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　祭
祀
を
行
っ
て
来
た
。
　

　
現
在
は
春
祭
（
祈
年
祭
）
と
し
て
、
神
社
で
行
わ
れ

る
大
祭
の
一
つ
と
し
て
執
り
行
わ
れ
て
い
る
。

　
当
社
の
春
季
大
祭
は
、
五
月
十
日
・
十
一
日
の
両
日

に
執
行
し
て
い
た
が
、
昭
和
四
十
二
年
に
氏
子
の
農
家

の
方
々
か
ら
、
苗
代
の
籾
蒔
き
時
期
に
重
な
る
た
め
、

祭
日
の
変
更
要
望
が
出
さ
れ
、
五
月
二
十
・
二
十
一
に

変
更
し
た
。
ま
た
、
更
に
昭
和
四
十
五
年
氏
子
か
ら
休

日
で
あ
る
土
・
日
曜
日
の
執
行
の
要
望
が
あ
り
、
現
在

の
五
月
第
三
日
曜
日
に
変
更
し
た
。

　
こ
の
祭
典
で
は
、
特
殊
神
事
と
し
て
「
供
※
き
ょ
う
ぜ
ん
さ
い

膳
祭
」
が

総
代
、
幹
事
に
よ
り
奉
仕
さ
れ
る
。

　
春
・
秋
の
大
祭
に
神し
ん
せ
ん饌
（
お
供
え
物
）
を
献け
ん
せ
ん饌
（
お

供
え
物
を
神
に
供
え
る
こ
と
）
す
る
儀
式
が
一
般
の

神
社
と
は
異
な
り
、
特
殊
な
神
饌
を
特
殊
な
形
態
で

神
前
に
お
供
え
す
る
た
め
、
特
に
「
供き
ょ
う
ぜ
ん
さ
い

膳
祭
」
と
呼

ん
で
い
る
。

　
供
膳
祭
は
当
社
の
勧
請
も
と
の
神
社
で
あ
る
吉
備

津
神
社
に
お
い
て
、
毎
年
春
と
秋
の
大
祭
に
執
り
行

わ
れ
る
「
七
十
五
膳ぜ
ん
す
え据
の
神
事
」
と
非
常
に
よ
く
似

た
形
態
で
あ
る
。

　
吉
備
津
神
社
の
「
七
十
五
膳
据
の
神
事
」
は
、
長

い
回
廊
の
端
に
あ
る
御ご
く
う
で
ん

供
殿
に
お
い
て
、
七
十
五
の

神
膳
（
お
供
え
物
）
を
調
理
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
神

膳
に
は
、
必
ず
「
御お
も
っ
そ
う

盛
相
」
と
呼
ば
れ
る
飯
が
中
心

に
置
か
れ
、
魚
、
昆
布
、
野
菜
等
に
柳
の
箸
が
副
え

ら
れ
る
。

　
御
盛
相
は
春
祭
に
は
白
米
、
秋
祭
に
は
玄
米
を
使

用
し
て
作
ら
れ
る
。

　
祭
り
が
始
ま
る
と
、
御
供
殿
か
ら
本
殿
ま
で
百
数

十
人
の
奉
仕
者
が
長
い
行
列
を
つ
く
り
、
順
番
に

七
十
五
の
神
膳
を
本
殿
内
に
お
供
え
す
る
。
　

　
当
社
に
お
い
て
は
、
供き

ょ
う
ぜ
ん
し
ょ

膳
所
（
お
釜
殿
）
で
十
九

の
神
膳
を
調
理
す
る
。

　
お
供
え
物
は
、
供
膳
所
内
に
あ
る
釜
で
二
時
間
程

蒸
し
た
四
升
の
白
米
を
、
円
筒
形
の
竹
型
に
適
量
入

れ
、
押
し
寿
司
の
要
領
で
押
し
抜
い
て
作
る
「
御
盛

相
」
が
中
心
と
な
る
。

　
神
膳
は
本
膳
（
朱
塗
り
の
長
方
形
の
膳
）
が
三
台
、

朱
塗
り
の
大
三
方
が
十
六
台
、
合
わ
せ
て
十
九
台
と

通
常
の
神
饌
が
十
一
台
の
合
計
三
十
台
で
あ
る
。

　
本
膳
に
は
御
盛
相
が
杉
の
板
敷
き
に
の
せ
ら
れ
中

央
に
置
か
れ
る
。
そ
の
右
に
「
盛
り
込
み
」
と
い
う

「
お
か
ず
」
が
置
か
れ
る
。「
盛
り
込
み
」
は
素
焼
き

の
皿
の
上
に
昆
布
を
敷
き
、
五
種
類
の
季
節
の
生
野

菜
（
大
根
、
人
参
、
茄
子
、
蓮
根
、
芋
）
を
適
宜
の

大
き
さ
に
切
り
の
せ
た
も
の
。
ま
た
、
御
盛
相
の
左

に
は
鯛
を
一
尾
置
き
、
箸
が
一
膳
副
え
ら
れ
る
。

　
朱
塗
り
の
大
三
方
に
は
御
盛
相
、
小
餅
二
ヶ
、
小

鯛
、
果
物
が
そ
れ
ぞ
れ
盛
り
つ
け
ら
れ
る
。

　
祭
り
が
始
ま
る
と
御お
み
ご
ろ
も

身
衣
を
着
用
し
た
総
代
、
幹

事
四
十
二
名
が
、
本
殿
ま
で
長
い
行
列
を
つ
く
り
、

手
渡
し
に
よ
り
神
膳
を
本
殿
内
に
お
供
え
す
る
。

　
こ
の
「
供
膳
祭
」
は
通
常
の
祭
り
で
は
献
饌
に
相

当
す
る
も
の
で
、
神
様
に
祭
り
の
主
旨
を
告
げ
る
祝

詞
奏
上
の
前
に
神
様
に
季
節
の
様
々
な
食
物
を
お
供

え
を
す
る
儀
式
で
あ
り
、
吉
備
津
神
社
や
当
社
で
は

そ
の
儀
式
が
祭
り
の
中
枢
を
担
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
形
態
の
祭
り
は
県
内
で
も
例
が
少
な

く
全
国
的
に
も
ご
く
限
ら
れ
た
神
社
に
継
承
さ
れ
て

い
る
に
過
ぎ
ず
、そ
の
意
味
で
も
当
社
の
「
供
膳
祭
」

は
貴
重
な
伝
統
行
事
と
言
え
る
。

御盛相の米を蒸す釜

本
　
膳

本
殿
に
供
え
ら
れ
た
神
饌

供き
ょ
う　
膳ぜ
ん

　
祭さ
い
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　古来から神様へお供えする最も重要な神
饌は米であり、そのお供え方法は大別して
二種類の方法がある。一つは生

せいせん

饌といい、
生の米（稲穂・玄米・白米・洗米）をお供
えする。もう一つは熟

じゅくせん

饌といい、米を蒸し
たり炊いたりして人の手を加え調理したも
のをお供えする。又、米を蒸したものを飯

はん

といい、水と共に炊いたものを粥
かゆ

という。 
　現在私達が食べている「ごはん」は粥で
あり、水分を少なくして固粥として食べて
いるのである。古来の日本人は粥ではなく
飯を食べていたといわれている。その原型
を古式のまにまに「御盛相」という形で当
社に残され伝えられている。

飯 と 粥

秋し
ゅ
う
き
た
い
さ
い

季
大
祭

　
神
社
の
最
も
重
要
な
祭
り
で
あ
る
例
祭
と
し
て
行

わ
れ
る
場
合
が
多
い
。

　
当
社
で
は
、
春
祭
り
と
共
に
、
神
社
の
最
も
重
要
な

例
祭
の
一
つ
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
春
祭
り
が
そ
の

年
の
穀
物
の
豊
作
を
祈
念
す
る
祭
り
に
対
し
、
秋
祭
り

は
収
穫
の
終
わ
り
に
際
し
て
神
の
恩
恵
に
感
謝
し
、
更

に
次
の
年
の
豊
作
を
祈
願
し
て
行
わ
れ
る
。

　
祭
礼
日
は
、
十
月
十
日
・
十
一
日
で
あ
っ
た
が
、
大

正
十
一
年
に
十
月
二
十
日
・
二
十
一
日
の
両
日
に
変
更

夏な
つ

　
祭
ま
つ
り

　

当
社
で
は
、「
夏な
ご
し
さ
い

越
祭
」
又
は
「
輪
く
ぐ
り
祭
」
と

も
呼
ん
で
お
り
、
蘇※
そ
み
ん
し
ょ
う
ら
い
で
ん
せ
つ

民
将
来
伝
説
に
基
づ
き
、
輪
く
ぐ

り
神
事
と
人ひ
と
が
た形
の
神
事
も
同
時
に
行
わ
れ
る
。

　
夏
祭
当
日
の
早
朝
に
茅
を
刈
っ
て
、
綺
麗
な
も
の
だ

け
を
よ
り
分
け
て
境
内
に
大
き
な
輪
が
作
ら
れ
、
そ
の

　
　
　
　
　
蘇そ
み
ん
し
ょ
う
ら
い
で
ん
せ
つ

民
将
来
伝
説

　

 

備
後
風
土
記
逸
文
に
次
の
よ
う
な
事
柄
が
記
さ

れ
て
い
る
。

　
素す
さ
の
お
の
み
こ
と

盞
嗚
尊
が
南
海
の
旅
を
し
て
い
た
途
中
、
一
夜

の
宿
を
あ
る
兄
弟
に
頼
み
ま
し
た
。

　 

裕
福
な
弟
の
巨こ
た
ん
し
ょ
う
ら
い

旦
将
来
は
あ
っ
さ
り
断
り
ま
し

た
が
、
貧
乏
だ
が
心
の
優
し
い
兄
の
蘇そ
み
ん
し
ょ
う
ら
い

民
将
来
は
素

盞
嗚
尊
を
快
く
迎
え
入
れ
ま
し
た
。

　
蘇
民
将
来
一
家
の
温
か
い
も
て
な
し
を
大
変
喜
ん

だ
素
盞
嗚
尊
は
、「
疫
病
が
流
行
れ
ば
、
茅ち

の
輪わ

を

作
っ
て
門
に
懸
け
よ
」
と
言
い
残
し
て
旅
立
ち
ま
し

た
。

　
そ
の
後
、
疫
病
が
大
い
に
流
行
り
、
茅
の
輪
を
門

に
懸
け
た
蘇
民
将
来
一
家
は
無
事
助
か
り
、
巨
旦
将

来
一
家
は
滅
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。

茅の輪を潜る参拝者

輪
を
左
、
右
、
左
と
三
回
潜
り
参
拝
す
る
。

　
ま
た
、
用
意
し
た
茅
で
小
さ
な
輪
を
作
り
、
家
庭
の

玄
関
に
掛
け
る
事
に
よ
っ
て
、
疫
病
や
災
い
を
免
れ
る

事
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
夏
越
祭
で
は
、
予
め
配
布
さ
れ
た
人ひ
と
が
た形
（
人
の
身
体

に
代
え
る
も
の
）
を
撫
で
、
息
を
吹
き
か
け
神
前
に
供

え
る
事
に
よ
っ
て
体
に
つ
く
病
魔
、
怪
我
、
心
の
病
な

ど
を
祓
っ
て
元
気
に
夏
が
過
ご
せ
る
よ
う
無
病
息
災
を

祈
願
す
る
。

供膳祭を奉仕する総代、幹事
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