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現
在

　
飯
野
八
幡
宮
の
古
式
大
祭
で
行
わ
れ
る
八
十
八
膳
献
饌
神
事
は
古
く
か

ら
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
も
の
で
、県
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に

指
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
八
十
八
膳
献
饌
神
事
を
永
く
守
り
伝
え
て
ゆ
く
た
め
に
、八
十
八
膳
献

穀
会
を
発
足
さ
せ
、
神
饌
田
を
設
け
て
、
田
に
は
糯
米
を
作
り
、
畑
で
は

野
菜
等
を
栽
培
し
、
御
神
饌
と
し
て
奉
納
し
て
お
り
ま
す
。

　
こ
の
御
奉
仕
を
通
じ
て
、日
本
の
伝
統
的
な
農
耕
儀
礼
の
復
元
と
、風

土
に
根
ざ
し
た
農
業
文
化
を
、新
し
い
世
代
が
理
解
し
て
さ
ら
に
受
け
継

い
で
ゆ
く
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。な
に
と
ぞ
、私
共
の
活
動
を
ご
理

解
頂
き
、多
く
の
皆
様
が
ご
入
会
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。

　
外
国
人
か
ら
見
た
日
本
人
像
と
し
て
「
ま
つ
り
を
気
に
し

て
な
か
な
か
自
分
の
意
見
を
言
わ
な
い
」「
一
人
で
判
断
で
き

ず
い
つ
も
集
団
で
行
動
す
る
」
等
々
が
言
わ
れ
る
。
あ
る
い
は

「
願
い
事
は
神
社
に
詣
で
、
墓
参
り
は
寺
に
行
き
、
結
婚
式
は

教
会
で
挙
げ
る
。
ク
リ
ス
マ
ス
や
バ

レ
ン
タ
イ
ン
デ
ー
は
い
わ
ず
も
が
な

で
、
日
本
人
の
宗
教
観
は
理
解
で
き

な
い
」
な
ど
と
言
わ
れ
た
り
す
る
。
耳

の
痛
い
指
摘
で
あ
る
が
、
そ
の
起
源

は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
ひ
と
つ
に
は
日
本
が
農
業
国
だ
か

ら
と
い
わ
れ
て
い
る
。
他
の
古
代
文

明
と
同
じ
く
農
業
国
は
多
神
教
で
あ

る
。

　
農
業
は
様
々
な
自
然
条
件
が
う
ま

く
融
合
す
る
こ
と
で
初
め
て
収
穫
で

き
る
。
日
光
・
風
・
水
な
ど
多
く
て
も

少
な
く
て
も
災
害
を
も
た
ら
す
。
こ

の
た
め
、
こ
れ
ら
を
神
と
し
て
祀
る

よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
定
住
生
活
の

た
め
、
農
地
や
山
・
川
・
大
木
・
大
石
、

さ
ら
に
は
井
戸
・
か
ま
ど
・
道
路
・
橋
な
ど
も
信
仰
の
対
象
と

な
っ
た
。
こ
う
し
た
自
然
を
対
象
に
し
た
信
仰
は
限
り
な
く

多
神
教
と
な
り
、
有
益
な
も
の
は
な
ん
で
も
取
り
込
ん
で
崇

拝
す
る
と
い
う
民
族
性
が
生
ま
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

日
本
人
の
Ｄ
Ｎ
Ａ  

鮫
島
　
和
弘

　
さ
ら
に
農
業
、
特
に
米
は
共
同
作
業
の
賜
物
で
あ
り
、耕
作
す

る
人
数
が
多
け
れ
ば
収
穫
も
あ
が
る
か
ら
、
他
者
を
受
け
入
れ

る
こ
と
も
で
き
る
。
機
械
化
さ
れ
る
前
は
、米
作
り
は
村
を
挙
げ

て
行
っ
た
。
か
つ
て
の
「
村
八
分
」
は
単
な
る
仲
間
は
ず
れ
で
は

な
く
、
生
き
て
い
け
な
い
、つ
ま
り
死
ぬ
こ
と
を
意
味
し
て
い
た

と
い
わ
れ
る
。

　
そ
う
し
た
社
会
の
も
と
で
は
一
糸
乱
れ
ぬ
団
体
行
動
が
理
想

と
さ
れ
、
他
人
と
異
な
る
考
え
や
行
動

が
タ
ブ
ー
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ

う
し
た
習
性
が
現
在
ま
で
残
っ
て
い
て

冒
頭
の
よ
う
な
日
本
人
観
に
つ
な
が
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
れ
に
対
し
、
牧
畜
の
風
土
に
発
生

し
た
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
は
、

牧
草
や
水
を
求
め
て
移
動
す
る
た
め
神

は
一
人
で
よ
く
、
神
の
姿
を
模
し
た
偶

像
は
造
ら
な
い
。
た
と
え
牧
童
で
も
群

れ
を
率
い
る
以
上
は
一
人
前
の
リ
ー

ダ
ー
で
あ
り
、
自
分
で
判
断
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
生
産
性
の
限

ら
れ
て
い
る
牧
畜
は
、
余
分
な
人
間
を

食
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
排

他
的
な
面
も
持
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
は
ど
ち
ら
が
正
し
い
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
風
土
か
ら
生
ま
れ
た
信
仰
や
宗
教
は
、他

の
民
族
に
と
っ
て
奇
異
に
見
え
て
も
歴
史
的
な
経
緯
が
あ
る
の

で
あ
り
、
そ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
が
双
方
に
必
要
な
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　（
い
わ
き
市
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員
・
蘭
秀
寺
住
職
）

今年の神饌田の稔り今年の神饌田の稔り

　
小
名
浜
の
西
町
に
あ
っ
た
砂
地

の
畑
で
採
れ
た
す
い
か
を
、
家
の

井
戸
水
に
浸
け
て
冷
や
し
、
そ
れ

を
切
り
分
け
て
家
族
と
と
も
に
味

わ
っ
た
日
の
思
い
が
、
行
間
に
に

じ
み
出
て
い
る
事
を
読
み
取
っ
た

の
は
、
遺
骨
も
還
ら
な
か
っ
た
父

の
形
見
と
し
て
何
度
も
何
度
も
読

み
返
し
た
末
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
昭
和
二
十
年
三
月
十
七
日
、
硫

黄
島
に
立
て
こ
も
っ
た
日
本
軍
将

兵
は
、
上
陸
し
た
ア
メ
リ
カ
軍
に

総
攻
撃
を
仕
掛
け
て
玉
砕
。
こ
の

夜
、
父
は
祖
母
ミ
カ
の
夢
枕
に

立
っ
た
と
い
う
。

四
月
二
十
六
日
　
　
八
十
八
膳
献
穀
会
　
総
会

五
月
二
十
四
日
　
　
田
打
祭

五
月
二
十
八
日
　
　
御
田
植
祭

八
月
中
旬
　
　
　
　
注
連
縄
奉
製
勉
強
会

九
月
十
五
日
　
　
　
飯
野
八
幡
宮
古
式
大
祭
　

　
　
　
　
　
　
　
　
八
十
八
膳
献
饌
神
事

十
月
下
旬
　
　
　
　
抜
穂
祭

十
一
月
上
旬
　
　
　
芋
煮
会

　
　
　
　
　
　
　
　
研
修
旅
行

十
一
月
下
旬
　
　
　
新
嘗
祭

十
二
月
中
旬
　
　
　
忘
年
会

一
月
上
旬
　
　
　
　
農
立
神
事

三
月
中
旬
　
　
　
　
祈
年
祭

献
穀
会
年
間
行
事



菊
酒
の
効
用
　
飯
野
　
光
世

　
九
月
十
五
日
飯
野
八
幡

宮
の
古
式
大
祭
が
、
恒
の

如
く
斉
行
さ
れ
、
ご
神
前

に
八
十
八
膳
神
饌
が
お
供

え
さ
れ
ま
し
た
。
関
係
各

位
の
誠
心
に
深
甚
な
る
謝

意
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
今
年
の
祭
礼
は
一
日
の

祭
始
祭
、
九
日
の
円
座
的

祭
、
十
三
日
の
潮
垢
離
神

事
、
十
四
日
の
例
祭
、
十
五

日
の
古
式
大
祭
と
す
べ
て

の
神
事
が
天
候
に
恵
ま
れ

ま
し
た
。
近
年
稀
な
こ
と

と
存
じ
ま
す
。

　
天
候
と
い
え
ば
今
年
は
猛
暑
と
台
風
が
顕
著
に
現
れ
た
年
で
も

あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
も
地
球
温
暖
化
の
影
響
で
し
ょ
う
か
。
幸
い

当
地
方
は
台
風
の
被
害
も
無
く
作
況
指
数
も
「
や
や
良
」
と
な
っ

て
お
り
、
昨
年
の
冷
害
と
は
打
っ
て
変
わ
っ
て
豊
作
の
よ
う
で

す
。
御
神
恩
に
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
さ
て
九
月
九
日
の
円
座
的
祭
の
直
会
で
は
恒
例
の
菊
酒
が
振
舞

わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
菊
酒
は
重
陽
の
節
句
に
因
ん
だ
も
の
で
す
。

　
節
句
は
も
と
は
「
節
供
」
と
表
さ
れ
、
神
に
供
え
る
「
節
日
の

供
物
」
を
意
味
し
て
お
り
ま
し
た
。
こ
の
「
節
日
」
は
す
で
に
奈

良
時
代
に
は
定
め
ら
れ
て
お
り
、
宮
廷
儀
礼
と
し
て
伝
え
ら
れ
て

ご

せ

っ

く

い
ま
し
た
が
、
江
戸
時
代
に
入
る
と
「
五
節
供
」
と
し
て
制
定
さ

じ
ん
じ
つ

れ
ま
し
た
。「
五
節
供
」
と
い
う
と
正
月
七
日
の
「
人
日
」、
三
月

じ
ょ
う
し

た

ん

ご

た
な
ば
た

三
日
の
「
上
巳
」、
五
月
五
日
の
「
端
午
」、
七
月
七
日
の
「
七
夕
」、

ち
ょ
う
よ
う

九
月
九
日
の
「
重
陽
」
で
す
。

　
重
陽
は
易
で
陽
数
の
極
で
あ
る
「
九
」
が
重
な
る
こ
と
か
ら
目

出
度
い
日
と
さ
れ
、
菊
の
花
を
飾
り
、
丘
な
ど
に
登
っ
て
邪
気
を

は
ら
い
長
寿
を
祈
る
風
習
が
中
国
に
あ
り
、
こ
れ
が
日
本
に
伝

わ
っ
た
も
の
と
い
わ
れ
、
日
本
で
は
奈
良
時
代
よ
り
宮
中
で
、
菊

の
花
を
浮
か
べ
た
お
酒
を
酌
み
交
わ
し
、
観
菊
の
宴
が
催
さ
れ
ま

し
た
。

　
菊
の
花
は
食
用
菊
と
し
、
酢
の
物
・
あ
え
も
の
な
ど
に
用
い
ら

れ
、
酒
の
つ
ま
に
は
も
っ
て
こ
い
で
、
二
日
酔
い
を
防
止
す
る
作

用
が
あ
る
な
ど
そ
の
効
用
は
期
待
で
き
そ
う
で
す
。
そ
の
他
の
効

用
を
調
べ
る
と
解
熱
、
ま
た
、
毛
細
血
管
の
抵
抗
性
を
増
し
、
さ

ら
に
、
抗
菌
性
が
あ
る
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
ま
す
。
菊
は
「
効
く
」
？

な
ど
揶
揄
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
案

外
不
老
長
寿
・
健
康
保
持
な
ど
に

関
す
る
話
が
昔
か
ら
い
ろ
い
ろ
な

書
物
に
書
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か

ら
見
る
と
、
本
当
に
効
く
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
も
先
人
の
知

恵
が
見
ら
れ
、
大
変
興
味
深
い
も

の
で
す
。

　
　
　     

（
飯
野
八
幡
宮
宮
司
）

拝
啓

炎
暑
の
候
、
永
ら
く
御
無
沙
汰
に
打
ち
過
ぎ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
母
上
様
初

め
皆
に
は
何
の
お
変
わ
り
も
無
く
お
暮
ら
し
の
事
と
思
い
居
り
ま
す
。

御
地
も
八
月
に
入
り
て
よ
り
、
日
々
暑
い
盛
り
と
思
い
ま
す
。
母
上
様
に
も

麦
刈
り
に
田
草
な
ど
に
て
大
分
御
多
忙
だ
っ
た
事
で
し
ょ
う
。今
年
の
大
麦

な
ど
の
作
は
い
か
が
で
し
た
か
。
あ
ま
り
無
理
を
致
さ
ぬ
様
、
御
注
意
い
た

す
様
お
願
ひ
申
し
ま
す
。

御
地
も
西
瓜
、
南
瓜
の
盛
り
で
し
ょ
う
。
こ
れ
で
内
地
の
西
瓜
の
味
も
二
夏

味
は
ふ
事
も
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
が
。

ま
た
、
浜
の
方
の
漁
は
ど
う
で
す
か
。
大
謀
網
等
の
漁
は
い
か
が
で
す
か
。

工
場
の
方
の
件
は
い
か
様
に
な
り
ま
し
た
か
。
御
通
知
下
さ
る
様
。

小
生
の
俸
給
の
六
月
分
よ
り
家
族
渡
し
に
成
り
居
り
ま
す
故
、
六
月
・
七
月

分
共
に
渡
り
居
る
事
で
し
ょ
う
が
、ま
た
四
月
二
十
二
三
日
に
電
報
為
替
に

て
（
百
円
也
）
送
金
い
た
し
ま
し
た
が
、
受
取
り
の
事
と
思
ひ
居
り
ま
す
が

念
の
た
め
御
一
報
の
程
を
。

そ
の
後
小
生
も
出
征
以
来
益
々
元
気
旺
盛
、
軍
務
に
精
励
致
し
居
り
ま
す

故
、
御
放
念
の
程
を
お
願
致
し
ま
す
。

で
は
時
節
柄
御
身
体
を
大
切
に
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　                                                

草
々

　
右
の
手
紙
の
宛
先
は
「
福
島
県
石
城
郡
小
名
浜
町
古
湊
　
小
野
ミ
カ
様
」

差
出
人
は「
横
須
賀
局
気
付
　
ウ
二
七
ウ
四
〇
二
　
小
野
徳
太
郎
」と
あ
り
、

さ
ら
に
「
軍
事
郵
便
」「
検
閲
済
」
の
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。
軍
事
郵
便
と

い
う
性
格
上
発
信
日
な
ど
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、受
け
取
っ
た
月
日
が
メ

モ
さ
れ
て
い
た
の
で
、
昭
和
十
九
年
八
月
の
も
の
と
知
ら
れ
る
。
差
出
人
の

小
野
徳
太
郎
は
私
の
父
、従
っ
て
文
中
で
母
と
呼
び
か
け
て
い
る
小
野
ミ
カ

は
私
の
祖
母
に
あ
た
る
。
ち
ょ
う
ど
六
十
年
前
に
、
戦
地
の
父
が
家
郷
に
寄

せ
た
一
通
で
あ
る
。

　
父
徳
太
郎
は
、
昭
和
十
八
年
六
月
十
三
日
の
朝
、
家
族
や
親
戚
、
知
人
に

見
送
ら
れ
て
臨
港
小
名
浜
駅
を
後
に
し
、十
五
日
に
横
須
賀
第
一
海
兵
団
に

入
団
し
た
。
そ
の
半
月
後
に
小
笠
原
諸
島
の
父
島
に
向
か
い
、
父
島
で
十
カ

月
の
軍
務
の
あ
と
、
さ
ら
に
南
の
海
上
に
浮
か
ぶ
硫
黄
島
に
転
勤
し
た
。
手

紙
は
硫
黄
島
か
ら
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
当
時
、
私
の
家
は
自
家
の
消
費
を
ま
か
な
え
る
程
度
の
田
畑
を
耕
作
し
、

父
祖
の
業
で
あ
る
鰹
節
の
製
造
や
イ
ワ
シ
の
方
刺
し
、
煮
干
し
な
ど
の
加

工
、
鮮
魚
の
出
荷
な
ど
を
営
ん
で
い
た
。
出
征
し
た
父
に
代
わ
っ
て
、
農
作

業
や
浜
の
漁
模
様
に
気
を
配
る
事
と
な
っ
た
祖
母
の
ミ
カ
は
五
十
六
歳
で

あ
っ
た
。

　
父
の
戦
地
か
ら
の
手
紙
は
、現
在
私
の
手
元
に
四
十
四
通
が
残
さ
れ
て
い

る
。
内
容
か
ら
見
て
さ
ら
に
幾
通
か
の
手
紙
が
出
さ
れ
た
形
跡
が
あ
る
が
、

届
か
な
か
っ
た
ら
し
い
。こ
の
中
で
、食
べ
物
の
こ
と
に
触
れ
て
い
る
の
は
、

こ
の
一
通
だ
け
で
あ
る
。

　
二
十
九
歳
の
、
戦
地
の
父
が
し
た
た
め
た
便
り
は
も
と
よ
り
軍
事
郵
便
、

極
め
て
制
約
さ
れ
た
表
現
の
な
か
で
、二
夏
も
味
わ
う
事
が
出
来
な
か
っ
た

西
瓜
の
味
を
、
炎
暑
の
硫
黄
島
で
懐
か
し
ん
で
い
る
。

す
い
か

西
瓜
の
味
　
小
野
　
一
雄


