
と
で
す
。

 

御
遷
宮
の
意
義
は
、
木
造
建
築
の
建
物
を
維
持
し
て
い
く
た
め

で
あ
る
と
と
も
に
、
社
殿
の
建
築
技
術
を
継
承
し
て
い
く
た
め
の

知
恵
だ
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
御
遷
宮
の
本
当
の
意

義
は
、
円
循
環
す
る
時
間
の
概
念
の
中
で
、
原
初
・
原
点
に
も
ど

り
、
よ
み
が
え
る
こ
と
で
、
「
永
遠
の
命
」
を
次
世
代
に
継
承
し

て
い
く
と
い
う
こ
と
に
あ
る
よ
う
で
す
。

 

時
間
の
矢
は
、
物
理
学
的
に
は
直
線
で
、
過
ぎ
る
と
も
ど
っ
て

来
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
還
暦
や
正
月
・
季
節
と
い
っ
た
円
循
環
す

る
時
間
の
概
念
の
中
で
は
、
初
め
に
も
ど
り
、
よ
み
が
え
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
新
し
い
こ
と
や
初
め
て
の
も
の
に
は
、

皆
ワ
ク
ワ
ク
す
る
も
の
で
す
。
遷
宮
と
い
う
一
大
祭
儀
は
、
神
様

が
最
初
に
鎮
座
さ
れ
た
時
の
ワ
ク
ワ
ク
す
る
こ
の
う
え
な
い
歓

び
と
感
謝
・
祈
り
を
再
現
し
、
神
威
の
更
な
る
発
揚
を
仰
ぎ
、
国

も
人
々
も
皆
が
お
か
げ
を
い
た
だ
こ
う
と
す
る
心
の
営
み
が
、
具

体
化
し
た
行
為
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

 

前
回
（
昭
和
二
十
八
年
）
の
お
そ
ろ
い
で
の
御
遷
宮
は
、
戦
争

と
い
う
最
大
国
難
の
後
で
し
た
。
今
回
も
一
大
国
難
で
あ
る
東
日

本
大
震
災
の
後
で
あ
り
ま
す
が
、
よ
み
が
え
ら
れ
た
こ
の
う
え
な

い
御
神
威
、
御
神
徳
の
ご
利
益
に
あ
や
か
っ
て
、
復
旧
、
復
興
を

果
た
す
こ
と
が
で
き
る
と
確
信
す
る
次
第
で
す
。

 

氏
子
内
の
神
祠
④

 

地
神
さ
ま

 

近
隣
で
は
、
部
落
ご
と
に
「
じ

じ
ん
さ
ま
」
と
呼
ば
れ
て
い
る

五
角
柱
の
石
造
物
が
見
ら
れ
ま

す
。

 

石
柱
の
五
面
に
刻
ま
れ
た

神
々
の
名
前
は
、
次
の
五
神
と

な
っ
て
い
ま
す
。

 

 

天
照
大
御
神
（
五
穀
の
祖
神
）
、
倉
稲
魂
命
（
う
が
の
み
た
ま

の
み
こ
と
：
稲
の
霊
で
食
料
の
神
）
、
埴
安
媛
命
（
は
に
や
す
ひ

め
：
土
の
神
）

 

大
己
貴
命
（
お
お
な
む
ち
：
農
耕
神
）
、
少
彦

名
命
（
す
く
な
ひ
こ
な
：
国
土
造
成
・
農
耕
の
神
）

 

暦
に
記
載
さ
れ
て
い
る
雑
節
の
ひ
と
つ
で
、
春
分
と
秋
分
に
も

っ
と
も
近
い
戊
（
つ
ち
の
え
）
の
日
を
社
日
と
い
い
ま
す
。
こ
の

日
に
は
仕
事
を
休
み
、
土
を
い
じ
ら
な
い
な
ど
と
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
起
源
は
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
が
、
「
社
」
と
い
う
漢
字
の

な
り
た
ち
に
は
、
農
民
が
共
同
で
祭
る
農
耕
地
の
神
と
い
う
意
味

が
あ
る
の
で
、
こ
の
日
に
農
家
が
講
の
組
織
を
つ
く
っ
て
お
祭
り

す
る
よ
う
に
な
っ
て
現
在
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
写

真
は
円
山
の
も
の
で
、
春
秋
の
社
日
に
お
祭
を
し
て
い
ま
す
。

 
石
髙
神
社
の
石
造
物
④

 

獅
子
・
狛
犬

 

獅
子
・
狛
犬
は
イ
ン
ド
の
ラ
イ
オ
ン
の
像
が
中
国
・
朝
鮮
を
経

て
伝
来
し
た
も
の
で
、
高
麗
（
こ
ま
）
か
ら
伝
来
し
た
犬
と
い
う



こ
と
か
ら
、
普
通
コ
マ
イ
ヌ
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
守
護
と
装
飾

を
兼
ね
て
置
か
れ
て
お
り
、
多
様
な
形
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。
当

社
に
は
、
表
参
道
と
裏
参
道
の
鳥
居
の
奥
に
花
崗
岩
で
で
き
た
一

対
の
狛
犬
が
あ
り
ま
す
。
表
の
も
の
に
は
、
文
政
十
五
年
庚
寅
十

二
月
吉
日

 
山
表
産
子
中
、
裏
の
も
の
に
は
文
政
八
年
酉
年
八
月

吉

 

藤
原
邑
講
連
中
と
彫
っ
て
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
両
方
と
も
次

の
よ
う
な
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

 

[

耳
―
垂
れ

]

、

[

身
構
え
ー
座
り

]

、

[

阿
吽
の
型
―
向
っ
て
右
が
阿
・
左
が

吽

]

、

[

角
―
吽
の
方
に
だ
け
に
有

]

、
[

尾
―
炎
型

]

、

[

性
別
―
無

]
 

 

獅
子
と
狛
犬
を
区
別
し
て
み
る

と
、「
阿
」
の
像
が
獅
子
、
角
が
あ
る

「
吽
」
の
像
が
狛
犬
で
す
。

 

写
真
は
表
参
堂
の
「
阿
」
の
像
で
す
。

 

境
内
の
生
物
⑥

 

ハ
ゼ
ノ
キ
と
ヌ
ル
デ

 
 

ウ
ル
シ
の
仲
間
の
ハ
ゼ
ノ
キ
と
ヌ
ル
デ
は
、
秋
に
な
る
と
き
れ
い

に
紅
葉
し
て
実
を
つ
け
ま
す
。
し
か
し
、
触
る
と
か
ぶ
れ
る
の
で
、

注
意
が
必
要
で
す
。
ヌ
ル
デ
の
葉
の
茎
に
は
ヒ
レ
の
よ
う
な
も
の
が

つ
い
て
い
る
の
で
区
別
が
つ
き
ま
す
。
ど
ち
ら
も
雌
雄
異
株
な
の
で
、

実
を
つ
け
る
株
と
つ
け
な
い
株
が
あ
り
ま
す
が
、
ハ
ゼ
ノ
キ
の
実
か

ら
は
木
ロ
ウ
が
採
れ
ま
す
。
ヌ
ル
デ
に
は
ア
ブ
ラ
ム
シ
の
一
種
の

ヌ
ル
デ
ノ
フ
シ
ム
シ
が
寄
生
し
て
、
五
倍
子
と
い
う
虫
こ
ぶ
が
で

き
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
タ
ン
ニ
ン
が
豊
富
な
の

で
染
料
や
お
歯
黒
な
ど
に
利
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

 

石
高
神
社
正
月
行
事
の
ご
案
内 

◎
歳
旦
祭
お
よ
び
初
詣

 

一
月
一
日
午
前
零
時
よ
り
歳
旦
祭
を
行
い
ま
す
。
こ
の
直
後
の
一

時
ご
ろ
ま
で
は
新
年
の
家
内
安
全
祈
祷
、
三
が
日
の
午
前
九
時
ご
ろ

か
ら
夕
方
五
時
ご
ろ
ま
で
は
新
年
の
家
内
安
全
祈
祷
と
厄
払
い
な

ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

 

◎
ど
ん
ど
焼
き
お
よ
び
古
神
札
焼
却
祭

 

 

一
月
十
四
日
以
降
で
最
初
の
土
曜
ま
た
は
日
曜
に
、
境
内
で
行
な

っ
て
い
ま
す
。

 
 

平
成
二
十
六
年
は
一
月
十
八
日
（
土
）
午
前
十
時
よ
り
行
う
予
定

で
す
。
正
月
の
お
飾
り
の
ほ
か
古
神
札
焼
却
も
行
い
ま
す
。
な
お
、

ビ
ニ
ー
ル
、
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
、
金
属
類
は
な
る
べ
く
は
ず
し
て
ご

持
参
く
だ
さ
い
。
当
日
は
、
は
ず
す
作
業
を
し
た
後
に
焼
却
し
ま
す
。

ま
た
、
例
年
ど
お
り
ぜ
ん
ざ
い
を
用
意
す
る
予
定
で
す
。

 

       ◎
厄
払
い

 

 

そ
の
年
の
厄
歳
、
祝
歳
の
方
が
お
祓
い
を
受
け
る
慣
わ
し
で
す
。

平平成成 2266 年年のの

どどんんどどままつつりり  

1 月 18 日（土） 

午前 10 時から 

11 時半頃まで 

 
ぜんざいの接待

があります。 



当
社
で
は
、
二
月
一
日
が
「
厄
払
い
の
日
」
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、

一
般
に
は
元
日
か
ら
節
分
の
こ
ろ
ま
で
に
お
参
り
す
る
も
の
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
平
成
二
十
六
年
の
お
も
な
厄
年
と
祝
い
年
を
一
覧
表

に
し
ま
し
た
の
で
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。
祝
い
年
は
男
女
と
も
に

同
じ
で
す
。
ま
た
、
厄
年
に
は
、
前
後
に
前
厄
と
後
厄
が
あ
り
ま
す
。

 
 

     

石
髙
神
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

宮
司
手
作
り
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ

い
。
行
事
の
前
後
に
更
新
し
て
い
ま
す
。

ア
ド
レ
ス
は

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
3
1
.
o
c
n
.
n
e
.
j
p
/
~
i
s
h
i
t
a
k
a

で
す
。
「
石
高
神
社
」
で

検
索
す
る
と
出
て
き
ま
す
。

 

石
髙
神
社
の
場
所
と
駐
車
場 

 

南
側
に
は
、
石
段
を
上
が
る
表
参
道
が
あ
り
ま
す
。
自
動
車
で
お

参
り
の
場
合
は
、
宮
山
の
東
側
を
山
に
沿
っ
て
進
む
と
北
側
か
ら
山

に
上
が
る
参
道
が
あ
り
ま
す
。
下
の
地
図
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
右
に

少
し
曲
が
り
な
が
ら
上
が
る
と
本
殿
の
裏
に
出
ま
す
の
で
、
こ
こ
に

駐
車
す
る
の
が
便
利
で
す
。
ま
っ
す
ぐ
進
む
と
、
表
参
道
を
上
が
っ

た
随
身
門
が
見
え
る
所
ま
で
行
き
ま
す
が
、
行
き
止
ま
り
に
な
り
ま

す
。
な
お
、
宮
山
の
東
北
の
カ
ー
ブ
は
見
通
し
が
悪
い
の
で
お
気
を

つ
け
く
だ
さ
い
。 

 

平成 26 年 厄年 祝年 

数え年 生まれ年 

女 19 歳 平成 ８年生 

男 25 歳 平成 ２年生 

女 33 歳 昭和 57年生 

男 42 歳 昭和 48年生 

還暦祝 昭和 29年生 

古希祝 昭和 20年生 

喜寿祝 昭和 13年生 

傘寿祝 昭和 10年生 

米寿祝 昭和 ２年生 

卒寿祝 大正 14 年生 

白寿祝 大正 ５年生 

初詣は氏神さまへお参りください。 

宮山の東側を山沿いに裏

へ回ると、車で社殿裏まで

上がれます。 


