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報徳神社の保存修繕と

琴似神社の??

琴
似
の
街
の
鎮
守

の
神
様
に
は
、
あ
ま

り
知
ら
れ
て
い
な
い

こ
と
が
い
く
つ
も
あ

り
ま
す
。
現
在
修
復

中
の
初
代
の
社
殿
に

ま
つ
わ
る

「あ
ん
な

話
こ
ん
な
話
」
を
ま

と
め
て
み
ま
し
た
。

（文
責

一
事
務
局
長

永
峰
　
貴
）

|

「
琴
似
神
社
」
の
二
つ
目
の
鳥
居
を
く

ぐ

っ
た
先
に
は
、
神
門
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

材
は
、
か
つ
て
、
伊
勢
神
宮
で
使
用
さ
れ
て

い
た
も
の
で
、
当
時
の
札
幌
神
社
が
譲
り
受

け
、
後
に
琴
似
神
社
が
再
び
譲
り
受
け
て
神

門
を
造
作
し
た
と
い
う
由
緒
あ
る
も
の
で
す
。

そ
の
神
門
の
先
に
は
、
正
面
に
現
在
の
社

殿
が
鎮
座
し
て
い
ま
す
。
厳
か
で
、
気
品
あ

る
た
た
ず
ま
い
で
、
そ
れ
に
魅
了
さ
れ
て
か
、

参
拝
さ
れ
る
人
の
姿
が
途
切
れ
る
こ
と
が
な

い
の
で
す
。

現
在
の
社
殿
は
三
代
目
の
社
殿
で
、
そ
の

左
奥
に
見
え
て
い
る
屋
根
が
二
代
目
の
社
殿

で
あ
る

「祖
霊
殿
」
で
す
。
長
れ
Ｔ
夫
氏
が

令
和
元
年
か
ら
改
築
を
始
め
、
令
和
２
年
８

月
に
竣
工
し
て
い
ま
す
の
で
、
正
確
に
は
二

代
目
の
二
代
目
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

本
殿
に
向
か

っ
て
、
右
手
手
前
に
あ
る
社

殿
が

「報
徳
神
社
」
で
、
現
在
は
保
存
修
繕

の
工
事
中
で
す
。
実
は
、
こ
の
社
殿
が
初
代

で
、
仙
台
藩
亘
理
伊
達
家
の
祖
伊
達
藤
五
郎

成
実
を
祀

っ
た
の
が
始
ま
り
で
す
。
成
実
公

の
忌
み
名
で
あ
る
武
早
智
雄
神
か
ら

「武
早

和
社
」
と
名
付
け
ら
れ
て
、
山
の
手
２
条
１

丁
目
の

「
日
登
寺
」
の
境
内
に
誕
生
し
た
の

で
す
。

そ
し
て
、
明
治
３０
年
に
、
鎮
座
地
を
山
の

み
な
か
み
ど
お

手
５
条
１
丁
目
水
上
通
り
入
口
に
移
し
て
、

拝
殿
を
増
築
し
て
名
も

「琴
似
神
社
」
と
改

め
た
の
で
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
亘
理
出
身
の

屯
田
兵
の
和
社
か
ら
、
琴
似
の
村
全
体
の
鎮

守
の
神
様
と
な

っ
た
の
で
す
。

そ
れ
か
ら
１８
年
後
の
大
正
４
年
に
、
か
つ

て
練
兵
場
で
あ
り
、
養
蚕
室
の
建
ち
並
ん
で

い
た
授
産
場
跡
の
現
在
地
に
移
転
し
た
の
で

す
。
中
隊
本
部
の
あ

っ
た
向
か
い
側
で
す
か

ら
、
琴
似
の
村
の
鎮
守
の
和
様
と
し
て
は
、

最
も
ふ
さ
わ
し
い
所
と
言
え
ま
し
た
。

社
殿
が
現
在
の
物
に
建
て
替
え
ら
れ
、
現

在
の
配
置
と
な

っ
た
の
は
昭
和
２８
年
の
こ
と

で
し
た
。
こ
の
時
、
や
や
傾
斜
し
て
い
た
土

地
に
現
在
の
社
殿
の
裏
側
か
ら
土
を
掘
り
起

こ
し
て
盛
土
を
行
い
ま
し
た
か
ら
、
裏
側
に

は
大
き
な
穴
が
あ
い
て
い
ま
し
た
。
冬
に
な

る
と
、
そ
こ
で
ス
キ
ー
が
で
き
る
ほ
ど
の
大

き
な
穴
で
し
た
。
子
ど
も
た
ち
は
、
「
神
柱

裏
」
と
言

っ
て
、
冬
は
ス
キ
ー
を
、
夏
は
チ
ャ

ン
バ
ラ
ご

っ
こ
を
楽
し
ん
だ
も
の
で
し
た
。

そ
の
神
社
裏
の
大
き
な
穴
は
、
琴
似
町
が
札

幌
市
と
合
併
し
た
昭
和
３０
年
に
琴
似
本
通
り

が
舗
装
さ
れ
、
そ
の
時
の
上
で
埋
め
戻
さ
れ

ま
し
た
か
ら
、
も
う
穴
は
あ
り
ま
せ
ん
。
琴

似
本
通
り
の
舗
装
工
事
は
、
札
幌
市
と
な

っ

た
最
初
の
公
共
事
業
で
あ

っ
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

上
の
写
真
の
中
央
に
、
「古
殿
地
」
と
記

さ
れ
た
標
識
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
が
水
上
通

り
か
ら
移

っ
て
き
た
と
き
の
本
殿
の
あ

っ
た

場
所
で
し
た
。
新
し
い
社
殿
に
向
か
お
う
と

す
る
と
、
か
つ
て
の
社
殿
の
あ

っ
た
上
を
踏

み
つ
け
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ

を
避
け
る
た
め
に
、
松
を
植
え
た
の
で
す
。

杉
の
方
は
境
内
の
杉
か
ら
自
生
し
た
の
で
す
。

今
や
見
上
げ
る
ほ
ど
に
大
き
く
な
り
ま
し
た
。

「
こ
こ
に
、
か

つ
て
社
殿
が
あ

？
た
ん
だ

よ
。
」

っ
て
知
ら
せ
て
い
る
の
で
す
。
素
敵

な
配
慮
で
す
ね
。

さ
て
、
そ
の

「琴
似
神
社
」
で
す
が
、
い
っ

た
い
い
つ
が
創
建
な
の
か
、
は
っ
き
り
し
て

い
な
い
の
で
す
。
そ
れ
で
、
神
社
で
は
、
屯

田
兵
が
や
っ
て
来
た
時
に
、
遥
か
伊
勢
神
宮

や
故
郷
の
地
に
向
か
っ
て
遥
拝
し
て
い
た
で

あ
ろ
う

‥
。
と
い
う
こ
と
で
、
来
年
を

「
琴

似
神
社
の
１
５
０
年
」
と
し
て
い
る
の
で
す
。

は

っ
き
り
し
て
い
な
い
の
は
、
創
建
時
だ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
初
代
の
社
殿
で
あ
る

「武
早
神
社
」
が
、
い
つ

「報
徳
神
社
」
と

改
称
し
た
の
か
？
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
に
つ

い
て
も
謎
に
包
ま
れ
た
ま
ま
な
の
で
す
。

そ
ん
な
と
き
に
、
琴
似
屯
田
子
孫
会
の
伊

藤
献

一
会
長
が
、
「報
徳
神
社
」
の
保
存
修

繕
を
申
し
出
ら
れ
た
の
で
し
た
。
年
月
を
経

て
傷
み
が
出
て
き
た
か
ら
で
あ
り
ま
し
た
。

こ
う
し
て
、
入
村
１
５
０
年
を
前
に
、
こ

の
春
か
ら
保
存
の
た
め
の
解
体
と
修
復
の
工

事
が
始
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

報徳神社



第38号 琴似屯田子孫会会報 令和 6年 10月 1日 (6)

棟
上
げ
時
の
記
録
は
残

っ
て
い
な
い
か

解
体
に
当
た

っ
て
期
待
し
た
こ
と
は
、
社

殿
棟
上
げ
の
時
に
取
り
付
け
た
で
あ
ろ
う
書

付
が
見
つ
か
る
こ
と
で
し
た
。
そ
れ
が
残

っ

て
い
る
と
創
建
の
年
が
判
明
す
る
の
で
す
が
、

残
念
な
が
ら
見
つ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
後
日
、
解
体
と
分
解
、
そ
し

て
、
洗
浄
が
進
む
中
で
、
何
か
が
書
か
れ
て

い
る
ら
し
い
板
の
切
れ
端
が
見
つ
か

っ
た
の

で
す
。
元
は

一
枚
の
板
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う

物
が
割
れ
て
い
て
、
そ
の
上
、　
一
部
欠
損
し

て
い
た
の
で
す
。
三
枚
に
分
か
れ
て
、
三
か

所
の
板
の
隙
間
を
埋
め
る
材
と
し
て
使
わ
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
洗
浄
し
て
み

る
と
、
墨
で
書
か
れ
た
文
字
が
浮
か
び
上

が

っ
て
き
た
の
で
す
。

右
端
に
、
「
寄
附
□
人
名
」
と
あ
り
、
続

い
て
、
寄
附
金
の
額
ま
た
は
材
料
と
寄
附
し

た
人
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
寄

附
さ
れ
た
方
の
数
は
３４
名
で
し
た
ッ

牧
野
清

作

・
齋
藤
繁
三
郎

・
千
田
林
助

・
真
柳
六

威

・
羽
田
文
五
郎
と
い
っ
た
お
な
じ
み
の
名

が
並
び
、
苗
字
の
欠
損
し
て
い
る

一
名
を
除

い
て
、
そ
の
す
べ
て
が
亘
理
系
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
方
た
ち
の
名
前
で
し
た
。
亘
理
出
身

の
屯
田
兵
ま
た
は
そ
の
身
内
の
方
と
思
わ
れ

る
の
で
す
。
予
想
通
り
の
結
果
で
し
た
。

び

つ
く
り
し
た
こ
と
は
、
そ
の
中
に
、
唯

一
屯
田
兵
で
は
な
い
人
物
が
い
た
こ
と
で
し

た
。
そ
の
人
の
名
は
田
村
顕
允
。
何
と
亘
理

伊
達
家
の
御
家
老
で
す
。
北
海
道
移
住
に
あ

た

っ
て
の
中
心
人
物
で
、
殿
と

一
緒
に
有
珠

に
移
住
し
て
い
ま
す
か
ら
、
屯
田
兵
で
は
な

い
の
で
す
。
か
つ
て
の
部
下
た
ち
が
、
成
実

公
の
御
魂
を
祀
る
神
社
を
建
て
る
と
い
う
こ

と
で
、
武
園
寄
附
し
て
い
る
の
で
す
。
部
下

を
思
う
御
家
老
の
優
し
い
心
が
感
じ
ら
れ
て

う
れ
し
く
な

っ
た
も
の
で
し
た
。

発見された寄附者名の書かれた記録板 (琴似神社提供 )

亘理伊達家家老田村顕允

な

ん

と

か

□
七
年
と
は
、
い
つ
の
事
か
？

３４
名
の
寄
附
者
の
中
に
は
、
お
金
の
他
に
、

上
等
の
栓
角
と
か
挽
材
を
寄
進
し
た
と
判
読

で
き
る
も
の
が
４
件
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
に
と

は
、
□
七
年
と
い
う
年
号
と
お
ぼ
し
き
も
の

が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
七
の
上
の

国
の
部
分
が
欠
損
し
て
い
る
の
で
す
。
寄
附

者
名
の
書
か
れ
た
こ
の
板
は
、
元
は
、
「
武

早
神
社
」
の
ど
こ
か
に
打
ち
付
け
ら
れ
て
い

た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
が
、

部
分
的
に
改
装
し
た
と
き
に
、
は
が
さ
れ
た

の
で
し
ょ
う
。
そ
の
時
に
破
損
し
、　
一
部
が

破
棄
さ
れ
て
し
ま

つ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
？
こ
の
□
七
年
と
は
、
い
っ
た
い
、
何

時
の
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
？
探

っ
て
み
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。
「
武
早
神
社
」
は
、
故

郷
の

「
亘
理
神
社
」
か
ら
亘
理
伊
達
家
の
祖

で
あ
る
成
実
公
の
御
分
霊
を
い
た
だ
い
て
き

た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。
そ
の

「
亘
理
神

社
」
の
創
建
は
、
明
治
１１
年
。
『亘
理
町
史
』

に
よ
る
と
、
分
霊
を
琴
似
に
移
し
た
の
は
明

治
２０
年
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
こ
の
□
七

年
と
い
う
の
は
、
明
治
２７
年
と
か
３７
年
と
い

う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
「
日

登
寺
」
に
あ

っ
た

「武
早
神
社
」
を
明
治
３０

年
に
水
上
通
り
に
移
転
さ
せ
て
い
る
の
で
す

か
ら
、

３７
年
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
と
す
る
と
、
明
治
２７
年
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
か
な
…
と
思

っ
た
の
で
す
が
、
７

年
間
も
社
を
建
て
ず
に
い
た
だ
ろ
う
か
？
…

長
す
ぎ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
？
…
。
と
、
思

案
に
暮
れ
る
ば
か
り
で
し
た
。

そ
ん
な
時
に
、
ひ
ら
め
い
た
こ
と
が
あ

り
ま
し
た
。
明
治
２０
年
と
は
、
西
南
戦
争

の
１０
年
後
。
西
南
戦
争
は
、
語
呂
合
わ
せ

で

「
イ
ヤ
ナ
ナ
ミ
グ
の
薩
摩
兵
」
。

つ
ま
り

「
１
８
７
７
年
」
で
す
。
そ
の
１０
年
後
で
す

か
ら
、
１
８
８
７
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

で
す
。

こ
の
□
七
と
い
う
数
字
が
、
ま
さ
か
西
暦

で
あ
る
と
は
、
考
え
て
も
い
な
か

っ
た
こ
と

で
し
た
。

こ
れ
だ
と
見
事
に

一
致
す
る
の
で
す
。
「亘改修工事中の報徳神社 令和6年 5月
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理
神
社
」
と
し
て
も
、
社
殿
が
ま
だ
存
在
し

て
い
な
い
う
ち
に
御
魂
を
移
す
こ
と
を
許
可

し
な
い
で
し
ょ
う
。
出
来
て
い
な
い
ま
で
も
、

そ
の
見
通
し
が
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を

許
し
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
…
と
考
え
て
い
た
時
、
思

っ
て
も
い
な

か

っ
た
情
報
が
飛
び
込
ん
で
き
ま
し
た
。
何

と
、
有
珠

へ
移
住
し
た
亘
理
伊
達
家
の
当
主

伊
達
邦
成
公
と
家
老
の
田
村
顕
允
が
、
共
に

ク
リ
ス
チ
ヤ
ン
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
伊

達
邦
成
公
は
明
治
１９

（１
８
８
６
）
年
に
洗

礼
を
受
け
て
日
本
基
督

一
致
教
会
の
信
徒
と

な

っ
て
い
た
の
で
す
。
明
治
２０
年
に
亘
理
神

社
か
ら
分
霊
を
い
た
だ
い
て
く
る
前
の
年
の

こ
と
で
し
た
。

そ
し
て
、
田
村
顕
允
も
同
じ
年
に
殿
と
同

じ
教
会
で
洗
礼
を
受
け
て
い
た
の
で
す
。
次

ぃ
で
、
翌
２０

（１
８
８
７
）
年
９
月
に
、
「紋

鼈
教
会
」
現
在
の

「
日
本
キ
リ
ス
ト
教
会
伊

達
教
会
」
を
設
立
し
て
い
た
の
で
す
。

し
た
が

つ
て
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ

つ
た

な
ら
ば
、
□
七
年
と
い
う
年
号
が
西
暦
で
あ

る
こ
と
の
違
和
感
は
ぐ
ん
と
少
な
く
な
る
の

で
す
。

と

い
う
こ
と
か
ら
、
「
琴
似
神
社
」
の
創

建
は
、
明
治
２０

（１
８
８
７
）
年
と
言

っ
て

い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
大
き
な
謎

が
解
け
た
Ｉ
と
思
い
ま
し
た
。

報
徳
神
社
と
い
う
名
の
由
来

次
な
る
疑
間
は
、
「
武
早
神
社
」
が
、
な

ぜ
Ｐ
そ
し
て
、
い
つ

「報
徳
神
社
り
と
改
称

し
た
の
か
？
そ
も
そ
も

「報
徳
」
と
名
付
け

た
由
来
は
何
か
？
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
ま

ず
、
「
報
徳
神
社
」
と
改
名
し
た
時
期
に
つ

い
て
は
、
『琴
似
町
史
』
に
記
さ
れ
て
お
り

ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
昭
和
２２
年
の

春
、
不
要
に
な

っ
た
琴
似
小
学
校
の
奉
安
殿

を
神
社
境
内
に
移
し
、
こ
れ
に
開
拓
功
労
者

の

霊

を

祀

り
、
更
に
忠

魂
碑
も
境
内

地

に

移

し

て
、
霊
殿
と

い
う
名
で
奉

齋
し
、

２５
年

５
月
に
琴
似

神
社
の
末
社

と
し
て
報
徳

神
社
と
い
う

社
号
を
お
く
ら
れ
た
。
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、

戦
後

の
昭
和
２５
年
に
開
拓
功
労
者

の
霊
を

祀

っ
た
こ
と
に
よ
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

ま
た
、
こ
ん
な
記
述
も
あ
り
ま
し
た
。

「
相
当
腐
朽
し
て
い
た
の
で
、
、
昭
和
２

年
齊
藤
英
吉
、
吉
田
初
吉
、
尾
山
直
三
郎
の

諸
氏
が
私
費
を
投
じ
て
社
殿
の
修
築
と
榔
僕

所
の
増
築
を
行

っ
た
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、

こ
の
と
き
に
、
先
の
寄
附
者
の
書
か
れ
た
板

が
取
り
外
さ
れ
て
、
三
か
所
の
隙
間
を
埋
め

る
材
料
と
し
て
使
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か

と
推
測
で
き
そ
う
で
す
。

あ
る
時
、
ど
う
し
て

「報
徳
神
社
」
と
い

う
の
か
と
い
う
質
問
を
受
け
ま
し
た
。
今
は
・

報
徳
神
社
と
い
う
名
前
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
、
そ
の
由
来
に
つ
い
て
気
に
し
て
は
い
な

か

っ
た
の
で
す
。
質
問
さ
れ
て
、
改
め
て
思

い
つ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
も
そ
も
、
旧
国
道
５
号
線
沿
い
に
あ
る

日
蓮
宗
の

「儀
徳
山
日
登
寺
」
は
、
亘
理
出

身
の
屯
田
兵
東
山
源
人
郎
が
、
入
植
し
た
年

の
明
治
８
年
に
、
元
村

の

「
妙
見
堂
」
を

貰

い
受
け
て
き
て
、
翌
明
治
９
年
に
そ
の

材
を
使

っ
て
建
立
し
た
も

の
で
す
。
そ
の

元
村
と

い
う
と
こ
ろ
は
、
幕
末

の
慶
応
元

（１
８
６
５
）
年
に
大
友
亀
太
郎
が

「蝦
夷

地
開
拓
掛
」
と
し
て
入
植
し
、
「御
手
作
場
」

を
開
い
た
と
こ
ろ
で
す
。
「
大
友
掘
」
と

い

う
現
在
の

「創
成
川
」
の
元
を
造

っ
た
、
あ

の
大
友
亀
太
郎
の
こ
と
で
す
。
そ
の
大
友
亀

太
郎
は
、
相
模
回
足
柄
下
郡
の
生
ま
れ
で
す
。

現
在
の
神
奈
川
県
小
田
原
市
の
出
身
な
の
で

す
。
相
模
国
小
田
原
と
言
え
ば
二
宮
尊
徳

（二
宮
金
次
郎
）
で
す
。
亀
太
郎
は
、
そ
の

二
宮
尊
徳
に
教
え
を
請
い
、
門
下
生
と
し
て

農
村
復
興
政
策
と
言
わ
れ
る

「報
徳
仕
法
」

を
学
ん
で
い
る
の
で
す
。

報
徳
思
想
を
学
ん
だ
亀
太
郎
か
ら

「妙
見

堂
」
を
い
た
だ
い
て
き
て
、
そ
の
材
で

「
日

登
寺
」
が
で
き
た
の
で
す
。
「武
早
神
社
」
は
、

そ
の

「
日
登
寺
」
の
境
内
に
誕
生
し
た
の
で

す
。
そ
の
時
は
、
亘
理
衆
の
た
め
の
神
社
で

し
た
。
そ
れ
が
、
「水
上
通
り
」
に
移

っ
て
、

「琴
似
の
村
の
鎮
守
の
神
様
」

へ
と
育

っ
て

い
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
戦
後
の
昭
和
２５

年
、
開
拓
功
労
者
の
霊
を
祀
り
、
更
に
、
「忠

魂
碑
」
も
境
内
地
に
移
さ
れ
て
、
「
琴
似
神

社
」
の

「末
社
」
と
な

っ
た
と
き
に
、
「尊

徳
ゆ
か
り
の
日
登
寺

の
中
に
誕
生
し
た
神

社
」
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、
「報
徳
神
社
」

と
命
名
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
…
と

い
う
の
が
私
の
推
論
で
す
。

改修工事中の報徳神社 (琴似神社提供 )

日登寺

寸

改修工事中の報徳神社 (琴似神社提供 )


