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今
年
の
干
支
の 

龍
が
祭
ら
れ
て
い
る
神
社 

瀧
尾
神
社
へ
新
年
の
参
拝 

１
月
18
日
、
あ
い
に
く
の

小
雨
の
日
で
し
た
が
、
東
福

寺
駅
か
ら
少
し
歩
い
た
場
所

に
、
さ
ほ
ど
広
く
な
い
敷
地

に
も
か
か
わ
ら
ず
立
派
な
本

殿
等
が
あ
り
ま
し
た
。 

         

拝
殿
の
天
井
に
は
、
全
長

８
メ
ー
ト
ル
も
の
木
彫
り
の

巨
大
な
龍
が
据
え
ら
れ
て
い

て
、
拝
殿
に
上
が
り
龍
を
間

近
に
鑑
賞
し
て
来
ま
し
た
。 

       

目
を
見
つ
け
た
と
た
ん
身

体
が
す
く
む
思
い
が
す
る
程

に
圧
倒
さ
れ
ま
し
た
。 

龍
の
あ
ま
り
に
も
迫
力
の

あ
る
出
来
に
、｢

夜
な
夜
な
川

へ
水
を
飲
み
に
行
っ
て
い
る
、

恐
ろ
し
く
眠
れ
な
い｣

と
、
当

時
近
所
か
ら
噂
が
広
が
り
、

神
社
は
拝
殿
の
天
井
に
金
網

を
設
置
し
て
、
人
々
の
気
持

ち
を
し
ず
め
た
と
の
言
い
伝

え
が
残
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。 

          

本
殿
正
面
に
も
十
二
支
の

動
物
等
の
彫
物
が
さ
れ
て
い

て
、
動
物
達
を
さ
が
し
当
て

な
が
ら
立
派
な
作
品
を
拝
見

さ
せ
て
頂
い
て
来
ま
し
た
。 

記
：
明
見
容
子 

編
集
部
後
記 

令
和
６
年
の
干
支
は
「
辰

年
」
。
素
晴
ら
し
い
龍
が
見

れ
る
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
、
辰

年
に
ち
な
み
、
例
年
な
ら
８

日
迄
を
月
末
の
１
月
31
日
ま

で
「
特
別
昇
殿
期
間
」
が
設

け
ら
れ
、
拝
殿
に
昇
っ
て
間

近
で
龍
の
彫
刻
を
鑑
賞
で
き

ま
し
た
。 

  

令
和
６
年
１
月
18
日
は
、

小
雨
が
パ
ラ
つ
き
傘
を
さ
し

て
の
散
策
で
し
た
。 

東
福
寺
駅
へ
約
束
の
時
間

よ
り
早
め
に
着
い
た
の
で
、

改
札
口
で
の｢

マ
ン
・
ウ
ォ
ッ

チ
ン
グ｣

も
楽
し
い
も
の
で
す
。 

 

我
々
と
同
年
配
の
人
達
の

グ
ル
ー
プ
が
仲
間
の
到
着
を

楽
し
そ
う
に
話
し
な
が
ら
待

っ
て
い
る
。
さ
す
が
一
月
の

京
都
の
観
光
客
は
、
老
い
も

若
き
も
外
国
人
も
多
い
な
ぁ

と
眺
め
て
い
ま
し
た
。 

        

駅
を
離
れ
、
伏
見
街
道
の

何
や
ら
懐
か
し
い
雰
囲
気
に

子
供
の
頃
の
思
い
出
を
綴
り

合
わ
せ
な
が
ら
少
し
歩
く
と
、

赤
い
鳥
居
と
提
灯
が
目
立
つ

瀧
尾
神
社
に
着
き
ま
し
た
。 

本
殿
は
平
安
京
以
前
か
ら

の
水
を
司
る
龍
神
を
祀
っ
た
、

絢
爛
豪
華
な
貴
船
神
社
奥
院

旧
殿
を
江
戸
時
代
に
移
築
さ

れ
た
の
だ
そ
う
で
す
。 

ど
う
や
っ
て
運
ん
だ
の
だ

ろ
う
か
、
川
を
使
っ
て
船
で

運
ん
だ
の
か
な
ぁ
・
・
・
。 

       

拝
殿
に
は
巨
大
で
立
体
的

な
龍
が
金
色
の
大
き
な
玉
を

抱
え
て
い
る
彫
物
が
、
私
た

ち
を
見
下
ろ
し
て
い
ま
す
。 

こ
ん
な
龍
の
彫
物
は
初
め

て
拝
見
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。 

        

又
、
金
箔
が
施
さ
れ
て
美

し
い
正
殿
の
正
面
や
回
廊
に

十
二
支
の
彫
物
が
生
き
生
き

と
し
た
姿
で
、
目
を
か
が
や

か
せ
て
私
の
方
を
見
て
い
ま

し
た
。
令
和
６
年
辰
年
の
と

て
も
素
敵
な
宝
物
を
頂
い
た

思
い
で
す
。 

誰
か
知
り
合
い
に
自
慢
し
、

又
頂
い
た
宝
物
の
お
す
そ
分

け
を
し
た
い
で
す
。 

記
：
田
中 

容
子 

   

瀧
尾
神
社
と
大
丸
創
業
者 

下
村
彦
右
衛
門
正
と
の 

関
係 

今
の
大
丸
を
創
業
し
た
下

村
彦
右
衛
門
正
啓
は
わ
ず
か

19
歳
で
家
業
を
継
ぎ
、
宝
永

３
年
（1706

年)

に
伏
見
で
古

着
の
行
商
を
始
め
ま
し
た
。 

正
啓
は
毎
日
毎
日
ま
だ
暗

い
う
ち
に
伏
見
を
出
発
し
て

京
都
へ
向
か
い
、
も
う
暗
く

な
っ
て
か
ら
仕
入
れ
た
沢
山

の
品
を
背
負
っ
て
伏
見
へ
と

戻
り
ま
し
た
。 

         

京
都
と
伏
見
を
結
ぶ
伏
見

街
道
脇
に
あ
る
瀧
尾
神
社
で

は
、
雨
の
日
も
風
の
日
も
往

路
も
復
路
も
必
ず
足
を
止
め

て
参
拝
し
、
商
売
繁
盛
と
家

運
隆
盛
を
祈
っ
て
い
ま
し
た
。

の
ち
に
大
丸
と
い
う
商
号
と

し
た
の
も
、
瀧
尾
神
社
付
近

で
昼
寝
を
し
て
い
た
と
き
に

思
い
つ
い
た
と
も
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
享
保
２
年(1717

年
）

に
つ
い
に
正
啓
は
伏
見
の
京

町
八
丁
目
の
呉
服
商
の
大
文

字
屋
を
開
く
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
今
の
大
丸
百
貨
店
の

ル
ー
ツ
で
す
。 

や
が
て
名
古
屋
、
大
坂
、

京
都
、
江
戸
へ
も
次
々
と
進

出
し
、
事
業
に
成
功
し
た
。 

正
啓
は
、
元
文1738

年
～

1745

年
に
か
け
て
瀧
尾
神
社

の
修
復
を
行
い
ま
し
た
。
彼

の
死
後
も
下
村
家
の
瀧
尾
神

社
へ
の
信
仰
は
続
き
、1836

年
に
今
の
本
殿
が
完
成
し
ま

し
た
。 

瀧
尾
神
社
は
、
「
大
丸
の

宮
」
「
大
丸
稲
荷
」
と
も
言

わ
れ
て
い
ま
す
。 

記
：
大
岡 

成
一 

 

編
集
部
か
ら
の
お
願
い 

会
報
の
原
稿
お
願
い
！！ 

会
報
「
VG
槻
輪
だ
よ
り
」

は
、
全
て
会
員
の
原
稿
か
ら

編
集
・
構
成
し
て
い
ま
す
。 

会
員
か
ら
頂
い
た
「
会
の

活
動
予
定
や
報
告
」
・
「
会

員
の
や
り
た
い
事
」
・
「
会

員
の
趣
味
の
紹
介
」
等
々
を

会
員
に
よ
っ
て
編
集
・
校
正

し
・
印
刷
し
て
い
る
手
づ
く

り
の
作
品
で
す
。 

会
報
は
、
各
会
員
に
手
渡

し
で
配
布
し
て
い
ま
す
。 

「
わ
が
ま
ち
紹
介
」 

活
動
の
感
想 

 

神社の幣殿･拝所･回廊には 

動物や霊獣の彫刻の装飾 

神社の拝殿の天井に全長 

８ｍもの龍の彫刻 

天井の龍は手に金の玉

「宝珠」を持っていた 

神社の拝所・幣殿・東西

廊の両面の見事な彫刻 

拝殿の彫刻の龍 

龍頭の下が 

“パワースポット” 
 

江戸時代の伏見街道と 

東福寺の絵図 

瀧尾神社の説明版 

神社と大丸創設者の 

関係も明記 


