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賽銭箱 2台（井上社寺工業）天然水晶玉 25φ（信栄石材）
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第 1節　報道記事・索引 第 7章　社殿建設

　
社
殿
建
立
に
お
い
て
、
宮
大
工
と
し
て
最
も
留
意

す
べ
き
点
は
①
人
の
後
ろ
に
„
神
様
“
を
見
、
決
し

て
独
善
に
陥
ら
な
い
こ
と
。
②
施
工
に
当
た
り
、
与

え
ら
れ
た
条
件
の
中
で
現
世
の
人
々
に
納
得
し
て
戴

く
だ
け
で
な
く
、
後
世
の
人
々
に
恥
じ
な
い
仕
事
=

神
様
に
恥
じ
な
い
仕
事
に
精
一
杯
勤
め
る
こ
と
。
③
創
建
当
時
か
ら
、
先
人
達
が
風

土
に
営
々
と
培
わ
れ
て
き
た
„
風
致
“
を
受
け
継
ぐ
こ
と
を
本
義
と
す
る
こ
と
で
す
。

　
つ
ま
り
、一
般
に
言
わ
れ
る
様
な
、大
経
材
の
使
用
並
び
に
、組
み
物
、伝
統
納
ま
り
、

仕
口
の
施
工
に
よ
る
耐
久
性
の
確
保
は
、
本
来
は
宮
大
工
に
と
っ
て
当
た
り
前
の
こ

と
で
あ
り
、移
設
、改
築
し
た
各
社
殿
の
配
置
、威
容
が
風
致
（
神
域
と
し
て
の
風
景
、

環
境
）
に
い
か
に
融
け
込
み
、
い
か
に
調
和
が
と
れ
た
も
の
に
な
る
か
と
い
う
こ
と

を
何
よ
り
も
大
切
に
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
そ
の
為
今
回
、
神
社
側
の
い
に
し
え
の
資
料(

江
戸
期
の
絵
図
面)

は
大
変
参
考

に
な
り
、
両
本
殿
の
位
置
補
正
と
い
う
事
前
施
策
に
よ
り
、
本
来
の
威
容
に
よ
り
近

ず
け
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ま
た
そ
れ
に
よ
り
、
今
ま
で
拝
観
が
で
き
な

か
っ
た
本
殿
が
、
氏
子
の
皆
様
の
前
に
そ
の
荘
厳
な
姿
を
現
さ
れ
た
こ
と
は
、
大
き

な
慶
び
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
こ
の
度
、
皆
様
の
お
陰
を
戴
き
ま
し
て
、
無
事
竣
工
を
迎
え
る
事
が
出
来
ま
し
た

が
、宮
大
工
に
と
っ
て
こ
こ
で
勤
め
が
終
わ
っ
た
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。何
故
な
ら
ば
、

建
築
木
材
は
生
き
て
お
り
、
建
立
後
に
も
呼
吸
を
し
動
き
ま
す
。
そ
の
為
、
今
後
も

幾
度
か
検
査
、
締
め
直
し
補
正
を
行
う
為
の
対
策
も
既
に
施
し
て
あ
り
ま
す
。
　

　
建
立
さ
れ
た
社
殿
は
皆
様
方
の
大
事
な
財
産
で
あ
る
と
同
時
に
、
私
ど
も
に
と
り

ま
し
て
も
大
切
な
歴
史
で
あ
り
、
財
産
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
今
後
も
こ
の

鶴
﨑
神
社
の
„
風
致
“
が
、
氏
子
の
皆
様
の
信
仰
の
場
と
し
て
受
け
継
が
れ
、
新
た

な
時
代
の
中
に
あ
り
ま
し
て
も
、
我
が
国
に
誇
る
べ
き
文
化
と
し
て
そ
の
歴
史
が
刻

ま
れ
る
こ
と
を
、
心
か
ら
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。
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祝詞殿用各種案 10台（井上社寺工業）


