
奉
耕
会
員
　

　
　

入
会
案
内

　
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
。
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湯
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台
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友
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市
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田
植
え
前
後
の
祭
り
　
　
氏
家
　
武
夫

　
真
夏
の
陽
光
の
下
、
山
あ
い
の
田
ん
ぼ
の
稲
は
き
ら
き
ら
と
輝
い
て
見
え
た
。

一
枚
の
田
の
ま
ん
中
に
木
が
一
本
挿
し
立
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
ん
な
情
景
を
目
に

し
た
の
は
、
今
か
ら
四
十
余
年
前
、
私
が
最
初
の
民
俗
調
査
で
三
和
の
下
三
坂
地

区
を
訪
れ
た
と
き
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
っ
た
く
の
駆
け
出
し
の
身
で
、
そ
の
木

が
一
体
何
で
あ
る
の
か
、
分
か
る
は
ず
も
な
い
。
近
く
の
農
家
で
尋
ね
て
み
る

と
、
そ
れ
は
楢
の
木
で
田
の
神
さ
ま
で
あ
る
と
の
答
え
が
返
っ
て
き
た
。
田
植
え

の
初
日
に
、
長
さ
三
間
半
ほ
ど
で
枝
葉
を
つ
け
た
ま
ま
の
楢
の
木
を
、
元
の
方
二

間
ほ
ど
は
皮
を
む
い
て
、
杭
に
縛
り
つ
け
た
も
の
だ
と
い
う
。
田
植
え
の
と
き
、

こ
の
木
に
一
番
先
に
尻
の
当
た
っ
た
人
は
運
が
い
い
と
か
、
女
性
な
ら
子
供
が
授

か
る
と
い
う
伝
承
も
伴
っ
て
い
た
。

　
こ
う
し
た
稲
作
に
関
わ
る
習
俗

や
伝
承
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
く
、

特
に
田
植
え
の
前
後
に
集
中
し
て

い
る
。
田
植
え
そ
の
も
の
が
、
た
だ

の
労
働
で
は
な
く
、
神
祭
り
と
考

え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て

い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
農
作

業
の
開
始
に
先
立
っ
て
、
山
か
ら

田
の
神
さ
ま
を
お
迎
え
す
る
と
い

う
習
わ
し
は
、
日
本
の
各
地
に
見

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
い
わ
き

地
方
に
限
っ
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な

行
事
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
。
二

月
の
山
の
神
講
、
三
月
初
酉
の
山

遊
び
、
四
月
八
日
の
山
入
り
な
ど

と
続
き
、
苗
代
に
種
籾
を
蒔
き
終

わ
っ
て
の
祭
り
も
あ
る
。
市
内
の

一
般
的
な
例
を
あ
げ
る
と
、
正
月

の
供
え
餅
の
下
に
敷
い
た
延
べ
紙
を
横
長
に
切
り
、

茅
の
棒
に
つ
け
た
旗
と
、
つ
つ
じ
や
桜
の
花
を
水
口

に
挿
し
、
煎
米
を
撒
い
て
苗
の
安
全
と
豊
作
を
祈
願

す
る
。
こ
れ
が
水
口
祭
り
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
旗

や
花
は
、
前
述
の
楢
の
木
と
同
じ
く
、
田
の
神
さ
ま

を
迎
え
る
依
代
で
あ
り
、
田
の
神
そ
の
も
の
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
田
植
え
が
終
わ
る
と
「
さ
な
ぶ
り
」
で
あ
る
。
残

り
苗
を
小
さ
な
束
に
し
て
根
を
き
れ
い
に
洗
い
、
神

棚
や
か
ま
ど
神
さ
ま
に
供
え
る
。「
さ
な
ぶ
り
」
は
「
さ

の
ぼ
り
」
の
転
訛
と
さ
れ
、「
さ
」
は
田
の
神
の
こ
と

で
、
田
植
え
終
了
を
見
届
け
た
神
が
、
山
ま
た
は
天

に
昇
り
帰
る
こ
と
か
ら
出
た
言
葉
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
祭
り
の
た
び
ご
と
に
お
迎
え
し
た
神

を
、
祭
り
が
終
わ
る
と
感
謝
し
て
お
送
り
す
る
と
い

う
の
が
、
古
く
か
ら
の
神
観
念
で
あ
り
、「
さ
な
ぶ
り
」

以
後
収
穫
祭
に
至
る
ま
で
、
そ
の
都
度
神
を
迎
え
送

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
市
内
の
ほ
と
ん
ど
の
田
ん
ぼ
が
、
あ
っ
と
言
う
間

に
緑
色
に
変
わ
っ
た
。
農
機
具
な
ど
の
進
歩
に
よ
っ

て
能
率
は
格
段
に
あ
が
り
、
労
働
力
が
軽
減
さ
れ
た

今
日
、
は
た
し
て
田
の
神
さ
ま
は
迎
え
ら
れ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
変
遷
激
し
い
世
の
中
で
、
消
え
行
く
も

の
の
あ
る
の
は
已
む
無
し
と
し
て
も
、
自
然
に
対
す

る
感
謝
と
、
超
人
間
的
な
も
の
へ
の
畏
敬
の
念
を
忘

れ
て
は
な
る
ま
い
。

　
　
　
　
　（
い
わ
き
市
暮
ら
し
の
伝
承
郷
館
長
）



〝
神
饌
田
〟  

に
思
う

　
　
　
　
　
　
　
二
瓶
　
哲

四
月
上
旬
　
　
八
十
八
膳
献
穀
会
　
総
会

五
月
中
旬
　
　
田
打
祭

五
月
下
旬
　
　
御
田
植
祭

八
月
下
旬
　
　
〆
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
上
旬
　
　
抜
穂
祭

十
月
中
旬
　
　
芋
煮
会

十
月
下
旬
　
　
研
修
旅
行

十
二
月
下
旬
　
そ
ば
打
ち

十
二
月
下
旬
　
忘
年
会

一
月
上
旬
　
　
農
立
て

献
穀
会
年
間
行
事

 
 
 

私
は
三
年
前
に
平
商
に
赴
任
し
て
以
来
、
飯
野
八
幡
宮

の
八
十
八
膳
献
穀
会
の
皆
さ
ん
と
お
付
き
合
い
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　
赴
任
早
々
、
総
会
の
案
内
や
神
田
で
の
御
田
植
祭
等
の
行

事
を
通
し
て
日
頃
の
氏
子
の
皆
さ
ん
の
奮
闘
振
り
を
拝
見
し

て
き
ま
し
た
。
特
に
私
よ
り
御
年
配
の
方
が
多
い
の
で
す

が
、
奥
様
方
を
含
め
て
皆
さ
ん
の
真
摯
な
働
き
振
り
に
は
、

若
者
言
葉
で
言
う
な
ら
「
こ
れ
ぞ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
の
原
点

を
見
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
の
思
い
を
致
す
場
面
が
多
く
あ

り
ま
し
た
。

　
御
田
植
祭
で
は
、
先
ず
田
ん
ぼ
を
提
供
し
た
人
、
田
ん
ぼ

を
耕
す
人
が
い
て
、
そ
れ
か
ら
御
田
植
え
が
始
ま
る
わ
け
で

す
。
昔
の
代
掻
き
は
、
最
初
に
三
本
鍬
で
起
こ
し
て
乾
燥
さ

せ
、
そ
れ
を
砕
い
て
、
水
を
入
れ
て
更
に
細
か
く
し
な
が
ら

田
ん
ぼ
を
平
ら
に
す
る
。
こ
の
作
業
が
一
番
重
労
働
で
あ
っ

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
は
こ
の
全
て
の
行
程
を
機

械
で
行
い
、
田
植
え
ま
で
も
機
械
化
さ
れ
て
い
て
、
従
来
は

苗
の
一
本
一
本
を
手
で
植
え
る
五
月
女
が
最
後
の
出
番
で

あ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
光
景
は
遠
い
昔
の
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
平
商
生
に
、
こ
の
よ
う
な
伝
統
文
化
の
継
承
に
係
わ
る

機
会
を
与
え
て
い
た
だ
き
あ
り
が
た
く
思
っ
て
お
り
ま

す
。
秋
の
抜
穂
祭
も
含
め
こ
の
よ
う
な
行
事
を
通
し
て
、

自
分
が
育
っ
た
故
郷
を
思
い
、
自
然
の
恵
み
に
感
謝
す
る

心
が
醸
成
さ
れ
れ
ば
幸
い
な
こ
と
で
す
。
生
徒
を
介
し

て
、
私
も
会
の
皆
さ
ん
と
共
に
楽
し
い
思
い
出
が
沢
山
出

来
た
こ
と
に
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
前
　
平
商
業
高
等
学
校
長
）

　
し
か
し
、
本
校
生
の
神
田
で
の
御
田
植
え
を
し
て
い
る

様
子
を
見
て
い
る
と
、
稲
穂
の
国
日
本
の
古
来
か
ら
の
文

化
の
薫
り
を
そ
こ
は
か
と
な
く
感
じ
ま
し
た
。
こ
の
情
景

か
ら
は
、
現
代
の
若
者
が
行
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
い

に
し
え
人
が
手
数
を
掛
け
て
稲
を
育
て
る
、
そ
の
始
ま
り

の
大
切
な
行
事
を
行
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま

し
た
。
同
時
に
、
厳
か
な
中
に
も
新
鮮
な
美
し
さ
を
醸
し

出
し
て
い
て
、
カ
メ
ラ
に
収
め
て
お
き
た
い
気
分
に
な
っ

た
の
は
私
だ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

平
成
十
二
年
九
月
二
十
九
日
　
飯
野
八
幡
宮
八
十
八
膳
献
穀
会
の

ぬ

い

ぼ

さ

い

抜
穂
祭
が
、
中
塩
斎
田
で
斎
行
さ
れ
た
。

今
年
は
長
雨
の
影
響
を
受
け
、
昨
年
よ
り
若
干
日
程
が
早
ま
っ
た
が
、

生
育
は
順
調
で
あ
っ
た
。

抜
穂
祭
は
「
ヌ
キ
ホ
サ
イ
」
ま
た
は
「
ヌ
イ
ボ
サ
イ
」
と
読
み
、
田
の

神
の
御
加
護
に
よ
り
成
熟
し
た
稲
を
秋
に
な
っ
て
収
納
す
る
祭
儀
で
あ
る
。

一
般
に
は
「
稲
刈
り
」「
刈
り
入
れ
」
な
ど
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
鎌
で

刈
り
取
る
が
、
古
く
は
石
器
な
ど
で
稲
穂
を
抜
き
取
り
収
穫
し
た
た
め
、

祭
り
の
名
称
と
し
て
今
で
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
飯
野
八
幡
宮
で
は
八
十
八
膳
献
饌
行
事
が
現
在
も
連
綿
と
し
て
斎
行
し

て
い
る
。
神
饌
の
内
容
等
は
先
に
述
べ
た
と
思
う
の
で
、
今
回
は
実
際
ど

の
よ
う
に
献
饌
す
る
か
、
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。

　
九
月
十
五
日
午
前
十
時
例
年
の
如
く
神
輿
の
渡
御
が
、揚
土
の
御
旅
所

ま
で
行
わ
れ
た
。神
輿
が
再
び
神
社
に
還
御
さ
れ
る
と
小
休
止
の
の
ち
古

し
ゅ
ば
つ

み
と
び
ら
か
い
ひ

式
大
祭
が
斎
行
さ
れ
る
。
修
祓
・
宮
司
一
拝
・
御
扉
開
扉
と
儀
式
が
進
み
、

し

こ

う

宮
司
が
御
扉
側
に
祗
候
し
、
神
職
、
塩
垢
離
総
代
が
各
々
持
ち
場
に
着
く

と
直
ち
に
献
饌
が
行
わ
れ
る
。儀
式
殿
で
早
朝
よ
り
調
理
さ
れ
た
八
十
八

か
ら
ひ
つ

膳
の
神
饌
が
唐
櫃
に
納
め
ら
れ
、献
穀
会
の
会
員
が
白
装
束
に
威
儀
を
正

ほ

う

ひ

ご

は

い

し
静
々
と
唐
櫃
を
奉
舁
し
向
拝
で
神
職
に
渡
し
、神
職
は
一
旦
神
饌
所
で

調
え
神
前
に
進
め
る
。

ほ
ん
だ
わ
け
の
み
こ
と

　
飯
野
八
幡
宮
の
御
祭
神
は
三
座
す
な
わ
ち
、
内
陣
中
央
に
品
陀
別
命

お
き
な
が
た
ら
し
ひ
め
の
み
こ
と

じ
ん
ぐ
う
こ
う
ご
う

ひ

め

が

み

（
応
神
天
皇
）、向
か
っ
て
右
に
息
長
帯
姫
命  

（
神
功
皇
后
）、左
に
比
賣
神

な
か
つ
ひ
め

（
仲
姫
）
が
配
さ
れ
て
お
り
、
神
饌
は
先
ず
中
央
の
御
祭
神
に
御
本
鉢
一

台
、
御
餅
五
枚
を
一
台
、
御
汁
一
台
、
御
料
理
九
品
一
台
、
御
菓
子
四
品

一
台
、
御
盃
三
献
を
一
台
、
計
六
台
の
神
饌
が
献
じ
ら
れ
、
引
き
続
き
同

様
に
右
の
御
祭
神
へ
、
そ
し
て
同
様
に
左
の
御
祭
神
へ
献
じ
ら
れ
る
。
そ

の
後
御
高
盛
が
各
々
十
四
台
合
計
六
十
台
の
多
く
の
神
饌
が
献
じ
ら
れ
る
。

ほ
う
そ
う

　
そ
の
後
、
宮
司
の
祝
詞
奏
上
、
浦
安
の
舞
の
奉
奏
、
玉
串
拝
礼
と
続
く
。

本
殿
の
神
事
が
終
わ
る
と
引
き
続
き
若
宮
八
幡
社
の
神
事
が
始
ま
る
。若

お
お
さ
さ
ぎ
の
み
こ
と

宮
八
幡
社
の
御
祭
神
は
大
鷦
鷯
命（
仁
徳
天
皇
）が
お
祀
り
さ
れ
て
お
り
、

本
殿
同
様
神
饌
が
献
じ
ら
れ
、
祭
典
が
斎
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
若
宮
八

幡
社
の
例
祭
が
お
わ
る
と
、引
き
続
き
末
社
の
お
祭
り
が
斎
行
さ
れ
る
こ

ろ
は
、
社
前
で
は
流
鏑
馬
行
事
が
た
け
な
わ
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
氏
子
崇
敬
者
の
ご
協
力
を
得
て
、古
来
か
ら
の
伝
統
行
事
が

今
年
も
無
事
に
終
わ
る
こ
と
が
で
き
、御
神
慮
に
叶
え
ら
れ
た
こ
と
と
感

謝
す
る
次
第
で
あ
る
。

内
陣
献
饌
に
奉
仕
し
て

（
飯
野
八
幡
宮
　
宮
司
　
飯
野
光
世
）


