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兵庫縣姫路護國神社は、天皇皇后両陛下が兵庫県を行幸啓なさ

いますときに必ず幣饉料をお供えになる姫路で唯―の神社です。

姫路の地理的中心地に鎮座し続けるみやしろは、人々に 日々

に国家、国民の安泰を祈る重要な聖域として、また広く人々の心

安らぐ鎮守の森として、こ遺族崇敬者共に手を携えて今後もお護

姫
路
護
國
神
社
は
全
国
に
五
十
三
社
あ
る

護
國
神
社
の

一
社
で
姫
路
城
下
、
姫
山
の
麓
に

こ
鎮
座
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
自
鷺
宮
と
も

親
し
ま
れ
て
い
る
。

明
治
元
年
戌
辰
の
役
以
来
国
難
に
殉
じ
た

郷
土
の
こ
神
霊
を
お
祀
り
し
国
家
鎮
護
の
神

と
し
て
篤
い
崇
敬
を
あ
つ
め
て
い
る
。

(姫路市本町 鎮座)りし続けて参りましょう。



古
来
、
我
が
国
で
は

「
み
た
ま
」
は
、
わ
が
家
、
我
が
郷
土
、

我
が
国
土
に
留
ま

っ
て
祖
神
と
と
も
に
子
孫
の
繁
栄
を
見
守
り
、

子
孫
か
ら
の
祭
り
を
受
け
、
現
世
の
人
達
の
上
を
見
守

っ
て
い
る

と
い
う
信
仰
が
あ
り
、
こ
れ
は
今
日
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
祖

先
崇
拝
の
根
底
に
流
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

護
國
神
社
は
こ
れ
か
ら
も
春
季
・秋
季
戦
没
者
慰
霊
祭
を
は
じ
め
、

朝
夕
の
祭
り
に
至
る
ま
で
、　
一
日
も
欠
か
す
事
な
く
祭
典
を
厳
粛

に
執
り
行
い
、
ひ
た
す
ら
祖
国
の
為
に
尊
い
一
命
を
捧
げ
ら
れ
た

郷
土
五
万
七
千
柱
の

「み
た
ま
」
安
か
れ
と
祈
念
致
し
た
い
と
存

じ
ま
す
。

神社について知りたい方は http://www.iinia.o「Jp/ヘ



神
社
早
わ
か
り

神
社
の
数
は
全
国
で
約
八
万
社
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す

神
社
信
仰
の
根
本
は
　
自
然
信
仰
と
祖
先
崇
拝

で
す

人
や
動
物
、
植
物
は
共
生

（と
も
に
い
き
て
い
る
）
し
て
お
り
互
い
に
助
け
合
い
影
響
し

あ

っ
て
生
き
て
い
ま
す
。
近
代
的
な
考
え
方
は
自
然
は
征
服
し
従
属
さ
せ
る
も
の
で
し
た
。

日
本
に
本
来
あ
る
考
え
方
は
共
生
で
す
。
公
害
や
環
境
問
題
を
考
え
る
と
き
、
伝
統
的
な
こ

の
考
え
方
が
有
効
な
手
立
て
と
な
る
で
し
ょ
う
。
共
に
生
き
て
い
る
と
い
う
考
え
が
あ
れ
ば
、

む
や
み
に
人
を
傷
つ
け
た
り
動
植
物
を
い
じ
め
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
神
社
に
は

必
ず
森
が
あ
り
ま
す
。
森
の
あ
る
と
こ
ろ
に
神
社
が
で
き
た
と
い
っ
て
も
い
い
で
し
よ
う
。

古
来
か
ら
自
然
の
中
に
様
々
な
神
々
が
い
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
自
然
を
神
々
と
し

て
敬
い
、
感
謝
す
る
こ
と
が
神
社
の
信
仰
の
基
本
で
す
。

ま
た
、
新
し
い
命
は
両
親
が
な
け
れ
ば
生
ま
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
そ
の
両
親
に
は
両
親
が
あ
り

ま
し
た
。
そ
う
や

っ
て
た
ど

っ
て
行
く
と
こ
先
祖
に
な
り
ま
す
。
日
本
の
古
い
神
話

（古
事

記

。
日
本
書
紀
）
に
よ
り
ま
す
と
国
土
も
自
然
界
も
生
き
と
し
生
け
る
も
の
す
べ
て
神
々
に

よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
神
々
も
神
に
よ

っ
て
生
み
出
さ
れ
た
の
で
す
。
西
欧
で

は
神
は
創
造
主
で
す
が
日
本
で
は
親
に
当
た
り
ま
す
。
し
た
が

っ
て
神
様
も
こ
先
祖
に
な
り

ま
す
。
こ
先
祖
が
あ
れ
ば
こ
そ
今
あ
な
た
は
生
き
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
自
然
と
同
時

に
こ
先
祖
や
尊
い
偉
業
を
成
し
遂
げ
た
人
達
を
神
々
と
し
て
祭
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
基
本
に
な
る
考
え
方
を
神
道

（
し
ん
と
う
）
と
い
い
ま
す
。



(― )

兵
庫
縣
姫
路
護
國
神
社

（自
鷺
宮
）
概
要

こ

祭

神

成
辰
の
役

（明
治
元
年
）
以
降
国
難
に
殉
ぜ
ら
れ
た
兵
庫
県
西
部
地
域

（播
州
、但
馬
地
区
十
二

市
十
五
郡
）
出
身
の
護
国
の

「み
た
ま
」

五
万
六
千
九
百
八
十
八
柱
命

沿
　
　
革

明
治
二
十
六
年
よ
り
兵
庫
県
官
民
合
同
に
て
現
鎮
座
地
付
近
に
て

招
魂
祭

が
執
行
さ
れ
て
き

ま
し
た
が
、
殉
国
の

「み
た
ま
」
に
常
時
崇
敬
報
謝
の
誠
を
捧
げ
、
こ
遺
徳
を
永
く
追
憶
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
の
気
運
が
興
り
、
兵
庫
県
招
魂
社
造
営
奉
賛
会

父
〓
長

兵
庫
県
知
事
）
を
組

織
し
、
県
民
挙
げ
て
こ
れ
に
奉
賛
し
ま
し
た
。

内
務
大
臣
の
創
立
許
可
を
得
て
姫
路
白
鷺
城
の
麓
の
地
を
卜
し
、
昭
和
十
三
年
四
月
二
十
七
日

竣
工
、
神
霊
奉
鎮
の
祭
儀
が
執
行
さ
れ
ま
し
た
。
昭
和
十
四
年
内
務
省
令
に
基
づ
き
、
招
魂
社
は

護
國
神
社

に
改
称
さ
れ
ま
し
た
。

終
戦
後

昭
和
二
十

一
年
八
用
一
一十
八
日
、
神
社
の
維
持
継
承
年
は
か
る
た
め
社
名
を
」自
鷺
宮

と
改
称
し
危
機
的
状
況
を
脱
し
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
発
効
後
、
昭
和
二
十
九
年
再
び

護
国
神
社
と
復
称
し
ま
し
た
。

こ
の
間
、
昭
和
三
十
五
年
よ
り
八
度
に
わ
た
っ
て
、
天
皇
皇
后
両
陛
下

よ
り
幣
畠
料
お
よ
び

幣
饂
料
を
賜
り
ま
し
た
。

主
な
る
祭
儀

〈叩
　
日
　
策
示
・
朝
夕
御
饂
祭

（毎

日
）

月
　
次
　
象
不
　

（毎
月

一
日

・
十
五
日
）

春
季
慰
霊
祭

　

（五
月
二
日
）

秋
季
慰
霊
祭

　

（十

一
月
二
日
）

新
年
万
燈
祭

　

（
一
月

一
日
よ
り
十
日
）
　
　
そ
の
他
の
祭
儀


