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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
。

　
今
は
、
こ
ん
な
こ
ろ
と
思
う
の
に
、

花
で
も
野
菜
で
も
あ
る
ん
だ
か
ら
、

ど
こ
で
、
ど
う
し
て
つ
く
ら
れ
る
ん

だ
ろ
う
と
思
う
程
だ
。

　
先
ご
ろ
ま
で
は
、
枝
豆
と
い
う
と
、

十
五
夜
の
月
見
が
近
づ
い
た
こ
ろ
で

な
い
と
食
え
な
か
っ
た
。

「
な
ん
に
し
ま
す
」
と
い
う
の
で
、「
ウ
ン
、
ビ
ー
ル
」
と
い
う
と
、

「
ハ
イ
、
ど
う
ぞ
」
と
、
目
の
前
へ
グ
ラ
ス
が
置
か
れ
、
そ
こ
へ
す

い
っ
と
手
が
の
び
て
き
て
、
白
い
泡
が
ス
ウ
ッ
と
上
が
っ
て
き
た

の
が
、
グ
ラ
ス
い
っ
ぱ
い
の
と
こ
ろ
で
止
ま
っ
た
。

「
い
や
ー
、
あ
り
が
と
う
」
と
、
そ
の
ま
ま
一
息
に
飲
ん
だ
グ
ラ
ス

を
置
い
た
ら
、
そ
こ
に
真
っ
白
の
小
皿
で
、
枝
豆
が
出
て
い
た
。

「
お
や
、
も
う
枝
豆
出
た
の
か
い
」

と
い
う
の
へ
、

「
い
や
ー
、
も
う
と
う
に
で
す
よ
」

と
い
う
。

　
と
に
か
く
、
旧
八
月
十
五
日
の
月
見
に
供
え
て
か
ら
食
う
と
い
う
の
が
、
普
通

で
あ
っ
た
。「
な
ん
だ
い
、
こ
っ
ち
で
お
月
見
さ
ま
こ
ね
え
の
に
、
早
い
ご
と
ユ
デ

マ
メ
食
っ
た
の
が
え
」
と
い
う
く
ら
い
、
そ
れ
は
異
例
に
近
か
っ
た
。
そ
れ
も
普

通
の
畑
へ
つ
く
っ
た
も
の
で
は
、
お
月
見
様
に
ユ
デ
マ
メ
に
し
て
供
え
ら
れ
る
と

い
う
の
も
異
例
と
い
う
べ
き
で
、
畔
（
く
ろ
）
ま
め
（
田
の
畔
に
つ
く
る
）
で
な

い
と
、
だ
め
で
あ
っ
た
。
今
の
田
ん
ぼ
の
畔
に
は
、
豆
な
ど
つ
く
っ
て
あ
る
の
は

見
ら
れ
な
い
。
畔
シ
ー
ト
な
ど
便
利
な
も
の
が
出
来
て
、
畔
塗
り
な
ど
や
ら
な
く

と
も
よ
く
な
っ
た
か
ら
だ
。
ま
た
、
畔
シ
ー
ト
で
は
、
豆
を
ま
く
場
が
な
い
の
だ
。

稲
を
つ
く
る
田
ん
ぼ
は
、
田
植
え
が
お
わ
っ
て
か
ら
穂
が
出
て
色
づ
く
ま
で
は
、

水
を
き
ら
し
て
は
な
ら
な
い
か
ら
、
水
漏
れ
を
防
ぐ
た
め
、
一
度
畔
の
土
を
削
り

落
と
し
（
く
ろ
ば
切
り
と
い
っ
た
）、
そ
こ
へ
新
し
く
田
の
土
を
こ
ね
て
、
五
セ
ン

チ
ぐ
ら
い
の
厚
さ
を
塗
り
つ
け
る
。
畔
塗
り
で
あ
る
。

　　
実
は
、
田
植
え
前
の
仕
事
の
う
ち
で
、
こ
の
畔
塗
り
は
大
変
な
重
労
働
で
あ
っ

た
。
土
を
こ
ね
る
た
め
に
は
、
水
を
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
堀
に
堰
を
し
て

水
を
か
け
て
も
よ
い
の
だ
が
、
そ
う
す
る
と
、
乾
い
て
い
る
田
ん
ぼ
一
面
へ
水
を

か
け
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
、
そ
れ
が
乾
か
な
い
う
ち
は
ご
ち
ゃ

ご
ち
ゃ
で
う
な
え
な
く
な
る
。
畔
塗
り
が
出
来
た
ら
、
直
き
に
田
を
う
な
い
た
い

の
だ
。
で
き
る
な
ら
、
こ
ね
る
土
に
だ
け
水
を
か
け
た
い
。
堀
か
ら
近
い
と
こ
ろ

で
あ
れ
ば
、
大
柄
杓
で
堀
か
ら
も
か
け
ら
れ
る
が
、
遠
く
と
な
る
と
バ
ケ
ツ
な
ど

で
汲
ん
で
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
少
し
で
も
雨
が
降
っ
た
と
な
る

と
、そ
れ
っ
と
家
族
総
出
、
子
ど
も
ま
で
連
れ
出
さ
れ
て
土
こ
ね
を
さ
せ
ら
れ
る
。

塗
る
だ
け
の
土
を
畔
際
へ
寄
せ
て
置
い
て
、
こ
の
土
へ
だ
け
水
を
か
け
て
、
か
け

た
ら
直
き
両
足
で
踏
む
。
畔
踏
み
と
か
畔
土
踏
み
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て

こ
ね
た
土
を
、
三
本
の
角
が
出
た
よ
う
な
特
殊
な
鍬
で
す
く
っ
て
、
畔
へ
張
り
つ

け
る
。
そ
の
あ
と
、
平
た
い
鍬
で
ぺ
た
ぺ
た
押
し
つ
け
て
表
面
を
な
ら
す
。
こ
の

作
業
は
、中
腰
に
な
っ
て
力
の
い
る
こ
と
な
の
で
、「
畔
塗
り
さ
え
な
い
と
い
い
の

だ
が
…
…
」
と
い
う
言
葉
が
出
た
も
の
だ
。
今
は
そ
れ
が
な
く
な
っ
た
。
一
枚
の

シ
ー
ト
を
張
れ
ば
よ
い
の
だ
。
平
鍬
で
、
表
面
を
す
う
っ
と
な
で
つ
け
た
時
な
ど

は
、
左
官
が
壁
を
塗
り
上
げ
た
と
同
じ
よ
う
で
、
夕
陽
な
ど
に
光
っ
た
と
こ
ろ
な

ど
は
実
に
美
し
か
っ
た
も
の
だ
。
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そ
ろ
そ
ろ
、
ユ
デ
マ
メ
（
茹
で
豆
）
の
節
に
な
っ
た
な
と
い
う
の

は
、
夏
を
過
ご
し
て
秋
だ
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。「
お
月
見
さ
ま

に
な
っ
か
ら
、
あ
そ
こ
の
ユ
デ
マ
メ
見
で
こ
う
」
と
か
、
ま
た
人
に

よ
っ
て
は
、「
こ
と
っ
し
ゃ
（
今
年
は
）
俺
ん
と
こ
で
は
、
お
そ
く
っ

て
お
月
見
さ
ま
に
ま
ん
に
あ
ね
え
（
間
に
合
わ
な
い
）
よ
う
だ
」
な

ど
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。

　
そ
こ
に
八
幡
神
が
社
殿
よ
り
現
れ
る
。
こ
れ
を
見
た
光
宗
は
感
涙
に
む
せ
ぶ
。
そ
の
う

ち
、
龍
神
も
波
間
よ
り
現
れ
て
、
龍
燈
を
神
前
に
備
え
る
と
周
囲
は
一
際
か
が
や
き
わ
た

る
。
夜
明
け
に
な
っ
て
光
宗
が
神
前
を
拝
す
る
と
八
幡
神
は
感
応
の
声
を
あ
げ
、
天
女
は

天
空
へ
立
ち
帰
り
、
龍
神
は
水
の
上
を
翔
け
、
波
を
蹴
立
て
て
飛
び
去
っ
て
行
く
、
と
い

う
の
が
「
飯
野
」
の
あ
ら
す
じ
で
あ
る
。

　
内
藤
家
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
こ
の
飯
野
八
幡
宮
ゆ
か
り
の
曲
が
、
た
と
え
「
小
謡
」
の

形
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
磐
城
領
内
に
伝
播
し
て
謡
い
継
が
れ
て
き
た
こ
と
が
確
認
で
き
、

快
い
思
い
が
し
た
。

　
こ
の
曲
の
由
来
を
踏
ま
え
て
、
小
謡
「
飯
野
」
を
矢
吹
さ
ん
に
い
つ
か
ご
披
露
頂
き
た

い
と
考
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
い
わ
き
市
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員
）

潮垢離のあと立ち寄る宿の座敷では
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こ
の
塗
り
つ
け
た
新
し
い
土
の
頭
の
と
こ
ろ
へ
、
二
十
五
セ
ン
チ
間
隔
ぐ
ら
い
に
穴
を
あ

け
、
こ
の
穴
へ
二
粒
ず
つ
の
豆
を
埋
め
込
ん
で
お
く
と
、
こ
れ
が
や
が
て
お
月
見
さ
ま
に
供

え
て
、
ユ
デ
マ
メ
と
し
て
食
え
る
豆
に
な
る
の
で
あ
る
。「
ほ
ら
、
ユ
デ
マ
メ
か
っ
た
ぎ
っ
て

お
げ
よ
、
お
月
見
さ
ま
さ
あ
げ
ん
だ
か
ら
」
と
子
ど
も
た
ち
は
言
い
つ
け
ら
れ
て
、
自
分
の

田
ん
ぼ
の
畔
か
ら
、
一
抱
か
え
の
豆
を
刈
り
取
っ
て
来
て
、
ま
ず
馬
小
屋
の
前
に
ど
さ
り
と

さ
や

置
い
て
、
ぱ
っ
ち
り
実
の
は
い
っ
た
手
ご
た
い
の
あ
る
豆
の
莢
を
豆
の
木
か
ら
も
ぎ
と
る
。

馬
が
ぷ
る
ぷ
る
と
鼻
を
鳴
ら
し
て
い
る
。
莢
豆
を
も
ぎ
と
っ
た
豆
の
木
を
、
葉
っ
ぱ
ご
と
「
ほ

ら
、
わ
れ
に
も
食
わ
せ
っ
と
」
と
投
げ
込
む
と
、
馬
は
鼻
を
鳴
ら
し
な
が
ら
、
も
く
も
く
と

く
ち
び
る
を
巧
み
に
動
か
し
て
、
た
ち
ま
ち
根
元
の
方
を
残
し
た
だ
け
で
食
っ
て
し
ま
う
。

豆
を
も
ぐ
の
も
、
三
人
、
四
人
の
兄
弟
、
男
も
女
も
手
で
だ
か
ら
た
ち
ま
ち
だ
。

　
豆
は
直
き
大
鍋
で
茹
で
ら
れ
る
。
茹
だ
っ
た
ら
湯
を
し
た
み
出
し
、
塩
を
振
り
か
け
て
、
鍋

ご
と
ざ
っ
く
り
と
あ
お
る
よ
う
に
し
て
、
天
地
返
し
を
す
る
と
塩
が
よ
く
ま
ざ
る
。
そ
ろ
そ

ろ
夕
方
だ
。「
お
月
見
さ
ま
さ
上
げ
て
か
ら
食
え
よ
」
と
い
わ
れ
て
、大
皿
へ
て
ん
こ
も
り（
盛

り
上
げ
て
）
に
し
て
、
ス
ス
キ
と
ハ
ギ
を
飾
っ
た
仲
の
間
へ
上
げ
て
、
板
の
間
へ
お
ろ
し
て

あ
る
大
鍋
を
囲
ん
で
、
み
ん
な
の
手
が
の
び
る
。
片
方
の
手
に
豆
を
握
っ
て
、
片
方
の
手
は

握
っ
て
い
る
豆
を
一
莢
ず
つ
取
っ
て
、
一
粒
一
粒
口
の
な
か
へ
は
じ
き
込
む
。
取
り
た
て
の

豆
だ
か
ら
う
ま
い
こ
と
は
確
か
だ
。
子
ど
も
た
ち
は
、
そ
れ
は
ど
う
で
も
よ
い
の
だ
。
自
分

た
ち
で
刈
り
取
っ
て
来
て
、
も
ぎ
と
っ
た
豆
を
隣
の
子
に
負
け
な
い
で
、
ぷ
ち
ぷ
ち
と
口
の

な
か
へ
は
じ
き
込
め
ば
よ
い
の
だ
。
空
に
な
っ
た
莢
が
あ
た
り
に
溜
ま
っ
た
。
一
番
上
の
が
、

「
か
ら
っ
ぽ
馬
さ
食
わ
せ
て
こ
う
」
と
、
下
の
子
ら
に
命
じ
る
の
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
田
　
文
夫
　
著
　『
土
の
味
』（
い
わ
き
地
域
学
會
発
行
）
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
枝
豆
の
写
真
　『
明
解
　
家
庭
の
園
芸
』（
新
日
本
法
規
）
よ
り

先
だ
っ
て
、
平
・
中
塩
の
矢
吹
平
一
さ
ん
か
ら
「
宝
生
流
小
謡
集
」
と
い
う
写

本
の
コ
ピ
ー
を
恵
与
さ
れ
た
。
奥
書
は
、
文
化
十
二
亥
年
（
一
八
一
五
）
正
月
吉

日
　
小
野
仙
蔵
と
あ
っ
た
。小
野
家
は
四
ツ
波
村
の
名
主
を
勤
め
た
旧
家
で
あ
る

と
い
う
。

　
小
謡
と
は
謡
曲
中
の
短
い
一
節
を
抜
き
出
し
て
、祝
儀
や
酒
席
な
ど
で
謡
わ
れ

る
も
の
で
あ
る
。

　
そ
の
「
小
謡
集
」
に
は
、
高
砂
・
鶴
亀
・
養
老
な
ど
三
十
曲
か
ら
、
い
わ
ば
聞

か
せ
所
を
抜
き
出
し
た
小
謡
が
記
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
な
か
に
「
飯
野
」
が
入
っ

て
い
た
の
に
は
少
し
お
ど
ろ
い
た
。こ
れ
こ
そ
飯
野
八
幡
宮
に
関
わ
る
曲
だ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。

い
ま
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
の
田
ん
ぼ
で
は
盛
ん
に
稲
刈
り
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

今
年
は
心
配
さ
れ
た
台
風
の
影
響
も
な
く
、
豊
作
と
の
こ
と
で
安
堵
し
て
お
り
ま
す
。

い
ま
ま
で
は
こ
の
よ
う
な
心
境
に
な
ら
な
か
っ
た
が
、八
十
八
膳
献
穀
会
が
結
成
さ
れ
、

新
年
の
「
お
か
ら
す
さ
ま
」
行
事
か
ら
田
植
え
、
草
引
き
、
稲
刈
り
と
一
年
を
通
し
て

農
耕
儀
礼
に
接
す
る
よ
う
に
な
り
、
お
の
ず
か
ら
生
じ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。

日
本
に
は
古
く
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
農
耕
儀
礼
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。そ
の
中
で
も
十

二
月
四
〜
五
日
頃
、
石
川
県
の
奥
能
登
地
方
で
お
こ
な
わ
れ
る
『
ア
エ
ノ
コ
ト
』
が
有

名
で
す
。

『
ア
エ
ノ
コ
ト
』と
は
そ
の
年
の
田
の
神
を
各
家
庭
に
迎
え
る
行
事
で
、２
〜
３
月
に

は
今
度
は
田
の
神
を
送
り
出
す
行
事
で
す
。

神
を
迎
え
る
ア
エ
ノ
コ
ト
で
は
、
家
人
が
正
装
し
て
玄
関
か
ら
神
を
迎
え
入
れ
、
居

間
に
案
内
し
て
「
ご
ゆ
っ
く
り
お
召
し
上
が
り
く
だ
さ
い
」
と
食
事
を
ご
ち
そ
う
し
、

風
呂
に
案
内
し
て
入
り
、
そ
の
年
の
居
場
所
と
な
る
奥
座
敷
へ
と
案
内
し
ま
す
。

そ
し
て
神
を
送
り
出
す
ア
エ
ノ
コ
ト
で
は
神
様
に
お
食
事
を
差
し
上
げ
た
あ
と
、「
お

出
掛
け
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
神
を
苗
代
に
案
内
し
て
、
鍬
を
入
れ
豊
作
を
祈
り
ま
す
。

な
お
、
民
俗
学
者
柳
田
国
男
に
よ
り
ま
す
と
「
ア
エ
ノ
コ
ト
」
の
「
ア
エ
」
は
「
饗
」

で
あ
り
、「
コ
ト
」
は
祭
り
の
意
味
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
目
に
は
見

え
ぬ
神
様
を
い
ま
す
が
ご
と
く
接
待
し
、豊
作
を
祈
願
す
る
行
事
で
農
民
の
一
途
な
心

が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
こ
れ
か
ら
、
各
部
落
で
「
オ
ン
ベ
マ
ツ
リ
」
が
行
わ
れ
ま
す
。

こ
れ
も
ま
た
豊
作
を
も
た
ら
し
て
い
た
だ
い
た
氏
神
、屋
敷
神
、田
の
神
様
に
感
謝
し
、

家
内
安
全
豊
年
満
作
を
祈
る
行
事
で
す
が
、
近
年
は
こ
の
御
幣
束
（
オ
ン
ベ
）
を
奉
る

場
所
が
わ
か
ら
な
い
と
言
う
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
飯
野
八
幡
宮
　
宮
司
）

　
こ
の
曲
は
、
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
に
作
ら
れ
、
翌
三
年
に
平
城
内
で
能
「
飯

野
」
と
し
て
演
ぜ
ら
れ
た
。
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
に
家
督
を
継
い
で
四
代
目

の
磐
城
平
藩
主
と
な
っ
た
内
藤
義
孝
の
時
代
で
あ
る
。
父
の
義
概
（
風
虎
）
は
俳

諧
に
傾
倒
し
、
兄
の
義
英
（
露
沾
）
も
ま
た
俳
諧
三
昧
の
日
々
を
過
ご
し
た
。
義

孝
は
能
楽
に
心
酔
し
て
謡
や
仕
舞
い
囃
子
な
ど
に
明
け
暮
れ
た
と
い
う
。
こ
の
作

者
を
義
孝
自
身
と
す
る
確
証
は
な
い
が
、
彼
を
含
め
た
そ
の
周
辺
の
人
物
と
推
定

さ
れ
る
。

　
こ
の
「
飯
野
」
は
、
い
わ
ゆ
る
五
百
番
本
と
呼
ば
れ
る
部
類
に
属
し
、
元
禄
十

一
年
（
一
六
九
八
）
に
江
戸
の
本
屋
よ
り
版
行
さ
れ
て
い
る
。

　
奥
州
好
島
荘
の
預
所
を
命
ぜ
ら
れ
た
鎌
倉
幕
府
政
所
執
事
伊
賀
光
宗
（
宮
司
飯

野
家
の
祖
）
が
、
八
幡
宮
参
詣
の
た
め
鎌
倉
を
出
て
名
古
曽
の
関
を
越
え
、
好
島

荘
に
到
着
す
る
。
し
ば
し
里
人
を
待
つ
う
ち
に
、
宮
に
仕
え
る
し
も
べ
と
思
わ
れ

る
人
物
が
現
れ
る
。
光
宗
は
八
幡
宮
へ
の
案
内
を
頼
み
参
拝
す
る
。
そ
こ
で
案
内

の
も
の
が
八
幡
宮
の
由
緒
を
語
り
は
じ
め
る
。
詳
し
く
物
語
る
の
を
聞
い
た
光
宗

が
、
そ
の
人
物
に
貴
方
は
い
か
な
る
人
か
と
問
い
か
け
る
。

　
そ
れ
に
対
し
、
遙
々
こ
こ
ま
で
や
っ
て
来
た
汝
の
敬
神
の
思
い
に
感
じ
て
姿
を

現
し
た
八
幡
神
で
あ
る
と
答
え
る
。
そ
し
て
今
宵
は
明
け
方
に
天
灯
と
龍
燈
が
出

現
す
る
の
で
必
ず
こ
こ
で
待
っ
て
い
る
よ
う
に
と
言
い
置
い
て
社
の
中
に
入
っ
て

行
く
。

　
光
宗
が
社
の
前
で
祈
願
を
込
め
て
待
っ
て
い
る
と
、
楽
の
音
と
と
も
に
天
女
が

灯
を
捧
げ
て
飛
来
し
、
松
の
梢
に
降
り
立
つ
。
　
　
　
　
　
　
　
　（
次
ペ
ー
ジ
へ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
飯
　
野

　
　
石
清
水
行
く
末
と
ほ
く
な
が
れ
来
て
、
栄
へ
さ
か
ふ
る

　
　
色
見
へ
て
、
松
も
お
ひ
又
も
こ
け
む
す
さ
ざ
れ
石
の

　
　
い
は
ほ
と
な
る
迄
も
、
動
か
ぬ
国
の
岩
城
山
、
猶

　
　
万
代
を
守
ん
と
、
神
の
誓
ひ
は
有
が
た
や
、
神
の
誓
ひ
は
有
が
た
や
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