
飯
野
八
幡
宮
八
十
八
膳
献
穀
会
　
会
員
募
集

                     

奉
耕
会
員  

二
十
五 

名

                     

賛
助
会
員  

五
十
三 

名

                     

特
別
会
員      

八
　
名

結 y
u

i

　N
o
.4

発
行
日
　
　
平
成
十
三
年
九
月
二
十
五
日

発
行
所
　
　
八
十
八
膳
献
穀
会

〒
九
七
〇
―
八
〇
二
六

福
島
県
い
わ
き
市
平
八
幡
小
路
八
十
四
　

飯
野
八
幡
宮
社
務
所
内

℡
〇
二
四
六
―
二
一
―
二
四
四
四

発
行
責
任
者
　
飯
野
　
光
世

結結 yuiyui

八 十 八 膳 献 穀 会八 十 八 膳 献 穀 会   会 報会 報       第 肆 号第 肆 号

写
真
提
供
　
　
か
か
し
　
く
ら
し
の
伝
承
郷

　
　
　
　
　
　
八
十
八
膳
献
饌
行
事
　
岡
田
亨
三
　

　
正
月
に
餅
を
搗
く
と
い
ふ
こ
と
も
、
実
生
活
に
深
い
関
係
を
持
つ
て
ゐ
る

や
う
に
見
え
る
が
、
そ
れ
は
偶
然
餅
が
食
物
で
あ
る
た
め
の
こ
と
で
、
正
月

の
食
物
と
し
て
餅
を
考
へ
出
し
た
訳
で
は
な
い
。
更
に
餅
に
は
、
人
間
の
魂

の
象
徴
と
言
つ
た
信
仰
が
あ
つ
た
。
そ
れ
を
親
方
・
本
家
と
言
つ
た
家
に
も

つ
て
行
く
こ
と
は
、
即
、
長
上
に
対
し
て
服
従
を
誓
ひ
、
そ
の
健
康
を
祈
る

意
味
に
お
い
て
魂
を
奉
る
、
宮
廷
の
旧
儀
が
、
次
第
に
民
間
に
下
つ
て
、
盛

ん
に
な
つ
た
も
の
で
あ
る
。
今
日
で
は
、
単
に
正
月
の
準
備
と
し
て
餅
を
つ

き
、
正
月
の
神
の
、
家
の
中
心
と
し
て
餅
を
も
つ
た
三
方
を
す
ゑ
る
と
い
ふ

風
に
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
斯
様
に
正
月
と
餅
と
の
関
係
が
深
く
な
る
に
つ
れ

て
、
正
月
の
行
事
の
終
り
に
、
鏡
開
き
と
い
つ
て
餅
を
食
ふ
儀
式
す
ら
も
生

じ
て
来
た
訳
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
餅
を
魂
の
象
徴
と
し
な
か
つ
た
地
方
で

は
、
正
月
に
餅
を
用
ゐ
な
か
つ
た
村
々
さ
へ
多
か
つ
た
訳
だ
。

　
処
が
、
い
つ
か
世
間
一
般
に
正
月
前
に
餅
を
つ
き
、
正
月
に
は
必
、
鏡
餅

を
す
ゑ
る
と
い
ふ
風
習
が
行
き
渡
る
こ
と
に
な
つ
た
近
代
で
は
、
僅
か
に
諸

国
に
残
つ
て
ゐ
る
餅
を
搗
か
な
い
正
月
を
す
る
村
が
、
非
常
に
人
の
好
奇
心

を
引
く
や
う
に
な
つ
た
。
そ
の
上
、
さ
う
し
た
餅
の
文
明
か
ら
残
さ
れ
た
極

僅
か
の
村
々
は
、
こ
れ
こ
そ
自
分
の
村
に
伝
つ
た
旧
儀
と
い
ふ
考
へ
を
一
層

深
め
て
、
ま
す
ま
す
頑
固
に
、
餅
な
し
正
月
を
守
る
や
う
に
な
つ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
他
お
せ
ち
・
雑
煮
・
門
松
・
し
め
縄
等
、
い
づ
れ
も
起
原
が
あ
つ

て
行
は
れ
る
こ
と
だ
。

　
年
中
行
事
は
、
次
第
に
そ
の
意
義
を
忘
れ
ら
れ
な
が
ら
も
尚
、
そ
の
行
事

の
中
に
ひ
そ
む
一
種
の
古
代
の
約
束
に
対
す
る
篤
実
な
行
為
が
、
長
く
こ
れ

を
伝
へ
さ
し
て
来
た
の
で
あ
る
。

餠
の
意
義
　
折
口
信
夫
全
集
よ
り

実
り
の
田
は
夕
暮
れ
ど
き
を
明
る
く
し
、夕
闇
の
中
で
も
ほ
の
か
な

彩
り
を
み
せ
る
。秋
の
実
り
の
色
で
あ
る
。天
候
に
左
右
さ
れ
手
間
の

か
か
る
稲
の
育
ち
を
見
守
っ
た
者
に
、こ
の
実
り
の
色
は
満
ち
足
り
た

気
持
ち
を
与
え
て
く
れ
る
。

　
水
口
祭
り
で
豊
作
を
祈
願
し
た
田
植
え
の
後
、田
の
草
取
り
・
畔
草

刈
り
・
水
引
き
・
虫
送
り
と
生
産
の
無
事
を
乞
う
祈
り
や
慎
み
の
心
で

汗
を
流
し
、
過
酷
な
労
働
を
懸
命
に
こ
な
し
て
秋
を
迎
え
る
。

　
稲
の
穂
が
こ
ご
む
こ
ろ
、節
分
か
ら
数
え
て
二
百
十
日
目（
暦
で
は

九
月
一
日
に
あ
た
る
）は
荒
れ
日
と
い
わ
れ
、稲
の
生
育
に
予
測
さ
れ

る
災
害
や
不
安
の
防
除
を
祈
る
神
事
を
行
っ
て
い
た
。赤
飯
を
炊
き
神

A
A

A
A

A
A

A
A

に
供
え
農
作
業
を
休
ん
で
無
事
を
願
っ
た
。か
ざ
き
り
や
風
ま
つ
り
の

祈
祷
を
し
豊
作
を
祈
り
、悪
魔
払
い
に
神
楽
を
舞
っ
て
家
々
を
回
っ
た

と
こ
ろ
も
あ
る
。生
活
の
す
べ
て
が
稲
作
に
か
か
っ
て
い
た
か
ら
二
百

十
日
が
荒
れ
日
と
な
ら
ず
に
済
め
ば
収
穫
が
見
込
め
る
の
で
人
々
は
安

A
A

A
A

堵
し
て
、
刈
り
あ
げ
や
秋
祭
り
に
神
へ
感
謝
の
供
え
を
す
る
。

　
実
り
の
田
に
立
て
ら
れ
た
一
本
足
の
案
山
子
は
収
穫
の
秋
を
迎
え
た

農
村
の
風
景
で
あ
る
。案
山
子
は
鳥
獣
の
被
害
か
ら
作
物
を
守
る
た
め

に
立
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
現
在
、い
わ
き
で
見
ら
れ
る
鳥
獣
除
け
の
方
法
は
①
衣
服
を
着
て
帽
子
を

被
っ
た
人
形
　
②
表
裏
色
違
い
の
ビ
ニ
ー
ル
テ
ー
プ
を
張
っ
た
も
の
　
③
黒

い
ビ
ニ
ー
ル
の
切
片
を
吊
り
下
げ
た
も
の
　
④
田
一
面
に
ネ
ッ
ト
を
被
せ
た

も
の
　
⑤
爆
音
を
た
て
る
も
の
な
ど
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
悪
臭
の
す
る
物
を

畔
に
置
く
方
法
や
物
音
を
た
て
た
り
鳥
獣
の
屍
を
吊
り
下
げ
た
り
す
る
方
法

も
あ
っ
た
。な
か
に
は
ま
っ
た
く
何
も
し
な
か
っ
た
田
も
あ
る
。

　
小
学
唱
歌
「
案
山
子
」
の
一
節
「
山
田
の
中
の
一
本
足
の
か
か
し
…
…
天

A
A

A
A

A

気
の
よ
い
の
に
蓑
笠
つ
け
て
…
…
」
と
い
う
姿
を
し
た
案
山
子
は
、
い
わ
き

で
は
全
く
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
私
た
ち
は
、
カ
カ
シ
・
カ
ガ
シ
と
い
う
言

葉
に
「
へ
の
へ
の
も
へ
じ
」
と
書
か
れ
た
顔
の
滑
稽
な
案
山
子
だ
け
を
思
い

浮
か
べ
て
し
ま
う
。
案
山
子
は
、
頭
と
胴
を
藁
で
作
り
古
い
笠
を
被
せ
古
い

蓑
を
着
せ
た
姿
に
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
。
現
在
の
生
活
に
藁
・
笠
・
蓑
を

使
用
し
な
く
な
っ
た
こ
と
が
案
山
子
の
姿
を
変
え
て
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
日
本
各
地
に
あ
っ
た
次
の
よ
う
な
伝
承
か
ら
案
山
子
の
実
像
が
わ
か
る
。

秋
上
げ
を
終
え
た
十
月
十
日
に
蓑
笠
を
着
た
案
山
子
を
田
か
ら
運
び
庭
先
き

に
立
て
餅
を
供
え
て
祀
る
。
そ
れ
を
カ
カ
シ
ア
ゲ
と
い
っ
た
。
ま
た
、
十
月

十
日
の
夜
は
ト
ウ
カ
ン
ヤ
（
十
日
夜
）
と
い
い
、
案
山
子
の
神
が
天
に
上
る

日
な
の
で
、庭
に
臼
を
出
し
農
具
な
ど
に
蓑
笠
を
着
せ
て
案
山
子
を
作
り
餅

を
搗
い
て
供
え
る
。
そ
れ
を
カ
カ
シ
ガ
ミ
サ
マ
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
案
山

子
は
秋
の
実
り
を
も
た
ら
し
田
を
守
る
神
で
あ
る
と
明
確
に
と
ら
え
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

　
農
政
の
変
動
に
よ
る
青
刈
り
や
減
反
の
休
耕
田
は
、秋
の
季
節
に
は
見
る

に
忍
び
な
い
風
景
で
あ
る
が
、大
地
か
ら
恵
ま
れ
る
実
り
に
よ
っ
て
生
か
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
ず
、感
謝
す
る
心
だ
け
は
持
ち
続
け
て
い
き
た
い
も

の
で
あ
る
。
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保
護
審
議
会
委
員
）

み
の
り
の
こ
ろ
　
竹
岡
　
智
恵
子

入
会
案
内

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
。



　
飯
野
八
幡
宮
の
年
間
の
祭
典
に
は
、
毎
朝
夕
行
わ
れ
て
い

あ

さ

み

け

さ

い

ゆ

う

み

け

さ

い

る
「
朝
神
饌
祭
、
夕
神
饌
祭
」
、
一
日
、
十
五
日
の
行
う

つ
き
な
み
さ
い

「
月
次
祭
」
、
年
に
一
度
の
「
例
祭
」、
そ
の
他
一
月
一
日
の

さ
い
た
ん
さ
い

「
歳
旦
祭
」、
一
月
三
日
の
「
元
始
祭
」、
二
月
三
日
の
「
節
分

祭
」、
二
月
十
一
日
の
「
紀
元
祭
」、
旧
暦
二
月
の
初
の
卯
の

日
の
「
初
卯
祭
」
十
二
月
二
十
三
日
の
「
天
長
祭
」、
ま
た
、

大
祭
式
で
お
こ
な
わ
れ
る
「
祈
年
祭
」、「
新
嘗
祭
」
な
ど
多

く
の
祭
典
が
あ
り
ま
す
が
、
い
づ
れ
の
祭
典
で
も
神
饌
を
お

供
え
し
、
祝
詞
を
奏
上
し
、
玉
串
を
奉
る
、
と
い
う
基
本
は

同
じ
で
す
。

　
神
饌
と
は
、
神
様
に
お
供
え
す
る
飲
食
の
総
称
を
〝
神
饌

（
し
ん
せ
ん
）
〟
古
く
は
〝
ミ
ケ
〟
と
言
い
ま
し
た
。
神
社

の
祭
に
お
い
て
、
神
様
に
神
饌
を
奉
り
も
て
な
す
と
い
う
こ

と
は
、
神
と
人
が
共
に
食
事
を
す
る
中
心
と
な
る
大
切
な
行

事
で
す
。

飯
野
八
幡
宮
で
は
九
月
十
五
日
に
八
十
八
膳
献
饌
行
事
が

お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
神
饌
が
八
十
八
膳
に
も
お
よ

ぶ
も
っ
と
も
丁
重
な
お
も
て
な
し
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

こ
の
神
饌
は
、
明
治
期
の
国
家
神
道
時
代
に
大
き
く
変
遷

せ
い
せ
ん

し
「
生
饌
」
と
い
わ
れ
る
未
調
理
の
お
供
え
物
が
主
流
と
な

り
ま
し
た
が
、
多
く
の
神
社
に
は
そ
の
神
社
独
自
の
特
殊
神

饌
と
い
わ
れ
る
物
が
残
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
後
日
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

な
お
ら
い

お
供
え
し
た
神
饌
は
、
祭
典
終
了
後
お
下
げ
し
、
直
会
で

頂
き
ま
す
。
こ
の
神
饌
に
は
御
神
気
が
こ
も
っ
て
お
り
、
そ

れ
を
食
す
る
こ
と
に
よ
り
、
神
人
合
一
の
境
地
が
生
ま
れ
、

人
同
士
は
「
同
じ
釜
の
飯
を
食
べ
た
」
仲
間
と
い
う
意
識
が

生
ま
れ
、
そ
れ
が
、
命
の
継
承
を
意
味
す
る
こ
と
と
な
り
ま

す
。

「
ま
つ
り
」
は
「
ま
つ
ろ
う
」、
す
な
わ
ち
神
の
「
み
あ
れ
」

を
じ
っ
と
待
つ
こ
と
で
あ
り
、「
み
あ
れ
」
し
た
神
を
丁
重

に
お
も
て
な
し
し
、
神
威
の
高
揚
を
願
い
、
ご
神
徳
の
お
陰

を
頂
く
、
と
い
う
報
恩
感
謝
の
思
い
を
具
現
化
し
た
も
の
で

あ
り
ま
す
。「
ま
こ
と
ま
ご
こ
ろ
」
を
尽
く
し
、
今
年
の
例
祭

も
無
事
執
り
行
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
皆
様
の
ご
奉
仕
に

深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
（
飯
野
八
幡
宮
　
宮
司
　
飯
野
光
世
）

ミ
ケ
ツ
も
の
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膳
献
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御
高
盛


