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う
か
の
み
た
ま
の
か
み

　
荒
神
社
は
、
倉
稲
魂
神
を
祭
神
と
し
、
倉

敷
市
西
田
の
氏
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
。

う

か

の

み

た

ま

の

か

み

　
倉
稲
魂
神
は
宇
迦
之
御
魂
神
と
も
記
し
、

か
ん
お
お
い
ち
ひ
め

お
お
と
し
の
か
み

須
佐
之
男
命
と
神
大
市
比
売
の
子
で
大
年
神

の
妹
に
あ
た
る
。
古
代
の
穀
物
霊
で
「
五
穀

の
神
」
と
し
て
全
国
の
稲
荷
神
社
の
主
祭
神

と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
。

　
荒
神
社
の
社
名
は
古
く
は
三
宝

荒
神
社
と
称
さ
れ
、
元
禄
年
間

（1
6
8
8

〜1
7
0
4
)

に
創
建
さ
れ
た

と
さ
れ
る
。

　
祭
典
は
、
春
祭
を
五
月
、
秋
祭
を

十
月
に
執
行
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
境
内
に
は
木
野
山
神
社

（
高
梁
市
今
津
）
を
本
社
と
す
る

「
木
野
山
神
社
」
が
祀
ら
れ
て
お

り
、
七
月
の
本
社
祭
礼
に
合
わ
せ

て
代
表
者
が
本
社
に
参
拝
し
、
疫

病
消
除
の
神
札
を
受
け
氏
子
に
授

与
し
、
祭
典
を
執
行
し
て
い
る
。

　
境
内
に
は
茅
の
輪
を
設
け
疫
病

除
け
の
輪
く
ぐ
り
も
行
わ
れ
る
。

　
昭
和
三
十
八
年
一
月
十
八
日
鶴

崎
神
社
に
合
併
し
、
同
社
の
飛
び

地
境
内
神
社
と
な
る
。
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（１） （４）

祭  

事  

暦

十
月
十
四
日
（
土
）﹇
午
前
十
時
﹈

　
　
　
　
　
　
秋
季
大
祭
【
供
膳
祭
】　

十
月
十
五
日
（
日
）﹇
午
前
九
時
﹈

                  

神
幸
祭

十
一
月
中
　
　
七
五
三
祈
祷

十
一
月
二
十
三
日
（
木
）﹇
午
後
二
時
﹈

　
　
　
　
　
　
新
穀
感
謝
祭

一
月
二
日
（
火
）﹇
午
後
二
時
﹈

　
　
　
　
　
　
年
始
祭

毎
月
一
日
﹇
午
前
九
時
﹈
月
次
祭

　

摂末社巡拝⑫

荒　神　社（西田）

ひ

さ

ひ

と

祝 

秋
篠
宮
悠
仁
親
王
殿
下
ご
誕
生

倉敷市西田２１０　　祭神　倉稲魂神

　
秋
篠
宮
妃
殿
下
に
は
、
本
年
二
月
に

ご
懐
妊
と
報
じ
ら
れ
、
妃
殿
下
の
ご
静

穏
と
ご
安
産
を
祈
年
申
し
上
げ
て
ま
い

り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
九
月
六
日
悠
仁
親

王
殿
下
が
ご
誕
生
に
な
り
、
皇
室
の
お

慶
び
は
申
し
上
げ
る
ま
で
も
な
く
、
国

民
に
と
り
ま
し
て
も
誠
に
悦
ば
し
く
、

こ
こ
に
謹
ん
で
お
祝
い
申
し
上
げ
る
次

第
で
あ
り
ま
す
。

　
今
後
の
親
王
殿
下
の
お
健
や
か
な
ご

成
長
と
妃
殿
下
の
順
調
な
お
肥
立
ち
は

申
す
ま
で
も
な
く
、
皇
室
の
弥
栄
を
心

か
ら
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

　
昨
年
か
ら
今
年
に
か
け
て
皇
室
典
範
改

正
問
題
が
議
論
さ
れ
て
い
ま
す
。

　「
皇
室
典
範
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」
の

報
告
書
で
は
「
男
女
平
等
」
や
「
分
か
り

や
す
さ
」
を
理
由
に
、
皇
位
継
承
順
位
は

　
女
性
天
皇
と
女
系
天
皇

　
　
　
　
　
　
の
違
い
と
は

「
男
女
を
問
わ
ず
第
一
子
優
先
」
が
適
当
と
し

て
い
ま
す
。

　
天
皇
の
皇
位
は
、
建
国
以
来
第
一
代
神
武
天

皇
か
ら
一
二
五
代
に
わ
た
り
、
男
系
に
よ
る
継

承
を
原
則
と
し
て
き
ま
し
た
。

　
過
去
に
は
八
人
の
女
性
天
皇
が
お
ら
れ
ま
し

た
が
、
い
ず
れ
も
男
系
の
女
性
天
皇
で
あ
り
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
次
の
「
お
世
継
ぎ
」
が
成

人
さ
れ
る
ま
で
の
「
中
継
ぎ
」
と
し
て
即
位
さ

れ
ま
し
た
。

　
も
し
、
報
告
書
に
も
と
づ
い
て
、
将
来
「
女

系
天
皇
」
が
即
位
さ
れ
た
と
す
る
と
血
の
つ
な

が
り
方
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
た
め
、
男
系
継
承

の
伝
統
が
途
絶
え
て
し
ま
い
ま
す
。

　
分
か
り
や
す
く
説
明
す
る
と
、
日
本
は
古
く

か
ら
、
皇
室
と
同
じ
く
「
男
子
が
家
を
継
ぐ
」

と
い
う
文
化
を
持
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
女
性

軽
視
の
意
味
で
は
な
く
、
私
た
ち
が
受
け
継
い

で
き
た
伝
統
で
、
現
在
で
も
自
然
で
一
般
的
な

考
え
方
と
言
え
ま
す
。

　
家
を
継
ぐ
条
件
と
し
て
第
一
子
優
先
と
し
て

い
る
家
庭
は
ほ
と
ん
ど
無
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　
天
皇
家
の
皇
位
継
承
に
お
い
て
も
、
こ
の

伝
統
を
守
り
、
受
け
継
い
で
来
ま
し
た
。
そ

の
期
間
は
二
六
六
六
年
、
こ
れ
ほ
ど
長
い
間

皇
位
が
一
つ
の
血
筋
で
守
ら
れ
て
き
た
国
は

世
界
中
で
日
本
だ
け
で
す
。

　
そ
し
て
、
今
回
の
改
正
論
議
の
大
き
な
問

題
は
、
皇
室
の
方
々
の
ご
意
見
を
全
く
聞
か

ず
に
進
め
ら
れ
て
い
る
事
で
す
。
も
し
、
自

分
の
家
の
後
継
者
の
問
題
を
勝
手
に
決
め
ら

れ
て
し
ま
っ
た
ら
…
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【
質
問
】

　
十
月
に
な
る
と
当
番
で
荒
神
様
の
お
祭

り
の
準
備
を
し
て
い
ま
す
が
、
荒
神
様
と

は
ど
ん
な
神
様
で
、
何
故
十
月
二
十
七
日

に
行
う
の
で
す
か
。

神
道
Ｑ
＆
Ａ

【
答
え
】

　
荒
神
様
は
文
献
的
に
は
古
事
記
に
「
熊

野
山
の
荒
神
」
と
あ
る
の
が
初
見
で
、「
荒

振
神
」
と
い
う
語
が
同
時
に
用
い
ら
れ
て

お
り
、
古
代
で
は
「
ア
ラ
ブ
ル
カ
ミ
」
と

言
わ
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
荒

神
は
全
国
各
地
に
祀
ら
れ
て
お
り
、
そ
の

信
仰
は
実
に
多
様
化
し
て
い
ま
す
。

　
地
域
的
に
も
著
し
い
違
い
が
あ
り
ま
す

が
、
大
別
す
れ
ば
次
の
三
つ
が
代
表
的
な

荒
神
の
性
格
と
な
り
ま
す
。

①
火
の
神
・
火
伏
せ
の
神
の
性
格
を
持
つ

　
も
の
。

②
屋
外
に
祀
り
、
屋
敷
神
・
同
族
神
・
地

　
区
の
神
・
産
土
神
の
性
格
を
持
つ
も
の
。

③
牛
馬
の
守
護
神

　
七
五
三
は
子
供
の
無
事
な
発
育
を
喜

び
、
な
お
一
層
の
成
長
を
願
っ
て
氏
神
さ

ま
に
詣
で
る
行
事
で
す
。

　
古
来
は
男
女
三
歳
で
髪
置
き
の
祝
い
、

男
児
五
歳
で
袴
着
の
祝
い
、
女
児
七
歳
で

帯
解
き
の
祝
い
を
行
っ
た
こ
と
に
由
来
し

ま
す
。

　
当
社
で
は
十
一
月
十
五
日
を
中
心
に
七

五
三
祈
祷
を
奉
仕
致
し
ま
す
。
　
　
　
　

十
一
月
十
一
・
十
二
・
十
五
日
に
祈
祷

予
定
の
方
は
予
約
は
い
り
ま
せ
ん
。
そ

の
他
の
日
に
祈
祷
希
望
の
方
は
前
も
っ
て

ご
予
約
下
さ
い
。

　　　　　
「
七
五
三
」
祈
祷

秋
季
大
祭
　
十
月
十
四
日
︵
土
︶　
午
前
十
時
〜
十
一
時
三
十
分

︻
特
殊
神
事
・
供
膳
祭
︼
総
代
、
幹
事
に
よ
り
三
十
台
の
特
殊
神
饌
を
神
前
に
お
供

え
し
ま
す
。
夕
刻
か
ら
夜
店
も
出
ま
す
。

神 

幸 

祭
　
十
月
十
五
日
︵
日
︶
午
前
九
時
〜
午
後
二
時
三
十
分
︵
雨
天
中
止
︶

午
前
八
時
の
花
火
で
執
行
の
合
図
と
し
ま
す
。午
前
九
時
の
花
火
の
合
図
と
共
に
神

幸
行
列
が
神
社
を
出
発
し
ま
す
。各
御
旅
所
を
巡
幸
し
て
午
後
二
時
三
十
分
頃
に
神

社
へ
還
御
さ
れ
ま
す
の
で
、
沿
道
に
出
て
神
輿
を
奉
拝
下
さ
い
。

秋祭の予定

（改修された荒神社）

　
当
社
の
飛
び
地
境
内
神
社
と
し
て
無
津

地
区
の
氏
子
で
お
祀
り
し
て
い
る
荒
神
社

の
社
殿
が
老
朽
化
し
、
改
修
を
余
儀
な
く

さ
れ
た
た
め
、
こ
の
度
内
祭
用
の
本
殿
を

お
お
い
で
ん

改
築
し
、
覆
殿
を
修
理
し
八
月
に
完
成
し

た
。

　
平
成
十
八
年
七
月
十
五
日
社
殿
改
修
工

事
開
始
に
先
立
ち
氏
子
の
奉
仕
に
よ
り
、

荒
神
社
（
無
津
）
を
改
修

こ
う
じ
ん
こ
も

こ
う
じ
ん
こ
う

　
荒
神
様
の
祭
り
は
、
荒
神
籠
り
や
荒
神
講
等

り
ん
ば
ん

と

う

や

と
称
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
輪
番
で
頭
屋
︵
当
屋
︶

を
決
め
正
月
、
五
月
、
九
月
を
中
心
に
荒
神
を

こ
も

拝
み
な
が
ら
夜
を
明
か
す
﹁
お
籠
り
﹂
が
行
わ

れ
て
い
ま
し
た
。

　
一
般
の
神
社
で
行
わ
れ
る
祭
典
と
い
う
よ
り

は
、
民
間
信
仰
の
色
合
い
が
強
く
、
人
々
の
生

活
の
中
で
は
氏
神
様
よ
り
身
近
で
、
最
も
密
接

な
繋
が
り
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　
従
っ
て
、
子
供
が
産
ま
れ
る
と
先
ず
荒
神
様

へ
報
告
に
参
拝
し
、
そ
の
後
に
氏
神
様
で
初

宮
参
り
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。

　
当
社
の
氏
子
中
に
あ
る
荒
神
社
の
祭
神
は
、

荒
神
社
︵
倉
敷
市
西
田
︶
を
除
き
ほ
と
ん
ど

ほ

の

か

ぐ

つ

ち

の

か

み

が
火
之
迦
具
土
神
を
お
祀
り
し
て
い
ま
す
。

い
ざ
な
ぎ
の
み
こ
と

い
ざ
な
み
の
み
こ
と

　
こ
の
神
は
伊
邪
那
岐
命
、
伊
邪
那
美
命
が

最
後
に
産
ん
だ
神
で
、
火
の
神
又
は
火
伏
せ

の
神
と
し
て
秋
葉
神
社
等
に
祀
ら
れ
て
い
ま

す
。

　
ま
た
、
祭
礼
日
は
多
く
の
荒
神
社
が
十
月

二
十
七
日
を
荒
神
様
の
日
と
し
て
、
祭
り
を

行
な
い
ま
す
が
、
全
国
的
に
は
荒
神
様
の
日

は
二
十
八
日
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
古
来
は
太
陰
暦
を
使
用
し
て
い

ま
し
た
の
で
、
現
在
の
よ
う
に
一
日
の
始
ま

り
は
午
前
〇
時
か
ら
で
は
な
く
、
夕
刻
か
ら

始
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
二
十

七
日
の
夕
刻
か
ら
始
ま
る
祭
り
は
、
二
十
八

日
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
何
故
二
十
八
日
を
荒
神
様
の
日
と
し
た
の

か
は
、
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
二
十
八

日
は
太
陰
暦
で
は
新
月
を
迎
え
る
頃
と
い
う

説
や
、
荒
神
様
は
不
動
信
仰
と
強
い
結
び
付

き
が
あ
り
、
お
不
動
様
の
縁
日
が
二
十
八
日

で
あ
っ
た
と
い
う
説
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

御
神
体
を
無
津
公
民
館
の
仮
殿
に
お
遷
し
す
る

か
り
で
ん
せ
ん
ざ
さ
い

仮
殿
遷
座
祭
が
夕
闇
迫
る
中
、
厳
か
に
執
行
さ

れ
た
。

　
そ
の
後
、
改
修
工
事
は
順
調
に
進
み
、
美
し

く
完
成
し
た
覆
殿
に
真
新
し
い
本
殿
が
安
置
さ

い

ぎ

れ
、
八
月
二
十
六
日
夕
刻
、
氏
子
が
威
儀
の
物

ほ

う

じ

を
捧
持
し
て
、
無
津
公
民
館
の
仮
殿
か
ら
御
神

ほ
ん
で
ん
せ
ん
ざ
さ
い

体
を
お
遷
し
す
る
本
殿
遷
座
祭
が
厳
粛
に
執
り

行
わ
れ
た
。

　
ま
た
、
当
日
は
稲
荷
神
社
の
宮
形
も
新
し
く

整
え
、
荒
神
社

の
本
殿
遷
座

祭
に
先
立
ち

氏
子
が
参
列

し
て
宮
形
新

調
奉
告
祭
を

執
り
行
っ
た
。

（荒神神楽）
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【
質
問
】

　
十
月
に
な
る
と
当
番
で
荒
神
様
の
お
祭

り
の
準
備
を
し
て
い
ま
す
が
、
荒
神
様
と

は
ど
ん
な
神
様
で
、
何
故
十
月
二
十
七
日

に
行
う
の
で
す
か
。

神
道
Ｑ
＆
Ａ

【
答
え
】

　
荒
神
様
は
文
献
的
に
は
古
事
記
に
「
熊

野
山
の
荒
神
」
と
あ
る
の
が
初
見
で
、「
荒

振
神
」
と
い
う
語
が
同
時
に
用
い
ら
れ
て

お
り
、
古
代
で
は
「
ア
ラ
ブ
ル
カ
ミ
」
と

言
わ
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
荒

神
は
全
国
各
地
に
祀
ら
れ
て
お
り
、
そ
の

信
仰
は
実
に
多
様
化
し
て
い
ま
す
。

　
地
域
的
に
も
著
し
い
違
い
が
あ
り
ま
す

が
、
大
別
す
れ
ば
次
の
三
つ
が
代
表
的
な

荒
神
の
性
格
と
な
り
ま
す
。

①
火
の
神
・
火
伏
せ
の
神
の
性
格
を
持
つ

　
も
の
。

②
屋
外
に
祀
り
、
屋
敷
神
・
同
族
神
・
地

　
区
の
神
・
産
土
神
の
性
格
を
持
つ
も
の
。

③
牛
馬
の
守
護
神

　
七
五
三
は
子
供
の
無
事
な
発
育
を
喜

び
、
な
お
一
層
の
成
長
を
願
っ
て
氏
神
さ

ま
に
詣
で
る
行
事
で
す
。

　
古
来
は
男
女
三
歳
で
髪
置
き
の
祝
い
、

男
児
五
歳
で
袴
着
の
祝
い
、
女
児
七
歳
で

帯
解
き
の
祝
い
を
行
っ
た
こ
と
に
由
来
し

ま
す
。

　
当
社
で
は
十
一
月
十
五
日
を
中
心
に
七

五
三
祈
祷
を
奉
仕
致
し
ま
す
。
　
　
　
　

十
一
月
十
一
・
十
二
・
十
五
日
に
祈
祷

予
定
の
方
は
予
約
は
い
り
ま
せ
ん
。
そ

の
他
の
日
に
祈
祷
希
望
の
方
は
前
も
っ
て

ご
予
約
下
さ
い
。

　　　　　
「
七
五
三
」
祈
祷

秋
季
大
祭
　
十
月
十
四
日
︵
土
︶　
午
前
十
時
〜
十
一
時
三
十
分

︻
特
殊
神
事
・
供
膳
祭
︼
総
代
、
幹
事
に
よ
り
三
十
台
の
特
殊
神
饌
を
神
前
に
お
供

え
し
ま
す
。
夕
刻
か
ら
夜
店
も
出
ま
す
。

神 

幸 

祭
　
十
月
十
五
日
︵
日
︶
午
前
九
時
〜
午
後
二
時
三
十
分
︵
雨
天
中
止
︶

午
前
八
時
の
花
火
で
執
行
の
合
図
と
し
ま
す
。午
前
九
時
の
花
火
の
合
図
と
共
に
神

幸
行
列
が
神
社
を
出
発
し
ま
す
。各
御
旅
所
を
巡
幸
し
て
午
後
二
時
三
十
分
頃
に
神

社
へ
還
御
さ
れ
ま
す
の
で
、
沿
道
に
出
て
神
輿
を
奉
拝
下
さ
い
。

秋祭の予定

（改修された荒神社）

　
当
社
の
飛
び
地
境
内
神
社
と
し
て
無
津

地
区
の
氏
子
で
お
祀
り
し
て
い
る
荒
神
社

の
社
殿
が
老
朽
化
し
、
改
修
を
余
儀
な
く

さ
れ
た
た
め
、
こ
の
度
内
祭
用
の
本
殿
を

お
お
い
で
ん

改
築
し
、
覆
殿
を
修
理
し
八
月
に
完
成
し

た
。

　
平
成
十
八
年
七
月
十
五
日
社
殿
改
修
工

事
開
始
に
先
立
ち
氏
子
の
奉
仕
に
よ
り
、

荒
神
社
（
無
津
）
を
改
修

こ
う
じ
ん
こ
も

こ
う
じ
ん
こ
う

　
荒
神
様
の
祭
り
は
、
荒
神
籠
り
や
荒
神
講
等

り
ん
ば
ん

と

う

や

と
称
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
輪
番
で
頭
屋
︵
当
屋
︶

を
決
め
正
月
、
五
月
、
九
月
を
中
心
に
荒
神
を

こ
も

拝
み
な
が
ら
夜
を
明
か
す
﹁
お
籠
り
﹂
が
行
わ

れ
て
い
ま
し
た
。

　
一
般
の
神
社
で
行
わ
れ
る
祭
典
と
い
う
よ
り

は
、
民
間
信
仰
の
色
合
い
が
強
く
、
人
々
の
生

活
の
中
で
は
氏
神
様
よ
り
身
近
で
、
最
も
密
接

な
繋
が
り
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　
従
っ
て
、
子
供
が
産
ま
れ
る
と
先
ず
荒
神
様

へ
報
告
に
参
拝
し
、
そ
の
後
に
氏
神
様
で
初

宮
参
り
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。

　
当
社
の
氏
子
中
に
あ
る
荒
神
社
の
祭
神
は
、

荒
神
社
︵
倉
敷
市
西
田
︶
を
除
き
ほ
と
ん
ど

ほ

の

か

ぐ

つ

ち

の

か

み

が
火
之
迦
具
土
神
を
お
祀
り
し
て
い
ま
す
。

い
ざ
な
ぎ
の
み
こ
と

い
ざ
な
み
の
み
こ
と

　
こ
の
神
は
伊
邪
那
岐
命
、
伊
邪
那
美
命
が

最
後
に
産
ん
だ
神
で
、
火
の
神
又
は
火
伏
せ

の
神
と
し
て
秋
葉
神
社
等
に
祀
ら
れ
て
い
ま

す
。

　
ま
た
、
祭
礼
日
は
多
く
の
荒
神
社
が
十
月

二
十
七
日
を
荒
神
様
の
日
と
し
て
、
祭
り
を

行
な
い
ま
す
が
、
全
国
的
に
は
荒
神
様
の
日

は
二
十
八
日
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
古
来
は
太
陰
暦
を
使
用
し
て
い

ま
し
た
の
で
、
現
在
の
よ
う
に
一
日
の
始
ま

り
は
午
前
〇
時
か
ら
で
は
な
く
、
夕
刻
か
ら

始
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
二
十

七
日
の
夕
刻
か
ら
始
ま
る
祭
り
は
、
二
十
八

日
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
何
故
二
十
八
日
を
荒
神
様
の
日
と
し
た
の

か
は
、
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
二
十
八

日
は
太
陰
暦
で
は
新
月
を
迎
え
る
頃
と
い
う

説
や
、
荒
神
様
は
不
動
信
仰
と
強
い
結
び
付

き
が
あ
り
、
お
不
動
様
の
縁
日
が
二
十
八
日

で
あ
っ
た
と
い
う
説
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

御
神
体
を
無
津
公
民
館
の
仮
殿
に
お
遷
し
す
る

か
り
で
ん
せ
ん
ざ
さ
い

仮
殿
遷
座
祭
が
夕
闇
迫
る
中
、
厳
か
に
執
行
さ

れ
た
。

　
そ
の
後
、
改
修
工
事
は
順
調
に
進
み
、
美
し

く
完
成
し
た
覆
殿
に
真
新
し
い
本
殿
が
安
置
さ

い

ぎ

れ
、
八
月
二
十
六
日
夕
刻
、
氏
子
が
威
儀
の
物

ほ

う

じ

を
捧
持
し
て
、
無
津
公
民
館
の
仮
殿
か
ら
御
神

ほ
ん
で
ん
せ
ん
ざ
さ
い

体
を
お
遷
し
す
る
本
殿
遷
座
祭
が
厳
粛
に
執
り

行
わ
れ
た
。

　
ま
た
、
当
日
は
稲
荷
神
社
の
宮
形
も
新
し
く

整
え
、
荒
神
社

の
本
殿
遷
座

祭
に
先
立
ち

氏
子
が
参
列

し
て
宮
形
新

調
奉
告
祭
を

執
り
行
っ
た
。

（荒神神楽）
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う
か
の
み
た
ま
の
か
み

　
荒
神
社
は
、
倉
稲
魂
神
を
祭
神
と
し
、
倉

敷
市
西
田
の
氏
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
。

う

か

の

み

た

ま

の

か

み

　
倉
稲
魂
神
は
宇
迦
之
御
魂
神
と
も
記
し
、

か
ん
お
お
い
ち
ひ
め

お
お
と
し
の
か
み

須
佐
之
男
命
と
神
大
市
比
売
の
子
で
大
年
神

の
妹
に
あ
た
る
。
古
代
の
穀
物
霊
で
「
五
穀

の
神
」
と
し
て
全
国
の
稲
荷
神
社
の
主
祭
神

と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
。

　
荒
神
社
の
社
名
は
古
く
は
三
宝

荒
神
社
と
称
さ
れ
、
元
禄
年
間

（1
6
8
8

〜1
7
0
4
)

に
創
建
さ
れ
た

と
さ
れ
る
。

　
祭
典
は
、
春
祭
を
五
月
、
秋
祭
を

十
月
に
執
行
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
境
内
に
は
木
野
山
神
社

（
高
梁
市
今
津
）
を
本
社
と
す
る

「
木
野
山
神
社
」
が
祀
ら
れ
て
お

り
、
七
月
の
本
社
祭
礼
に
合
わ
せ

て
代
表
者
が
本
社
に
参
拝
し
、
疫

病
消
除
の
神
札
を
受
け
氏
子
に
授

与
し
、
祭
典
を
執
行
し
て
い
る
。

　
境
内
に
は
茅
の
輪
を
設
け
疫
病

除
け
の
輪
く
ぐ
り
も
行
わ
れ
る
。

　
昭
和
三
十
八
年
一
月
十
八
日
鶴

崎
神
社
に
合
併
し
、
同
社
の
飛
び

地
境
内
神
社
と
な
る
。
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（１） （４）

祭  

事  

暦

十
月
十
四
日
（
土
）﹇
午
前
十
時
﹈

　
　
　
　
　
　
秋
季
大
祭
【
供
膳
祭
】　

十
月
十
五
日
（
日
）﹇
午
前
九
時
﹈

                  

神
幸
祭

十
一
月
中
　
　
七
五
三
祈
祷

十
一
月
二
十
三
日
（
木
）﹇
午
後
二
時
﹈

　
　
　
　
　
　
新
穀
感
謝
祭

一
月
二
日
（
火
）﹇
午
後
二
時
﹈

　
　
　
　
　
　
年
始
祭

毎
月
一
日
﹇
午
前
九
時
﹈
月
次
祭

　

摂末社巡拝⑫

荒　神　社（西田）

ひ

さ

ひ

と

祝 

秋
篠
宮
悠
仁
親
王
殿
下
ご
誕
生

倉敷市西田２１０　　祭神　倉稲魂神

　
秋
篠
宮
妃
殿
下
に
は
、
本
年
二
月
に

ご
懐
妊
と
報
じ
ら
れ
、
妃
殿
下
の
ご
静

穏
と
ご
安
産
を
祈
年
申
し
上
げ
て
ま
い

り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
九
月
六
日
悠
仁
親

王
殿
下
が
ご
誕
生
に
な
り
、
皇
室
の
お

慶
び
は
申
し
上
げ
る
ま
で
も
な
く
、
国

民
に
と
り
ま
し
て
も
誠
に
悦
ば
し
く
、

こ
こ
に
謹
ん
で
お
祝
い
申
し
上
げ
る
次

第
で
あ
り
ま
す
。

　
今
後
の
親
王
殿
下
の
お
健
や
か
な
ご

成
長
と
妃
殿
下
の
順
調
な
お
肥
立
ち
は

申
す
ま
で
も
な
く
、
皇
室
の
弥
栄
を
心

か
ら
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

　
昨
年
か
ら
今
年
に
か
け
て
皇
室
典
範
改

正
問
題
が
議
論
さ
れ
て
い
ま
す
。

　「
皇
室
典
範
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」
の

報
告
書
で
は
「
男
女
平
等
」
や
「
分
か
り

や
す
さ
」
を
理
由
に
、
皇
位
継
承
順
位
は

　
女
性
天
皇
と
女
系
天
皇

　
　
　
　
　
　
の
違
い
と
は

「
男
女
を
問
わ
ず
第
一
子
優
先
」
が
適
当
と
し

て
い
ま
す
。

　
天
皇
の
皇
位
は
、
建
国
以
来
第
一
代
神
武
天

皇
か
ら
一
二
五
代
に
わ
た
り
、
男
系
に
よ
る
継

承
を
原
則
と
し
て
き
ま
し
た
。

　
過
去
に
は
八
人
の
女
性
天
皇
が
お
ら
れ
ま
し

た
が
、
い
ず
れ
も
男
系
の
女
性
天
皇
で
あ
り
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
次
の
「
お
世
継
ぎ
」
が
成

人
さ
れ
る
ま
で
の
「
中
継
ぎ
」
と
し
て
即
位
さ

れ
ま
し
た
。

　
も
し
、
報
告
書
に
も
と
づ
い
て
、
将
来
「
女

系
天
皇
」
が
即
位
さ
れ
た
と
す
る
と
血
の
つ
な

が
り
方
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
た
め
、
男
系
継
承

の
伝
統
が
途
絶
え
て
し
ま
い
ま
す
。

　
分
か
り
や
す
く
説
明
す
る
と
、
日
本
は
古
く

か
ら
、
皇
室
と
同
じ
く
「
男
子
が
家
を
継
ぐ
」

と
い
う
文
化
を
持
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
女
性

軽
視
の
意
味
で
は
な
く
、
私
た
ち
が
受
け
継
い

で
き
た
伝
統
で
、
現
在
で
も
自
然
で
一
般
的
な

考
え
方
と
言
え
ま
す
。

　
家
を
継
ぐ
条
件
と
し
て
第
一
子
優
先
と
し
て

い
る
家
庭
は
ほ
と
ん
ど
無
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　
天
皇
家
の
皇
位
継
承
に
お
い
て
も
、
こ
の

伝
統
を
守
り
、
受
け
継
い
で
来
ま
し
た
。
そ

の
期
間
は
二
六
六
六
年
、
こ
れ
ほ
ど
長
い
間

皇
位
が
一
つ
の
血
筋
で
守
ら
れ
て
き
た
国
は

世
界
中
で
日
本
だ
け
で
す
。

　
そ
し
て
、
今
回
の
改
正
論
議
の
大
き
な
問

題
は
、
皇
室
の
方
々
の
ご
意
見
を
全
く
聞
か

ず
に
進
め
ら
れ
て
い
る
事
で
す
。
も
し
、
自

分
の
家
の
後
継
者
の
問
題
を
勝
手
に
決
め
ら

れ
て
し
ま
っ
た
ら
…
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