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参
集
殿
建
設
に
向
け
て

　

参さ
ん
し
ゅ
う
で
ん

集
殿
と
は
ど
ん
な
建
物
？
と
疑
問
を
持
つ
方
も
多

い
と
思
い
ま
す
。
簡
単
に
言
う
と
人
が
集
ま
る
施
設
と

言
う
意
味
で
す
。
一
般
的
に
は
結
婚
式
を
始
め
と
す
る

祈
祷
や
会
議
な
ど
多
目
的
に
使
用
す
る
神
社
の
施
設
の

事
を
指
し
ま
す
。

　

今
回
、
氏
子
の
皆
様
に
ご
奉
納
金
を
お
願
い
し
て
建

立
す
る
参
集
殿
は
、
祈
祷
所
を
兼
ね
た
会
議
室
、
職
舎
、

社
務
室
、
授
与
所
、
応
接
室
、
内
ト
イ
レ
、
倉
庫
を
併

設
し
た
建
物
と
な
り
ま
す
。

　

昨
年
十
一
月
に
お
配
り
致
し
ま
し
た
参
集
殿
建
設「
趣

意
書
」
の
通
り
、
数
年
前
か
ら
幹
事
会
に
於
い
て
要
望

が
出
て
お
り
ま
し
た
参
拝
者
ト
イ
レ
の
拡
張
、
ま
た
老

朽
化
と
地
盤
沈
下
よ
る
職
舎
の
破
損
、
参
拝
者
や
来
客

の
対
応
を
行
う
た
め
の
部
屋
、
椅
子
式
会
議
室
へ
の
要

望
、
結
婚
式
や
霊
祭
、
極
寒
暑
時
の
祈
祷
施
設
を
総
合

的
に
考
慮
す
る
と
参
集
殿
の
建
設
が
最
も
効
果
的
で
あ

り
、
将
来
の
神
社
の
景
観
改
善
に
も
大
き
く
寄
与
す
る

事
が
出
来
る
と
の
結
論
に
達
し
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
全
て
の
無
駄
を
省
き
、
最
小
限
の
費
用
と
、

最
大
限
の
智
恵
を
絞
り
、
皆
様
方
に
お
願
い
致
し
ま
す

奉
納
金
を
抑
え
る
努
力
を
行
い
、
こ
の
度
建
設
を
行
う

事
と
な
っ
た
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
新
年
度
に
入
り
、
出
費

ご
多
端
の
事
と
は
存
じ
ま
す
が
、
何
卒
本
事
業
に
ご
理

解
と
ご
協
力
を
頂
き
、
ご
支
援
を
賜
り
ま
す
よ
う
懇
願

申
し
上
げ
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

参集殿地鎮祭（平成 31 年 3 月 3 日）
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新
し
く
山
師
に
な
る
の
を
夢
見
る
掘

子
は
六
人
、
意
欲
に
燃
え
て
第
一
歩
を

踏
み
出
し
た
。
お
互
い
敵て
き
が
い
し
ん

愾
心
を
ぶ
つ

け
あ
っ
た
。
伝
兵
衛
だ
け
は
違
っ
た
。

皆
が
少
し
で
も
有
利
な
場
所
を
探
す
の

に
、
伝
兵
衛
は
尾
紅
孫
右
衛
門
た
ち
が

掘
っ
た
古
い
廃
れ
間
歩
に
取
り
組
ん
だ
。

か
つ
て
は
銀
の
鏈
く
さ
り(

鉱
石)

を
産
出
し
た

け
れ
ど
地
下
の
湧
水
に
負
け
て
放
置
さ

れ
て
い
た
。

　
「
間
歩
に
溜
ま
っ
て
い
る
水
さ
え
汲
み

出
せ
ば
、
か
つ
て
銀
を
掘
り
出
し
て
い

た
間
歩
じ
ゃ
け
ん
、
再
び
役
立
つ
け
ん

ね
」
と
、
伝
兵
衛
は
熱
心
に
自
説
を
訴

え
た
が
、「
廃
れ
間
歩
が
復
活
す
る
な

ん
て
夢
み
て
い
な
話
だ
ぞ
」
と
誰
も
が

嗤わ
ら

っ
た
。

　

唯た
だ

ひ
と
り
賛
成
し
た
の
が
孫
一
だ
っ

た
。
こ
れ
ま
で
も
何
か
に
つ
け
て
温
か

く
見
守
っ
て
く
れ
た
の
が
孫
太
夫
と
孫

一
だ
っ
た
。
伝
兵
衛
に
は
そ
れ
で
十
分

だ
っ
た
。

　

廃
れ
問
歩
に
入
る
と
、
あ
れ
た
岩
肌

に
ひ
と
つ
ひ
と
つ
鏨た
が
ねの
痕
跡
が
残
っ
て

い
る
。途
中
か
ら
地
下
水
が
行
手
を
遮
っ

た
。
先
駆
者
の
無
念
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

伝
兵
衛
は
大
き
な
水
瓶
を
幾
つ
も
買

い
求
め
、
長
い
樋
を
次
々
と
作
っ
て
は

間
歩
の
中
で
水
瓶
と
樋
を
組
み
合
わ
せ
、

奥
か
ら
間
歩
の
外
へ
と
順
々
に
水
瓶
の

水
を
樋
を
使
っ
て
排
水
し
た
。
排
水
で
き

る
と
少
し
づ
つ
本
業
の
採
鉱
が
で
き
た
。

水
と
の
根
競
べ
だ
っ
た
。
口
の
悪
い
連

中
は
「
伝
兵
衛
は
掘
子
を
や
め
て
水
扱

み
人
足
に
な
っ
た
げ
な
」
と
、
囃は
や

し
た

て
た
。
伝
兵
衛
は
目め
は
し端
の
利
く
男
で
は

な
い
か
ら
、
冷
笑
さ
れ
て
も
自
分
の
や

り
方
を
貫
き
通
す
し
か
、
他
に
方
法
は

な
か
っ
た
。
た
だ
、
も
っ
と
効
率
よ
く

排
水
で
き
な
い
も
の
か
を
考
え
続
け
た
。

　

豊
臣
秀
吉
の
始
め
た
朝
鮮
征
伐
も
終

わ
り
そ
う
に
な
い
。
文
禄
の
役
が
終
戦

を
迎
え
た
途
端
、
慶
長
の
役
が
始
ま
り
、

結
局
、
秀
吉
の
死
ま
で
七
年
も
続
い
た
。

こ
の
間
、
伝
兵
衛
の
廃
れ
間
歩
復
活
の

闘
い
も
続
い
た
。
伝
兵
衛
の
湧
水
と
の

闘
い
は
、
本
人
の
忍
耐
も
さ
る
こ
と
な

が
ら
、
信
仰
に
支
え
ら
れ
て
い
る
点
が

大
き
く
、
そ
れ
が
根
源
だ
っ
た
。

　

そ
れ
か
ら
数
日
後
の
こ
と
で
あ
る
。

　

慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
九
月
二
十
五

日
、
石
見
銀
山
と
隣
村
に
徳
川
家
康
朱

印
の
布
告
が
出
た
。
関
ケ
原
の
合
戦
が

終
わ
り
わ
ず
か
十
日
し
か
経
っ
て
い
な

か
っ
た
。
そ
の
禁
制
は
近
隣
十
ケ
村
に

及
ぶ
も
の
で
、
要
は
徳
川
の
天
領
地
に

す
る
と
宣
言
し
た
も
の
だ
っ
た
。

　

十
月
、
石
見
銀
山
没
収
の
た
め
、
大

久
保
長
安
と
小
刑
部
元
正
が
来
山
し
た
。

そ
し
て
、
毛
利
方
の
部
長
と
役
人
の
協

力
を
得
て
、
十
一
月
十
日
に
作
業
を
終

え
た
。

　

翌
年
、
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
大

久
保
長
安
は
徳
川
家
の
初
代
石
見
銀
山

奉
行
に
就
任
し
た
。

　

大
久
保
長
安
は
並
の
行
政
官
で
は
な

か
っ
た
。　

　

甲
斐
武
田
氏
の
猿
楽
師
だ
っ
た
大
久

保
長
安
は
い
つ
の
間
に
か
金
山
の
採
掘

技
術
を
習
得
し
て
い
た
。
武
田
氏
滅
亡

後
、
徳
川
氏
に
仕
え
る
と
、
持
前
の
処し
ょ

世せ
い
じ
ゅ
つ
術
と
鉱
山
知
識
で
、
佐
渡
金
山
、
伊

豆
金
山
で
業
績
を
上
げ
た
。
早
く
か
ら

石
見
銀
山
に
目
を
つ
け
、
徳
川
配
下
の

伊
賀
忍
者
を
使
っ
て
、
探
索
し
て
い
た

と
言
わ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
石
見
銀
山

に
係
わ
る
事
に
特
別
の
想
い
が
あ
っ
た
。

安
原
伝
兵
衛
物
語

　

大
久
保
長
安
は
野
心
を
燃
や
し
て
赴

任
し
た
。

　

長
安
の
考
え
で
は
、
銀
運
上
高
の
増

加
に
は
廃
れ
間
歩
の
復
活
が
一
番
だ
っ

た
。
佐
渡
金
山
で
試
み
成
功
し
た
実
績

が
あ
る
。
早
速
、
地
役
人
と
山
師
を
集

め
意
見
を
聴
く
機
会
を
作
っ
た
。
活
動

中
の
間
歩
の
手
厚
い
保
護
を
求
め
る
な

ど
長
安
の
期
待
し
た
意
見
は
出
て
こ
な

く
て
失
望
し
た
。

　

あ
る
地
役
人
か
ら
、
若
い
け
ど
頑
固

な
変
わ
り
者
の
山
師
が
い
る
と
聞
き
興

味
を
持
っ
た
。

　
「
八
年
越
し
で
廃
れ
間
歩
に
と
り
つ
か

れ
た
変
人
で
す
。
皆
が
女
嫌
い
の
水
汲

み
伝
兵
衛
な
ど
と
悪
口
を
言
っ
て
い
ま

す
。
そ
ん
な
男
が
役
に
立
ち
ま
す
か
ど

う
か
」
地
役
人
は
首
を
傾か
し

げ
た
。

　
「
そ
の
山
師
に
会
っ
て
み
た
い
」

　

大
久
保
長
安
は
地
役
人
に
す
ぐ
連
れ

て
来
る
よ
う
命
じ
た
。

（
こ
れ
が
皆
が
変
人
だ
と
言
う
男
な
の

か
。
女
嫌
い
の
頑
固
者
と
い
う
か
ら
、

初
老
の
金か
な
つ
ぼ
ま
な
こ

壷
眼
の
い
か
つ
い
男
か
と

思
っ
て
い
た
が
、
若
く
て
女
が
惚
れ
そ

う
な
男
じ
ゃ
な
い
か)

　

長
安
は
一
目
見
て
伝
兵
衛
を
気
に

入
っ
て
し
ま
っ
た
。
長
安
は
従
来
か
ら

美
男
美
女
が
好
み
だ
。
そ
れ
に
伝
兵
衛

に
は
権
力
者
に
お
も
ね
た
り
追
従
す
る

素
振
り
が
な
い
。
そ
れ
も
気
に
入
っ
た
。
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「
参
拝
は
ま
ず
手て
み
ず
し
ゃ

水
舎
で
手
を
洗
い
ま

す
。
左
手
、
右
手
、
左
手
の
順
で
す
。

み
そ
ぎ
、
お
清
め
で
す
ね
。
そ
の
前
に

鳥
居
を
く
ぐ
り
ま
す
。
ニ
ワ
ト
リ
が
止

ま
る
と
い
う
意
味
で
す
が
、『
こ
こ
か
ら

お
宮
で
す
よ
』
と
い
う
境
で
す
」。

　

平
成
30
年
11
月
３
日
の
文
化
の
日
、

初
め
て
の
鶴
﨑
神
社
「
神
社
教
室
」
が

開
か
れ
、
太
田
浩
司
宮
司
が
境
内
の
随

神
門
か
ら
本
殿
ま
で
案
内
し
な
が
ら
、

一
時
間
半
に
わ
た
り
熱
の
こ
も
っ
た
説

明
を
し
て
回
り
ま
し
た
。
参
加
し
た
氏

子
は
わ
ず
か
４
人
で
し
た
が
、
熱
心
な

人
ば
か
り
で
終
始
質
問
が
絶
え
ま
せ
ん

で
し
た
。
説
明
の
要
旨
は
次
の
通
り
で

す
。

［
随
神
門
］

　

門
の
向
か
っ
て
右
に
「
矢
大
神
」、
左

に
「
左
大
神
」
と
い
う
随
神
が
安
置
さ

れ
て
い
る
。
内
務
省
神
社
局
の
技
師
角

南
隆
さ
ん
が
設
計
、
京
都
の
宮
大
工
が

昭
和
10
年
か
ら
約
一
年
が
か
り
で
建
て

た
。
総
尾
州
ヒ
ノ
キ
の
檜
皮
葺
き
で
、

柱
や
板
壁
に
は
全
く
節
が
な
く
吉
備
津

彦
神
社
並
み
に
立
派
。
建
築
費
の
う
ち

青チ
ン

島タ
オ

（
中
国
）
で
一
旗
揚
げ
た
早
島
町

出
身
の
児
島
熊
吉
さ
ん
が
２
０
０
０
円

（
＊
現
在
の
貨
幣
価
値
で
は
一
千
万
円
）

を
寄
進
し
た
。
記
念
の
石
柱
が
境
内
に

立
つ
。

［
参
道
～
本
殿
の
秘
密
］

　
随
神
門
か
ら
本
殿
へ
の
参
道
は
、
意

図
的
に
や
や
左
に
曲
げ
て
あ
る
。
参
拝

者
は
神
様
の
正
面
「
正せ
い
ち
ゅ
う中
」
は
避
け
る

と
い
う
意
味
。
拝
殿
前
の
石
段
は
江
戸

時
代
、
両
脇
の
垣
根
は
明
治
時
代
の
も

の
。

［
狛
犬
］

　
３
つ
の
形
式
が
あ
る
。
①
座
っ
た
型

（
大
坂
型
）
②
し
っ
ぽ
が
立
つ
型
（
出
雲

型
）
③
玉
を
抱
く
型
（
尾
道
型
）。
当
神

社
は
拝
殿
前
の
石
段
脇
な
ど
に
５
対
あ

り
、
３
つ
の
形
式
す
べ
て
が
そ
ろ
っ
て

い
る
。
口
を
開
け
た
阿あ

形
と
閉
じ
た
吽う
ん

形
の
一
対
が
置
か
れ
る
。〝
阿あ
う
ん吽
の
呼
吸
〟

で
あ
る
。
元
来
は
鎮ち
ん
す子（
重
し
）で
あ
り
、

沖
縄
の
シ
ー
サ
ー
（
伝
説
の
獣
像
）
と

同
じ
門
番
の
役
割
。

［
拝
礼
］

　

二
礼
二
拍
手
一
礼
。
柏か
し
わ
で手
は
打
つ
直

前
に
右
手
を
一
関
節
手
前
に
ず
ら
し
た

後
、
肩
幅
に
広
げ
て
打
つ
。

［
履
き
物
］

　
拝
殿
に
上
が
る
時
な
ど
「
脱
ぎ
っ
放

し
」
が
正
解
。
日
常
生
活
の
よ
う
に
向
き

を
変
え
て
揃
え
直
さ
な
く
て
よ
い
。
お

尻
を
神
様
に
向
け
る
こ
と
を
避
け
る
行

為
。

［
拝
殿
前
の
し
め
縄
］

　
向
か
っ
て
右
が
「
元
」、
左
が
「
末
」

に
な
る
よ
う
に
設
置
し
て
い
る
。
た
だ

し
、
出
雲
大
社
の
し
め
縄
は
そ
の
逆
。
右

が
上
座
と
い
う
解
釈
で
、高た
か
み
く
ら

御
座
（
玉
座
）

は
右
が
天
皇
陛
下
、
左
が
皇
后
陛
下
だ

が
、
玉
座
以
外
で
は
そ
の
逆
で
あ
る
。

［
本
殿
］

　
江
戸
中
期
、
享
保
４
（
１
７
１
９
）

年
の
建
築
。
本
島
（
香
川
県
）
の
塩し
わ
く飽

大
工
が
４
年
か
け
て
造
っ
た
。
足
高
神

社
や
阿
智
神
社
な
ど
県
南
の
主
な
神
社

に
比
べ
て
も
大
き
い
方
で
あ
る
。
①
今

は
使
え
な
い
菊
の
御
紋
を
使
用
②
装
飾

的
な
ひ
さ
し
が
４
㍍
も
出
て
い
る
③
彫

り
物
は
最
少
、
組
み
物
の
デ
ザ
イ
ン
が

す
ご
い
④
土
台
部
分
の
白
漆
喰
の
亀
腹

が
高
い
の
が
特
徴
。「
も
う
１
０
０
年
古

け
れ
ば
県
重
要
文
化
財
」（
歴
史
学
者
・

柴
田
一
氏
）、「
今
建
て
た
ら
２
億
円
」（
保

険
会
社
）
と
い
う
立
派
な
本
殿
。

　

参
加
者
の
一
人
、
光
畑
久
仁
子
さ
ん

（
７
０
）
＝
高
須
賀
＝
は
「
神
社
フ
ァ
ン

熱心に見学して回る参加者

本
殿 

今
建
て
た
ら
２
億
円
！

　
　
初
の
鶴
﨑
神
社｢

神
社
教
室｣

参
加
者
、
熱
心
に
質
問
攻
め

で
月つ
き
な
み
さ
い

次
祭
（
毎
月
１
日
）
に
よ
く
お
参

り
し
て
い
ま
す
。
柏
手
を
肩
幅
に
広
げ

る
こ
と
と
、
履
き
物
の
一
件
は
知
り
ま

せ
ん
で
し
た
」
と
成
果
を
話
し
て
い
ま

し
た
が
、
参
加
者
が
少
な
か
っ
た
こ
と

に
太
田
宮
司
は
「
こ
の
新
企
画
、ち
ょ
っ

と
Ｐ
Ｒ
不
足
で
し
た
。
次
回
は
工
夫
し

ま
す
」
と
苦
笑
い
し
て
い
ま
し
た
。

　

余
談
が
あ
り
ま
す
。
参
加
者
の
一
人

か
ら
翌
日
、編
集
子
に
電
話
が
あ
り
「
社

報
に
載
る
ま
で
待
て
な
い
。
メ
モ
を
文

章
化
し
て
も
ら
え
な
い
か
」
と
い
う
熱

心
な
要
望
が
あ
り
、
早
速
対
応
し
ま
し

た
。　
　
　
　
　

　
（
取
材
／
鶴
﨑
神
社
総
代
・
佐
藤
豊
行
）
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祭
事
暦

五
月
十
八
日
（
土
）［
午
後
七
時
］　

　
　
　

八
幡
神
社
春
季
大
祭   

         （
露
店
あ
り
）

五
月
十
九
日
（
日
）［
午
前
十
時
］　

　
　
　

鶴
﨑
神
社
春
季
大
祭

　
　
　
【
供
膳
祭
】

七
月
三
十
日
（
火
）［
午
後
五
時
］　

　
　
　

夏
越
祭
【
輪
く
ぐ
り
祭
】　　

　
　
　
（
露
店
あ
り
）

毎
月
一
日
（
午
前
九
時
）
月
次
祭

  

諸
祈
祷
・
出
張
祭
の
案
内

♦
初
宮
詣
・
交
通
安
全
・
厄
除
・
安
産
・

　

家
内
安
全
・
病
気
平
癒･

そ
の
他

♦
地
鎮
祭
・
上
棟
祭
・
家
移
清
祓
・

　

宅
神
祭
・
結
婚
式
・
神
葬
祭
等

ご
希
望
の
方
は
前
も
っ
て
ご
連
絡
下

さ
い
。

　祈祷／出張祭は　　

　　　予 約
  をお願いします。

　

参
集
殿
建
設
に
障
害
と
な
る
倉
庫
、

参
拝
者
ト
イ
レ
及
び
老
朽
化
し
た
蔵
を

一
月
に
解
体
、
撤
去
し
ま
し
た
。

手作業で解体される倉庫

　

参
集
殿
建
設
事
業
の
一
環
と
し
て
、

参
拝
者
ト
イ
レ
の
拡
張
を
盛
り
込
ん
で

お
り
、
趣
意
書
で
は
参
集
殿
の
基
礎
部

分
に
併
設
す
る
予
定
と
致
し
て
お
り
ま

し
た
が
、
そ
の
後
の
詳
細
設
計
に
よ
り

基
礎
部
分
が
境
内
か
ら
約
３
㍍
下
が
る

事
に
な
っ
た
た
め
、
階
段
又
は
ス
ロ
ー

プ
の
設
置
が
余
儀
な
く
さ
れ
る
事
に
よ

り
、
幼
児
や
高
齢
者
に
危
険
が
及
ぶ
可

能
性
の
回
避
と
建
設
費
を
抑
え
る
た
め

に
、
現
社
務
所
の
事
務
室
の
一
部
及
び

台
所
を
取
り
込
み
新
参
拝
者
ト
イ
レ
を

作
る
事
と
し
、
二
月
十
六
日
に
完
成
し

ま
し
た
。

　

土
足
の
ま
ま
入
る
事
が
出
来
る
新
し

い
ト
イ
レ
は
男
女
別
と
な
り
、
男
性
用

参
拝
者
ト
イ
レ
が
完
成

482-0097

は
小
便
器
を
一
基
増
や
し
て
計
三
基
。

女
性
用
は
新
た
に
二
基
設
置
致
し
ま
し

た
。

　

社
務
所
入
り
口
の
戸
に
鍵
は
掛
け
て

お
り
ま
せ
ん
の
で
、
参
拝
者
ト
イ
レ
は

夜
間
や
早
朝
の
参
拝
で
も
ご
利
用
い
た

だ
け
ま
す
。

男女別の入口女性用トイレ

蔵･

倉
庫･

参
拝
者

　
　
　
ト
イ
レ
を
解
体

総
代
の
異
動

早高南

佐
藤　

史
男

倉
敷
市
早
高
一
七
八

小
原　

惠

　
倉
敷
市
早
高
三
四
一
ー
一

早高北

佐
藤　

豊
行

倉
敷
市
早
高
六
〇
〇
ー
四

野
崎　

博
明

倉
敷
市
早
高
四
一
一
ー
五

退任新任

（
平
成
31
年
４
月
１
日
付
）

退任新任

正月の参拝者を迎えたイ草のイノシシ

  

今
年
の
イ
草
の
干
支

　

毎
年
恒
例
と
な
っ
て
い
る
イ
草
の
干

支
を
境
内
に
展
示
し
ま
し
た
。

　

今
年
の
テ
ー
マ
は
「
新
し
い
御
代
に

向
か
っ
て
突
き
進
む
猪
」


