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祭
事
暦

1

　
諸
祈
祷
・
出
張
祭
の
案
内

　
当
社
で
は
左
記
に
よ
り
随
時
ご
奉
仕

致
し
て
お
り
ま
す

♦
初
宮
詣
・
交
通
安
全
・
厄
除
・
安
産
・

　
家
内
安
全
・
当
病
平
癒
そ
の
他

♦
地
鎮
祭
・
上
棟
祭
・
家
移
清
祓
・
宅

　
神
祭
等

ご
希
望
の
方
は
前
も
っ
て
ご
連
絡
下

さ
い
。

摂末社巡拝⑧

荒　神　社（舟本）

五
月
十
五
日
︵
土
︶［
午
後
七
時
］

　
　
春
季
大
祭
宵
祭
︵
露
店
あ
り
︶

五
月
十
六
日
︵
日
︶［
午
前
十
時
］　
　

　
　
春
季
大
祭
︻
供
膳
祭
︼

七
月
三
十
日
︵
金
︶［
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

※
月
次
祭
に
お
詣
り
の
方
は
、
拝
殿
に

　
ご
昇
殿
下
さ
い
ま
し
て
祭
典
に
参
列

　
し
て
下
さ
い
。

　　
　
　
　
　
　
　
　

総
代
会
で
参
宮

　
昨
年
十
月
二
十
九
・
三
十
日
の
一
泊
二

日
で
当
社
総
代
十
二
名
が
伊
勢
神
宮
参
拝

を
行
っ
た
。

　
総
代
と
し
て
は
初
め
て
全
国
の
氏
神
様

が
本
宗
と
仰
ぐ
伊
勢
神
宮
へ
参
拝
し
、
神

宮
大
麻
奉
斎
の
意
義
や
神
宮
の
奥
深
い
祭

祀
を
研
修
し
た
。

　
今
回
は
特
に
、
神
饌
に
供
す
る
米
、
塩
、

野
菜
、
果
物
を
作
る
神
田
や
御
塩
殿
や
御

園
を
見
学
し
、
外
宮
、
内
宮
両
宮
の
御
垣

内
参
拝
を
行
っ
た
。
内
宮
で
は
、
宮
川
権

禰
宜
の
案
内
に
よ
り
三
時
間
に
亘
り
境
内

や
社
殿
の
説
明
を
受
け
な
が
ら
、
御
垣
内

参
拝
を
行
い
、神
楽
の
奉
納
を
行
っ
た
。神

社
の
本
質
を
垣
間
見
る
有
意
義
な
参
宮
と

な
っ
た
。

　
平
成
十
六
年
の
新
春
は
太
鼓
の
音
と
共

に
穏
や
か
な
年
明
け
と
な
っ
た
。

境内で公演されたい草太鼓
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つ
る
さ
き

つ
る
さ
き

ＵＲＬ

初
　
詣
　
に

四
千
人
が
参
拝

　
境
内
で
は
、
特
設
テ
ン
ト
で
総
代
や
氏
子
有

志
に
よ
る
紅
白
の
餅
つ
き
、
社
務
所
で
は
甘
酒

接
待
、
拝
殿
で
は
神
酒
が
参
拝
者
に
振
る
舞
わ

れ
た
。

　
ま
た
、﹁
早
島
い
草
太
鼓
﹂
の
公
演
が
初
詣
で

で
賑
わ
う
境
内
で
二
回
に
分
け
て
行
わ
れ
、
勇

壮
な
太
鼓
の
音
に
参
拝
者
か
ら
大
き
な
拍
手
が

送
ら
れ
た
。

　
一
方
、
恒
例
に
な
っ
て
い
る
干
支
﹁
折
り
紙
﹂

は
、
今
年
の
干
支
で
あ
る
紅
白
の
飛
躍
す
る
猿

が
展
示
さ
れ
、
記
念
撮
影
の
行
列
が
で
き
る
程

で
、
三
ヶ
日
の
終
日
賑
わ
っ
た
。

　
当
社
は
元
禄
元
年
︵
一
六
八
八
︶
汐
入
川
汐
留

樋
を
小
浜
か
ら
舟
本
に
移
し
、
西
堤
を
道
と
し

て
東
堤
の
一
部
に
荒
神
社
を
建
立
し
、
市
場
城

山
の
稲
荷
神
社
か
ら
三
寶
荒
神
を
勧
請
し
た
。

　
祭
典
は
春
祭
︵
五
月
第
四
日
曜
日
︶、
秋
祭
︵
十

月
二
十
七
日
︶、
恵
比
須
祭
︵
一
月
十
日
︶
に
行

わ
れ
て
お
り
、
舟
本
の
氏
子
が
参
拝
し
、
賑
わ
い
を
見

せ
る
。

　
御
祭
神
の
火
之
迦
具
土
神
︵
ほ
の
か
ぐ
つ
ち
の
か
み
︶

は
防
火
の
神
と
し
て
信
仰
の
厚
い
秋
葉
神
社
︵
静
岡
県

周
智
郡
犬
居
町
秋
葉
山
鎮
座
︶
の
御
祭
神
で
あ
る
。
古

事
記
に
よ
る
と
、
伊
邪
那
岐
命
︵
い
ざ
な
ぎ
の
み
こ
と
︶
、

伊
邪
那
美
命
︵
い
ざ
な
み
の
み
こ
と
︶
が
次
々
に
神
を

生
ん
で
、
最
後
に
生
み
出
し
た
の
が
こ
の
﹁
火
の
神
﹂
で

あ
り
、
伊
邪
那
美
命
は
そ
の
た
め
に
御
陰
︵
み
ほ
と
︶
を

焼
か
れ
て
亡
く
な
り
、
黄
泉
︵
よ
み
︶
の
国
へ
行
く
こ

と
に
な
る
。

　
命
は
火
傷
を
し
て
苦
し
み
な
が
ら
﹁
金
の
神
﹂
、
﹁
土

の
神
﹂
、
﹁
水
の
神
﹂
等
を
生
ん
だ
。
こ
れ
ら
の
神
々
は

冶
金
、
窯
業
、
農
業
に
お
け
る
火
の
効
用
を
示
し
た
も

の
で
、
火
之
迦
具
土
神
の
出
現
に
よ
っ
て
私
達
に
生
活

の
基
盤
を
担
う
重
要
な
恵
を
授
け
ら
れ
た
と
言
え
よ
う
。

　
昭
和
十
一
年
大
修
繕
を
行
う
。
平
成
十
一
年
六
月
九

日
大
氏
神
様
で
あ
る
鶴
崎
神
社
に
合
併
。
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︻
質
問
︼

　
神
社
に
は
様
々
な
鳥
居
が
立
て
ら
れ
て

い
ま
す
が
、
何
故
鳥
居
を
立
て
る
の
で
す

か
？

神
道
Ｑ
＆
Ａ

 吉 備 津 彦 命　
私
た
ち
が
神
社
に
お
参
り
を
す
る
と
き
、
ま

ず
鳥
居
を
目
に
し
ま
す
。
鳥
居
は
神
社
を
表
示

し
、
ま
た
神
社
の
神
聖
さ
を
象
徴
す
る
建
造
物

と
も
い
え
ま
す
。
鳥
居
は
神
社
の
内
と
外
を
分

け
る
境
に
立
て
ら
れ
、
鳥
居
の
内
は
神
様
が
お

鎮
ま
り
に
な
る
御
神
域
と
し
て
尊
ば
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
特
定
の
神
殿
︵
本
殿
︶
を
持
た
ず
、

山
な
ど
自
然
物
を
御
神
体
、
ま
た
は
依
代
︵
よ

り
し
ろ
︶
と
し
て
お
祀
り
し
て
い
る
神
社
の
中

に
は
、
そ
の
前
に
鳥
居
が
立
て
ら
れ
、
神
様
の

御
存
在
を
現
す
も
の
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
ま

す
。

　
鳥
居
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
天
照
大
御
神

︵
あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み
︶
が
天
の
岩
屋
に

お
隠
れ
に
な
っ
た
際
に
、
八
百
万
︵
や
お
よ
ろ

ず
︶
の
神
々
が
鶏
を
鳴
か
せ
ま
し
た
が
、
こ
の

と
き
鶏
が
止
ま
っ
た
木
を
鳥
居
の
起
源
で
あ
る

と
す
る
説
や
、
外
国
か
ら
の
渡
来
説
な
ど
が
あ

り
ま
す
。

　
鳥
居
は
、
そ
の
材
質
・
構
造
も
多
種
多
様
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
神
社
に
よ
り
形
態
が
異
な
り
ま

す
。
一
説
に
は
六
十
数
種
類
の
形
態
が
あ
る
と

も
い
わ
れ
て
お
り
、
代
表
的
な
も
の
と
し
て

は
、
鳥
居
上
部
の
横
柱
が
一
直
線
に
な
っ
て
い

︻
答
え
︼

る
神
明
︵
し
ん
め
い
︶
鳥
居
と
、
こ
の
横
柱

の
両
端
が
上
向
き
に
反
っ
て
い
る
明
神

︵
み
ょ
う
じ
ん
︶
鳥
居
が
あ
り
ま
す
。
当
社
の

鳥
居
は
明
神
鳥
居
で
す
。
こ
の
ほ
か
、
形
態

で
は
明
神
鳥
居
の
横
柱
上
部
に
合
掌
形
の
破

風
︵
は
ふ
︶
の
つ
い
た
山
王
︵
さ
ん
の
う
︶
鳥

居
や
、
ま
た
朱
塗
り
の
稲
荷
鳥
居
な
ど
特
徴

的
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
起
源
や
形
態
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
は
あ
り
ま

す
が
、
鳥
居
を
見
る
と
神
聖
さ
を
感
じ
る
の

は
、
我
々
日
本
人
の
共
通
し
た
考
え
方
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
当
社
の
ご
祭
神
の
大
吉
備
津
彦
命
︵
お

お
き
び
つ
ひ
こ
の
み
こ
と
︶
は
第
七
代
孝

霊
天
皇
︵
Ｂ.

Ｃ
二
九
〇
年
一
月
十
二
日
〜

Ｂ.

Ｃ
二
一
五
年
二
月
八
日
︶
の
御
子
で
あ

る
。

　
孝
霊
天
皇
は
、
三
人
目
の
夫
人

に
意
富
夜
麻
登
玖
邇
阿
礼
比
売
命

︵
お
お
や
ま
と
く
に
あ
れ
ひ
め
の
み

こ
と
︶
を
迎
え
ら
れ
た
。﹁
日
本
書

紀
﹂
で
は
、
こ
の
媛
の
こ
と
を
倭
国

香
媛
︵
や
ま
と
く
に
か
ひ
め
︶
と
し

て
い
る
。

　
天
皇
と
こ
の
媛
と
の
間
の
第
一

子
は
夜
麻
登
登
母
母
曾
毘
売
命

︵
や
ま
と
と
も
も
そ
ひ
め
の
み
こ

と
︶
で
あ
る
。
夜
麻
登
は
倭
で
あ

り
、
登
登
は
千
千
で
、
母
母
は
百
、

曾
は
勲
功
︵
い
そ
︶
の
﹁
そ
﹂
で
尊

称
で
あ
る
。

　
﹁
崇
神
天
皇
紀
﹂
に
よ
れ
ば
、
こ

の
母
母
曾
毘
売
は
内
政
に
功
が

あ
っ
た
旨
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
曾
の

尊
称
が
つ
け
れ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お

﹁
日
本
書
紀
﹂
に
、
倭
迹
迹
日
百
襲
姫
命
︵
や

ま
と
と
ど
ひ
も
も
そ
ひ
め
の
み
こ
と
︶
と

あ
る
の
は
こ
の
人
で
あ
る
。

　
第
二
子
は
日
子
刺
肩
別
命
︵
ひ
こ
さ
し
か
た

わ
け
の
み
こ
と
︶
で
あ
る
が
、
こ
の
神
名
の
意

味
は
不
明
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
第
三
子
が
比
古
伊
佐
勢
理
毘
古
命

︵
ひ
こ
い
さ
せ
り
び
こ
の
み
こ
と
︶
で

あ
る
。﹁
ま
た
の
名
を
大
吉
備
津
日
子

命
︵
お
お
き
び
つ
ひ
こ
の
み
こ
と
︶
と

い
う
。﹂
と
﹁
古
事
記
﹂
に
は
あ
る
が

﹁
日
本
書
紀
﹂
に
は
、
彦
五
十
狭
芹
命

︵
ひ
こ
い
そ
さ
せ
り
の
み
こ
と
︶、
ま

た
の
名
を
吉
備
津
彦
命
︵
き
び
つ
ひ

こ
の
み
こ
と
︶
と
出
て
い
る
。

　
最
後
の
御
子
は
倭
飛
羽
矢
若
屋
比

売
命
︵
や
ま
と
と
び
は
や
わ
か
や
ひ

め
の
み
こ
と
︶
で
あ
る
が
、
こ
の
神

の
名
称
も
起
因
が
不
明
で
あ
る
。﹁
日

本
書
紀
﹂
に
は
倭
迹
迹
稚
屋
媛
命︵
や

ま
と
と
ど
わ
か
や
ひ
め
の
み
こ
と
︶

と
出
て
い
る
。

　
吉
備
津
彦
命
は
第
十
第
崇
神
天
皇

︵
Ｂ.

Ｃ
九
七
年
一
月
十
三
日
〜
Ｂ.
Ｃ
三
十
年

十
二
月
五
日
︶
の
御
代
に
四
道
将
軍
の
一
人
と

し
て
、
異
母
弟
の
若
日
子
建
吉
備
津
日
子
命

︵
わ
か
ひ
こ
た
け
き
び
つ
ひ
こ
の
み
こ
と
︶
と

共
に
吉
備
国
を
統
治
す
る
た
め
に
派
遣
さ
れ

た
。

　
崇
神
天
皇
の
御
代
に
な
る
と
、
神
祇
︵
神

様
︶
を
敬
っ
て
朝
廷
も
安
定
し
て
災
害
も
無

く
な
っ
て
来
た
が
、
朝
廷
の
手
の
届
か
な
い

遠
国
に
は
、
未
だ
大
和
朝
廷
の
命
に
従
わ
な

い
者
が
多
く
あ
っ
た
。
そ
こ
で
天
皇
は
即
位

の
十
年
︵
Ｂ.

Ｃ
八
七
年
︶
特
に
頑
強
に
抵
抗

を
続
け
る
四
つ
の
国
に
皇
族
の
中
か
ら
そ
れ

ぞ
れ
四
人
を
選
ん
で
四
道
将
軍
と
し
て
将
軍

の
印
綬
を
授
け
、
北
陸
に
大
彦
命
︵
お
お
ひ

こ
の
み
こ
と
︶、
東
海
に
武
渟
川
別
命
︵
た

け
ぬ
な
か
わ
わ
け
の
み
こ
と
︶、
西
道
に
吉

備
津
彦
命
︵
き
び
つ
ひ
こ
の
み
こ
と
︶
、
丹

波
に
丹
波
道
主
命
︵
た
に
は
の
み
ち
ぬ
し

の
み
こ
と
︶
を
派
遣
し
て
天
下
を
鎮
定
す

る
事
と
な
っ
た
。

　
命
は
そ
の
四
道
将
軍
の
一
人
と
し
て
西

道
︵
吉
備
国
︶
に
下
ら
れ
、
当
時
の
有
力
な

強
賊
︵
豪
族
︶
蟹
梟
帥
︵
か
に
た
け
る
︶
を

征
伐
し
て
、
こ
の
国
を
平
定
さ
れ
た
。
そ
の

後
吉
備
国
に
永
住
し
国
の
統
治
に
あ
た
り

二
八
一
歳
の
長
寿
を
保
っ
た
と
さ
れ
る
。

当社の鳥居（明神鳥居） 吉備津彦命を祀る本殿
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︼

　
神
社
に
は
様
々
な
鳥
居
が
立
て
ら
れ
て

い
ま
す
が
、
何
故
鳥
居
を
立
て
る
の
で
す

か
？

神
道
Ｑ
＆
Ａ

 吉 備 津 彦 命　
私
た
ち
が
神
社
に
お
参
り
を
す
る
と
き
、
ま

ず
鳥
居
を
目
に
し
ま
す
。
鳥
居
は
神
社
を
表
示

し
、
ま
た
神
社
の
神
聖
さ
を
象
徴
す
る
建
造
物

と
も
い
え
ま
す
。
鳥
居
は
神
社
の
内
と
外
を
分

け
る
境
に
立
て
ら
れ
、
鳥
居
の
内
は
神
様
が
お

鎮
ま
り
に
な
る
御
神
域
と
し
て
尊
ば
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
特
定
の
神
殿
︵
本
殿
︶
を
持
た
ず
、

山
な
ど
自
然
物
を
御
神
体
、
ま
た
は
依
代
︵
よ

り
し
ろ
︶
と
し
て
お
祀
り
し
て
い
る
神
社
の
中

に
は
、
そ
の
前
に
鳥
居
が
立
て
ら
れ
、
神
様
の

御
存
在
を
現
す
も
の
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
ま

す
。

　
鳥
居
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
天
照
大
御
神

︵
あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み
︶
が
天
の
岩
屋
に

お
隠
れ
に
な
っ
た
際
に
、
八
百
万
︵
や
お
よ
ろ

ず
︶
の
神
々
が
鶏
を
鳴
か
せ
ま
し
た
が
、
こ
の

と
き
鶏
が
止
ま
っ
た
木
を
鳥
居
の
起
源
で
あ
る

と
す
る
説
や
、
外
国
か
ら
の
渡
来
説
な
ど
が
あ

り
ま
す
。

　
鳥
居
は
、
そ
の
材
質
・
構
造
も
多
種
多
様
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
神
社
に
よ
り
形
態
が
異
な
り
ま

す
。
一
説
に
は
六
十
数
種
類
の
形
態
が
あ
る
と

も
い
わ
れ
て
お
り
、
代
表
的
な
も
の
と
し
て

は
、
鳥
居
上
部
の
横
柱
が
一
直
線
に
な
っ
て
い

︻
答
え
︼

る
神
明
︵
し
ん
め
い
︶
鳥
居
と
、
こ
の
横
柱

の
両
端
が
上
向
き
に
反
っ
て
い
る
明
神

︵
み
ょ
う
じ
ん
︶
鳥
居
が
あ
り
ま
す
。
当
社
の

鳥
居
は
明
神
鳥
居
で
す
。
こ
の
ほ
か
、
形
態

で
は
明
神
鳥
居
の
横
柱
上
部
に
合
掌
形
の
破

風
︵
は
ふ
︶
の
つ
い
た
山
王
︵
さ
ん
の
う
︶
鳥

居
や
、
ま
た
朱
塗
り
の
稲
荷
鳥
居
な
ど
特
徴

的
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
起
源
や
形
態
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
は
あ
り
ま

す
が
、
鳥
居
を
見
る
と
神
聖
さ
を
感
じ
る
の

は
、
我
々
日
本
人
の
共
通
し
た
考
え
方
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
当
社
の
ご
祭
神
の
大
吉
備
津
彦
命
︵
お

お
き
び
つ
ひ
こ
の
み
こ
と
︶
は
第
七
代
孝

霊
天
皇
︵
Ｂ.

Ｃ
二
九
〇
年
一
月
十
二
日
〜

Ｂ.

Ｃ
二
一
五
年
二
月
八
日
︶
の
御
子
で
あ

る
。

　
孝
霊
天
皇
は
、
三
人
目
の
夫
人

に
意
富
夜
麻
登
玖
邇
阿
礼
比
売
命

︵
お
お
や
ま
と
く
に
あ
れ
ひ
め
の
み

こ
と
︶
を
迎
え
ら
れ
た
。﹁
日
本
書

紀
﹂
で
は
、
こ
の
媛
の
こ
と
を
倭
国

香
媛
︵
や
ま
と
く
に
か
ひ
め
︶
と
し

て
い
る
。

　
天
皇
と
こ
の
媛
と
の
間
の
第
一

子
は
夜
麻
登
登
母
母
曾
毘
売
命

︵
や
ま
と
と
も
も
そ
ひ
め
の
み
こ

と
︶
で
あ
る
。
夜
麻
登
は
倭
で
あ

り
、
登
登
は
千
千
で
、
母
母
は
百
、

曾
は
勲
功
︵
い
そ
︶
の
﹁
そ
﹂
で
尊

称
で
あ
る
。

　
﹁
崇
神
天
皇
紀
﹂
に
よ
れ
ば
、
こ

の
母
母
曾
毘
売
は
内
政
に
功
が

あ
っ
た
旨
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
曾
の

尊
称
が
つ
け
れ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お

﹁
日
本
書
紀
﹂
に
、
倭
迹
迹
日
百
襲
姫
命
︵
や

ま
と
と
ど
ひ
も
も
そ
ひ
め
の
み
こ
と
︶
と

あ
る
の
は
こ
の
人
で
あ
る
。

　
第
二
子
は
日
子
刺
肩
別
命
︵
ひ
こ
さ
し
か
た

わ
け
の
み
こ
と
︶
で
あ
る
が
、
こ
の
神
名
の
意

味
は
不
明
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
第
三
子
が
比
古
伊
佐
勢
理
毘
古
命

︵
ひ
こ
い
さ
せ
り
び
こ
の
み
こ
と
︶
で

あ
る
。﹁
ま
た
の
名
を
大
吉
備
津
日
子

命
︵
お
お
き
び
つ
ひ
こ
の
み
こ
と
︶
と

い
う
。﹂
と
﹁
古
事
記
﹂
に
は
あ
る
が

﹁
日
本
書
紀
﹂
に
は
、
彦
五
十
狭
芹
命

︵
ひ
こ
い
そ
さ
せ
り
の
み
こ
と
︶、
ま

た
の
名
を
吉
備
津
彦
命
︵
き
び
つ
ひ

こ
の
み
こ
と
︶
と
出
て
い
る
。

　
最
後
の
御
子
は
倭
飛
羽
矢
若
屋
比

売
命
︵
や
ま
と
と
び
は
や
わ
か
や
ひ

め
の
み
こ
と
︶
で
あ
る
が
、
こ
の
神

の
名
称
も
起
因
が
不
明
で
あ
る
。﹁
日

本
書
紀
﹂
に
は
倭
迹
迹
稚
屋
媛
命︵
や

ま
と
と
ど
わ
か
や
ひ
め
の
み
こ
と
︶

と
出
て
い
る
。

　
吉
備
津
彦
命
は
第
十
第
崇
神
天
皇

︵
Ｂ.

Ｃ
九
七
年
一
月
十
三
日
〜
Ｂ.

Ｃ
三
十
年

十
二
月
五
日
︶
の
御
代
に
四
道
将
軍
の
一
人
と

し
て
、
異
母
弟
の
若
日
子
建
吉
備
津
日
子
命

︵
わ
か
ひ
こ
た
け
き
び
つ
ひ
こ
の
み
こ
と
︶
と

共
に
吉
備
国
を
統
治
す
る
た
め
に
派
遣
さ
れ

た
。

　
崇
神
天
皇
の
御
代
に
な
る
と
、
神
祇
︵
神

様
︶
を
敬
っ
て
朝
廷
も
安
定
し
て
災
害
も
無

く
な
っ
て
来
た
が
、
朝
廷
の
手
の
届
か
な
い

遠
国
に
は
、
未
だ
大
和
朝
廷
の
命
に
従
わ
な

い
者
が
多
く
あ
っ
た
。
そ
こ
で
天
皇
は
即
位

の
十
年
︵
Ｂ.

Ｃ
八
七
年
︶
特
に
頑
強
に
抵
抗

を
続
け
る
四
つ
の
国
に
皇
族
の
中
か
ら
そ
れ

ぞ
れ
四
人
を
選
ん
で
四
道
将
軍
と
し
て
将
軍

の
印
綬
を
授
け
、
北
陸
に
大
彦
命
︵
お
お
ひ

こ
の
み
こ
と
︶、
東
海
に
武
渟
川
別
命
︵
た

け
ぬ
な
か
わ
わ
け
の
み
こ
と
︶、
西
道
に
吉

備
津
彦
命
︵
き
び
つ
ひ
こ
の
み
こ
と
︶
、
丹

波
に
丹
波
道
主
命
︵
た
に
は
の
み
ち
ぬ
し

の
み
こ
と
︶
を
派
遣
し
て
天
下
を
鎮
定
す

る
事
と
な
っ
た
。

　
命
は
そ
の
四
道
将
軍
の
一
人
と
し
て
西

道
︵
吉
備
国
︶
に
下
ら
れ
、
当
時
の
有
力
な

強
賊
︵
豪
族
︶
蟹
梟
帥
︵
か
に
た
け
る
︶
を

征
伐
し
て
、
こ
の
国
を
平
定
さ
れ
た
。
そ
の

後
吉
備
国
に
永
住
し
国
の
統
治
に
あ
た
り

二
八
一
歳
の
長
寿
を
保
っ
た
と
さ
れ
る
。

当社の鳥居（明神鳥居） 吉備津彦命を祀る本殿
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祭
事
暦

1

　
諸
祈
祷
・
出
張
祭
の
案
内

　
当
社
で
は
左
記
に
よ
り
随
時
ご
奉
仕

致
し
て
お
り
ま
す

♦
初
宮
詣
・
交
通
安
全
・
厄
除
・
安
産
・

　
家
内
安
全
・
当
病
平
癒
そ
の
他

♦
地
鎮
祭
・
上
棟
祭
・
家
移
清
祓
・
宅

　
神
祭
等

ご
希
望
の
方
は
前
も
っ
て
ご
連
絡
下

さ
い
。

摂末社巡拝⑧

荒　神　社（舟本）

五
月
十
五
日
︵
土
︶［
午
後
七
時
］

　
　
春
季
大
祭
宵
祭
︵
露
店
あ
り
︶

五
月
十
六
日
︵
日
︶［
午
前
十
時
］　
　

　
　
春
季
大
祭
︻
供
膳
祭
︼

七
月
三
十
日
︵
金
︶［
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

※
月
次
祭
に
お
詣
り
の
方
は
、
拝
殿
に

　
ご
昇
殿
下
さ
い
ま
し
て
祭
典
に
参
列

　
し
て
下
さ
い
。

　　
　
　
　
　
　
　
　

総
代
会
で
参
宮

　
昨
年
十
月
二
十
九
・
三
十
日
の
一
泊
二

日
で
当
社
総
代
十
二
名
が
伊
勢
神
宮
参
拝

を
行
っ
た
。

　
総
代
と
し
て
は
初
め
て
全
国
の
氏
神
様

が
本
宗
と
仰
ぐ
伊
勢
神
宮
へ
参
拝
し
、
神

宮
大
麻
奉
斎
の
意
義
や
神
宮
の
奥
深
い
祭

祀
を
研
修
し
た
。

　
今
回
は
特
に
、
神
饌
に
供
す
る
米
、
塩
、

野
菜
、
果
物
を
作
る
神
田
や
御
塩
殿
や
御

園
を
見
学
し
、
外
宮
、
内
宮
両
宮
の
御
垣

内
参
拝
を
行
っ
た
。
内
宮
で
は
、
宮
川
権

禰
宜
の
案
内
に
よ
り
三
時
間
に
亘
り
境
内

や
社
殿
の
説
明
を
受
け
な
が
ら
、
御
垣
内

参
拝
を
行
い
、神
楽
の
奉
納
を
行
っ
た
。神

社
の
本
質
を
垣
間
見
る
有
意
義
な
参
宮
と

な
っ
た
。

　
平
成
十
六
年
の
新
春
は
太
鼓
の
音
と
共

に
穏
や
か
な
年
明
け
と
な
っ
た
。

境内で公演されたい草太鼓
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つ
る
さ
き

つ
る
さ
き

ＵＲＬ

初
　
詣
　
に

四
千
人
が
参
拝

　
境
内
で
は
、
特
設
テ
ン
ト
で
総
代
や
氏
子
有

志
に
よ
る
紅
白
の
餅
つ
き
、
社
務
所
で
は
甘
酒

接
待
、
拝
殿
で
は
神
酒
が
参
拝
者
に
振
る
舞
わ

れ
た
。

　
ま
た
、﹁
早
島
い
草
太
鼓
﹂
の
公
演
が
初
詣
で

で
賑
わ
う
境
内
で
二
回
に
分
け
て
行
わ
れ
、
勇

壮
な
太
鼓
の
音
に
参
拝
者
か
ら
大
き
な
拍
手
が

送
ら
れ
た
。

　
一
方
、
恒
例
に
な
っ
て
い
る
干
支
﹁
折
り
紙
﹂

は
、
今
年
の
干
支
で
あ
る
紅
白
の
飛
躍
す
る
猿

が
展
示
さ
れ
、
記
念
撮
影
の
行
列
が
で
き
る
程

で
、
三
ヶ
日
の
終
日
賑
わ
っ
た
。

　
当
社
は
元
禄
元
年
︵
一
六
八
八
︶
汐
入
川
汐
留

樋
を
小
浜
か
ら
舟
本
に
移
し
、
西
堤
を
道
と
し

て
東
堤
の
一
部
に
荒
神
社
を
建
立
し
、
市
場
城

山
の
稲
荷
神
社
か
ら
三
寶
荒
神
を
勧
請
し
た
。

　
祭
典
は
春
祭
︵
五
月
第
四
日
曜
日
︶、
秋
祭
︵
十

月
二
十
七
日
︶、
恵
比
須
祭
︵
一
月
十
日
︶
に
行

わ
れ
て
お
り
、
舟
本
の
氏
子
が
参
拝
し
、
賑
わ
い
を
見

せ
る
。

　
御
祭
神
の
火
之
迦
具
土
神
︵
ほ
の
か
ぐ
つ
ち
の
か
み
︶

は
防
火
の
神
と
し
て
信
仰
の
厚
い
秋
葉
神
社
︵
静
岡
県

周
智
郡
犬
居
町
秋
葉
山
鎮
座
︶
の
御
祭
神
で
あ
る
。
古

事
記
に
よ
る
と
、
伊
邪
那
岐
命
︵
い
ざ
な
ぎ
の
み
こ
と
︶
、

伊
邪
那
美
命
︵
い
ざ
な
み
の
み
こ
と
︶
が
次
々
に
神
を

生
ん
で
、
最
後
に
生
み
出
し
た
の
が
こ
の
﹁
火
の
神
﹂
で

あ
り
、
伊
邪
那
美
命
は
そ
の
た
め
に
御
陰
︵
み
ほ
と
︶
を

焼
か
れ
て
亡
く
な
り
、
黄
泉
︵
よ
み
︶
の
国
へ
行
く
こ

と
に
な
る
。

　
命
は
火
傷
を
し
て
苦
し
み
な
が
ら
﹁
金
の
神
﹂
、
﹁
土

の
神
﹂
、
﹁
水
の
神
﹂
等
を
生
ん
だ
。
こ
れ
ら
の
神
々
は

冶
金
、
窯
業
、
農
業
に
お
け
る
火
の
効
用
を
示
し
た
も

の
で
、
火
之
迦
具
土
神
の
出
現
に
よ
っ
て
私
達
に
生
活

の
基
盤
を
担
う
重
要
な
恵
を
授
け
ら
れ
た
と
言
え
よ
う
。

　
昭
和
十
一
年
大
修
繕
を
行
う
。
平
成
十
一
年
六
月
九

日
大
氏
神
様
で
あ
る
鶴
崎
神
社
に
合
併
。
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