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結 yui 第17号
祭
り
の
記
憶
　
　
お
や
け
　
こ
う
い
ち

八
十
八
膳
献
穀
会
　
会
員
募
集

　
小
さ
い
頃
、
お
祭
り
と
神
社
を
セ
ッ
ト
に
し
て

考
え
て
い
た
。
お
祭
り
は
必
ず
神
社
で
行
う
も
の

だ
と
い
う
よ
う
に
…
。

　
わ
が
家
か
ら
七
、
八
百
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
離
れ

た
所
に
あ
る
神
社
は
、
参
道
や
境
内
の
周
囲
に
ケ

ヤ
キ
や
ス
ギ
の
大
木
が
並
ぶ
森
が
配
置
さ
れ
、
近

く
の
社
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
く
ら
い
大
き
な
存
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奉
耕
会
員
　
二
十
九
名

現
在
　
賛
助
会
員
　
五
十
七
名

　
　
　
特
別
会
員
　
　
五
　
名

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
し
、
神
饌
田
を
設
け
て
、
田
に
は
餅
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
ご
奉
納
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
耕
文
化
を
、
新
し
い
世
代
が
理
解
し

て
、
更
に
受
け
継
い
で
ゆ
く
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。
な
に

と
ぞ
、
私
ど
も
の
活
動
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、
多
く
の
皆
様
が

ご
入
会
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

会報「結」は皆様のご寄稿により形成しています。
発行17回を迎え、今後も「結の輪」を広めるべく、
ぜひ奮ってご参加ください。
内容・形式などは下記宛てにご連絡ください。

原稿募集のお願い

年 間 行 事

総　会

田打祭

御田植祭（会報発行）

注連縄奉製勉強会

飯野八幡宮八十八膳献饌

抜穂祭（会報発行）

芋煮会

飯野八幡宮新嘗祭

農立神事

飯野八幡宮祈年祭

研修旅行

10月

11月

 1月

 2月

 4月

 5月

 5月

 8月

 9月15日

10月

や
し
ろ

　
相
変
わ
ら
ず
人
ご
み
は
苦
手
な
た
め
、
祭
礼
日

が
土
曜
日
、
日
曜
日
に
当
た
っ
て
も
神
社
に
で
か

け
る
こ
と
は
滅
多
に
な
い
。
む
し
ろ
祭
礼
が
平
日

に
当
た
っ
た
夜
、
時
間
が
許
せ
ば
こ
の
神
社
を
訪

　
わ
が
家
の
近
所
に
は
、
街
道
沿
い
に
こ
じ
ん
ま
り
し
た
森
が
あ
っ
て
、

そ
の
な
か
に
、
こ
れ
ま
た
小
さ
な
社
が
あ
っ
た
。
四
月
の
祭
礼
の
日
に

は
隣
組
の
子
ど
も
た
ち
が
神
輿
を
か
つ
ぎ
、
「
エ
ィ
ヤ
、
サ
ー
ッ
サ
」

と
掛
け
声
を
か
け
な
が
ら
、
賽
銭
箱
を
抱
え
て
隣
組
の
一
軒
一
軒
を
廻

っ
た
。
わ
た
し
に
も
多
く
の
記
憶
が
あ
る
。

在
だ
っ
た
。
毎
年
八
月
一
日
の
祭
礼
に
は
多
く
の
人
出
で
に
ぎ
わ
う
。

踊
り
が
あ
り
、
馬
が
参
道
を
駆
け
、
宵
祭
り
か
ら
本
祭
り
ま
で
様
々
な

行
事
が
組
ま
れ
て
い
る
。

　
幼
い
頃
、
人
見
知
り
だ
っ
た
私
は
い
つ
も
人
ご
み
に
萎
縮
し
て
い
た
。

機
嫌
の
悪
い
子
と
し
て
、
父
母
に
あ
や
さ
れ
な
が
ら
早
々
に
家
に
戻
っ

た
記
憶
が
あ
る
。

　
あ
れ
か
ら
半
世
紀
が
過
ぎ
た
。
近
年
、
遊
び
や
行
事
の
多
様
化
で
子

ど
も
た
ち
は
忙
し
い
ら
し
い
。
今
か
ら
四
年
前
の
こ
と
、
隣
組
の
総
会

に
出
席
し
た
と
き
、
子
ど
も
会
の
母
親
か
ら
意
見
が
出
た
。
四
月
の
最

初
の
土
日
は
春
休
み
で
ス
ポ
ー
ツ
や
行
事
が
多
く
、
そ
の
妨
げ
に
な
る

の
で
、
子
ど
も
神
輿
が
町
内
を
練
り
歩
く
行
事
を
止
め
て
ほ
し
い
旨
の

申
し
出
だ
っ
た
。
す
ぐ
さ
ま
長
老
か
ら
は
惜
し
む
声
が
上
が
っ
た
。

　
し
か
し
主
体
は
い
つ
の
頃
か
ら
か
、
隣
組
か
ら
子
ど
も
会
に
移
っ
て

い
て
、
詠
嘆
こ
そ
す
れ
、
止
め
る
術
が
な
か
っ
た
。
一
年
の
検
討
期
間

を
置
い
た
が
、
結
局
中
止
と
な
っ
た
。
そ
の
六
、
七
年
前
に
は
隣
町
の

神
社
の
子
ど
も
神
輿
も
中
止
に
な
っ
て
い
る
。
妻
の
実
家
が
あ
っ
て
、

息
子
や
娘
が
小
遣
い
稼
ぎ
に
神
輿
を
担
い
だ
こ
と
も
思
い
出
と
な
っ
た
。

小
さ
い
な
が
ら
長
い
歴
史
を
持
っ
て
い
た
、
い
く
つ
も
の
祭
礼
が
ポ
ツ

ン
ポ
ツ
ン
と
消
え
て
遠
ざ
か
っ
て
い
っ
た
。

　
こ
れ
に
比
べ
大
き
な
神
社
の
祭
礼
は
、
祭
礼
日
を
移
行
さ
せ
る
こ
と

な
く
続
い
て
い
る
。
多
く
の
祭
り
の
日
程
が
神
輿
の
担
ぎ
手
の
都
合
や

観
光
客
を
当
て
込
み
イ
ベ
ン
ト
化
し
て
土
、
あ
る
い
は
日
曜
日
に
移
行

す
る
な
か
で
、
見
よ
う
に
よ
っ
て
は
頑
な
に
、
伝
統
を
受
け
継
い
で
い

る
。
し
か
し
、
裏
方
に
廻
る
人
の
「
大
人
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
、
子
ど
も

は
学
校
、
な
か
な
か
人
集
め
に
苦
労
し
ま
す
よ
」
の
語
尾
か
ら
漏
れ
る

苦
笑
が
こ
こ
の
と
こ
ろ
毎
年
続
く
。

れ
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
参
道
の
入
り
口
に
立
つ
と
、
奥
に
灯
り
が
見

え
、
幻
想
的
で
も
あ
る
。
ゆ
っ
く
り
歩
き
、
灯
り
に
近
づ
く
。
「健
康
」

「
家
内
安
全
」
な
ど
と
書
か
れ
た
灯
篭
の
灯
り
が
、
人
気
の
な
い
参
道

の
両
側
に
残
っ
て
い
る
。
そ
の
素
朴
な
祈
り
は
、
祭
礼
を
よ
り
身
近
に

感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　(

お
や
け
　
こ
う
い
ち
・
い
わ
き
地
域
学
會
会
員
）



い
の
ち
輝
く
ま
つ
り
の
誕
生
　
　
門
馬
　
巌

　
風
薫
る
、
と
は
五
月
の
時
候
の
挨
拶
に
よ
く
用
い
る
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に

薫
る
匂
い
に
は
ど
の
よ
う
な
印
象
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
桜
は
あ
ま
り
香
り
が
な
い
し
、

梅
は
よ
く
香
る
が
季
節
が
異
な
る
。
こ
の
場
合
の
薫
る
は
、
若
葉
や
厳
し
か
っ
た
冬

が
よ
う
や
く
過
ぎ
、
待
ち
わ
び
た
目
映
い
新
鮮
な
季
節
の
雰
囲
気
を
表
し
た
も
の
だ

ろ
う
か
。
そ
し
て
、
田
植
え
が
お
わ
っ
た
田
面
を
吹
く
風
の
匂
い
に
、
生
命
の
息
吹

を
感
じ
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
う
。

　
夏
の
匂
い
は
ど
ん
な
匂
い
か
。
草
い
き
れ
の
匂
い
、
夕
立
で
焼
け
た
ア
ス
フ
ァ
ル

ト
か
ら
立
ち
こ
め
る
匂
い
な
ど
人
そ
れ
ぞ
れ
に
違
う
印
象
が
あ
る
だ
ろ
う
。
秋
の
匂

い
は
、
私
に
と
っ
て
は
、
流
鏑
馬
の
馬
の
匂
い
、
装
束
の
準
備
の
樟
脳
の
匂
い
、
注

連
縄
の
藁
や
生
姜
の
匂
い
、
お
祭
の
夜
店
の
ソ
ー
ス
が
焼
け
た
匂
い
な
ど
が
強
烈
な

イ
メ
ー
ジ
に
な
っ
て
い
る
。
冬
は
ど
う
か
。
か
ら
っ
風
に
乗
っ
て
く
る
埃
っ
ぽ
い
匂

い
、
正
月
の
準
備
に
あ
た
り
、
神
札
を
奉
製
す
る
と
き
の
墨
や
朱
肉
の
匂
い
を
、
冬

の
匂
い
と
私
は
連
想
す
る
。

　
匂
い
と
季
節
に
つ
い
て
私
的
な
印
象
を
書
い
て
み
た
。
匂
い
は
人
の
記
憶
に
根
強

く
残
る
も
の
だ
と
い
う
。
五
感
の
中
で
も
原
始
的
な
感
覚
だ
と
も
い
う
。
同
じ
く
五

感
の
う
ち
の
１
つ
で
あ
る
視
覚
的
な
記
憶
、
色
と
季
節
と
の
関
わ
り
は
ど
う
だ
ろ
う
。

風 

薫 

る
　
　
飯
野
　
光
世

は
く
ほ
う

さ
い
ふ
く

は
っ
こ

さ
い
し
ゅ

さ
い
い
ん

ふ
く
せ
い

く
ろ
ほ
う

く
ろ
ほ
う

あ
か
ほ
う

あ
か
ほ
う

し
ろ
や
つ
ふ
じ
も
ん 

し
ろ
ぬ
ば
か
ま

し
ろ
や
つ
ふ
じ
も
ん 

む
ら
さ
き
ぬ
ば
か
ま

り
ょ
く
ほ
う

む
も
ん 

あ
さ
ぎ
ぬ
ば
か
ま

う
す
む
ら
さ
き
や
つ
ふ
じ
も
ん 

む
ら
さ
き
ぬ
ば
か
ま

む
も
ん 

む
ら
さ
き
ぬ
ば
か
ま

　
ま
た
、
色
目
に
つ
い
て
は
私
ど
も
神
職
が
着
用
す
る
装
束
も
、
色
に
よ
っ
て
身
分

や
階
位
を
表
し
て
い
る
。
こ
れ
は
聖
徳
太
子
が
定
め
た
冠
位
十
二
階
が
明
治
の
王
政

復
古
に
よ
り
国
家
機
関
の
最
上
位
に
神
祇
官
が
お
か
れ
、
神
職
の
服
制
が
定
め
ら
れ
、

戦
後
は
神
社
本
庁
が
そ
の
制
度
を
引
き
継
ぎ
今
に
至
っ
て
い
る
。

　
大
祭
に
着
用
す
る
正
装
に
は
神
職
身
分
特
級
は
黒
袍
に
白
八
藤
紋
白
奴
袴
、
一
級

は
黒
袍
に
白
八
藤
紋
紫
奴
袴
、
二
級
上
は
赤
袍
に
薄
紫
八
藤
紋
紫
奴
袴
、
二
級
は
、

赤
袍
に
無
紋
紫
奴
袴
を
、
三
級
・
四
級
は
紺
袍
と
無
紋
浅
黄
奴
袴
と
定
め
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
他
に
礼
装
と
い
う
装
束
が
新
た
に
定
め
ら
れ
、
白
袍
に
白
袴
で
本
日

斎
主
が
着
用
し
て
い
る
装
束
で
、
祭
員
が
着
用
し
て
い
る
装
束
は
、
斎
服
と
い
う

装
束
で
あ
る
。

　
我
々
神
職
は
、
他
所
の
祭
礼
に
参
列
す
る
際
、
一
目
で
奉
仕
す
る
神
職
の
身
分

が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
特
別
の
祭
礼
に
は
神
社
本
庁
の
お
許
し

を
得
て
、
身
分
以
外
の
装
束
を
着
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
田
植
え
が
終
わ
り
、
田
一
面
の
た
よ
り
な
げ
な
早
苗
が
薫
風
に
た
な
び
く
。

こ
れ
よ
り
先
、
苗
が
育
っ
て
い
く
な
か
で
、
風
と
水
の
憂
い
や
虫
の
災
い
が
無
く
、

豊
か
な
秋
の
稔
り
を
祈
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　�

　
（
い
い
の
　
み
つ
よ
・
　
飯
野
八
幡
宮
　
宮
司
）

玄武

白虎 青龍

朱雀

北

南
西 東

青春

朱夏

白秋

玄冬

　
先
人
は
、
天
の
四
方
を
司
る
神
獣

（
青
龍
・
朱
雀
・
白
虎
・
玄
武
）
を
配

し
、
青
龍
は
春
、
東
、
青
を
表
し
朱
雀

は
夏
、
南
、
朱
を
表
し
、
白
虎
は
秋
、

西
、
白
を
表
し
、
玄
武
は
冬
、
北
、
黒

を
表
し
て
い
る
こ
と
は
、
人
口
に
膾
炙

し
て
い
て
、
歴
史
的
に
も
文
化
的
に
も

奥
が
深
そ
う
で
あ
る
。

　
人
類
の
大
昔
、
「
ま
つ
り
」
は
ど
の
よ
う
に
発
生
し
、
人
間
に
受
け
入
れ
ら
れ
て

い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
遠
く
旧
石
器
時
代
「
ま
つ
り
」
が
生
ま
れ
る
前
は
、
文
字
の
記
録
が
残
っ
て
い
な

い
た
め
実
際
の
様
子
は
分
か
り
に
く
い
。
し
か
し
、
古
代
の
「
ま
つ
り
」
は
、
季
節

や
天
候
の
変
化
な
ど
で
食
料
確
保
が
常
に
不
安
定
な
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
、
そ
ん

な
状
況
で
誕
生
し
た
と
推
測
で
き
る
。

　
食
料
の
保
存
方
法
も
な
か
っ
た
時
代
、
必
要
な
食
料
が
手
に
入
ら
な
い
状
況
が
何

日
も
続
け
ば
、
す
ぐ
に
飢
え
死
に
し
て
し
ま
う
。
人
類
が
も
っ
と
も
恐
れ
た
の
は
、

病
気
そ
し
て
飢
え
で
あ
ろ
う
。
ど
う
す
れ
ば
い
の
ち
が
危
ぶ
ま
れ
る
不
安
か
ら
逃
れ

ら
れ
る
か
。
全
く
見
当
が
付
か
な
か
っ
た
と
き
、
人
々
は
一
本
の
柱
を
回
り
な
が
ら
、

豊
か
な
食
料
の
確
保
と
子
孫
の
繁
栄
を
自
然
に
叫
び
太
陽
に
祈
る
美
し
い
「
い
の
ち

の
輝
き
」
を
持
っ
て
い
た
。

　
歌
は
、
集
団
生
活
を
お
く
る
老
若
男
女
や
、
暮
ら
す
季
節
を
問
わ
ず
人
々
の
叙
情

詩
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
「
ま
つ
り
」
の
い
の
ち
輝
く
詞
詩
や
文
学
の
初
め
の
姿
で
も

あ
っ
た
。
こ
う
し
て
「
ま
つ
り
」
は
人
類
の
発
生
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
起
こ
り
、

連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
人
々
の
日
々
の
姿
を
あ
ら
わ
し
て
い
っ
た
。

　
そ
も
そ
も
古
代
の
人
類
は
、
動
物
や
樹
木
・
山
や
沼
・
太
陽
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
動

植
物
や
自
然
物
・
自
然
現
象
に
、
人
間
と
同
じ
よ
う
に
「
魂
」
が
存
在
す
る
と
信
じ

て
き
た
。
集
う
人
々
に
祭
主
が
、
魂
の
意
味
や
先
祖
の
意
志
と
自
然
と
人
々
と
の
営

み
を
伝
え
た
。
「
ま
つ
り
」
も
時
代
と
共
に
発
展
し
、
長
い
時
間
を
か
け
て
神
秘
的

で
美
し
い
神
事
に
整
え
て
ら
れ
て
い
っ
た
。
洗
練
さ
れ
た
こ
の
ま
つ
り
こ
そ
、
人
々

の
い
の
ち
の
輝
き
な
の
で
あ
る
。

　
い
の
ち
の
輝
き
は
常
に
「
明
き
・
清
き
・
直
き
心
」
で
あ
り
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
幸
い
に
、
わ
が
日
本
列
島
は
豊
葦
原
水
穂
国
で
あ
る
遠
い
昔
か
ら
、
春
夏

秋
冬
「
ま
つ
り
」
の
年
中
行
事
に
よ
っ
て
自
然
の
恵
み
に
感
謝
し
五
穀
豊
穣
に
心
を

捧
げ
て
き
た
。
飯
野
八
幡
宮
八
十
八
膳
献
穀
会
の
意
義
は
大
き
い
。
益
々
の
ご
発
展

を
祈
念
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
も
ん
ま
　
い
わ
お
・
八
十
八
膳
献
穀
会
　
賛
助
会
員
）

　
「
ま
つ
り
」
は
日
常
的
で
は
な
く
特
別

な
意
味
を
も
っ
て
い
た
、
ぎ
り
ぎ
り
の
生

存
条
件
に
置
か
れ
た
人
間
に
と
っ
て
は
特

に
重
要
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
大
事
小
事
な

く
穏
や
か
な
日
々
を
暮
ら
せ
る
よ
う
、
祭

り
は
未
来
に
働
き
か
け
る
こ
と
の
で
き
る

唯
一
の
手
段
で
あ
っ
た
の
だ
。

　
初
め
は
ご
く
簡
単
な
言
葉
、
感
動
を
そ

の
ま
ま
表
現
す
る
だ
け
の
ま
つ
り
ば
や
し

が
、
農
耕
な
ど
の
労
働
時
に
自
然
発
生
し

た
感
動
の
表
現
が
掛
け
声
と
な
り
、
掛
け

声
が
連
結
し
て
「
こ
と
ば
」
文
字
に
発
展

し
歌
が
生
ま
れ
た
。


