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祭
典
奉
納
者
及
奉
賛
会
特
別
会
員  

芳
名
　
　 　
　 

　
　（
会
社
・	

店
舗
様
の
み
掲
載　

敬
称
略
）

（
株
）	

原
田　

・	

関
東
い
す
ゞ
自
動
（
株
）

高
崎
森
永
（
株
）　

・	

（
株
）	

キ
ノ
コ
輪
大	

須
永
建
設
（
株
）　　

・	

今
井
菓
子
店

大
山
小
児
科
医
院　
　

・	

堀
米
医
院

（
有
）	

関
東
印
刷　

・	

フ
ク
ダ
工
業
（
株
）

関
東
礦
油
（
株
）　

・	

（
株
）	

コ
ウ
シ
ョ
ウ

関
東
電
工
（
株
）　

・	

（
株
）	

綿
貫
自
工

（
株
）
ア
ミ
ッ
ツ　

・		

丁
子
堂
房
右
衛
門

医
療
法
人
井
上
病
院
・	

八
木
工
業
（
株
）

冬
木
工
業
（
株
）・	

宮
野
環
境
設
備
（
株
）

く
ら
が
の
動
物
病
院
・	

高
崎
弁
当
（
株
）

（
株
）	

キ
ン
セ
イ
産
業
・	

日
本
化
薬
（
株
）

関
東
ロ
ッ
ク
ウ
ー
ル
（
株
）　

・	

明
邦
苑

群
馬
銀
行
倉
賀
野
支
店

Ｊ
Ａ
た
か
さ
き
倉
賀
野
支
店

高
崎
信
用
金
庫
倉
賀
野
支
店

し
の
の
め
信
用
金
庫
倉
賀
野
支
店

倉
賀
野
郵
便
局
・	

第
一
屋
製
パ
ン
（
株
）

（
株
）	

グ
ン
シ
ナ　

・	

（
有
）	

武
井
製
作
所

松
下
米
穀
店　

・	

（
有
）
高
崎
プ
ロ
セ
ス

税
理
士
法
人
真
下
経
営
・	

カ
ー
ブ
ラ
イ
ト

平
和
交
通
倉
賀
野
営
業
所
・	

小
島
石
材
店

ス
ナ
ッ
ク
再
会　
　

・	

小
料
理
わ
た
る

（
株
）	

サ
ァ
ン
ク
リ
エ
イ
シ
ョ
ン

北
関
東
秩
父
コ
ン
ク
リ
ー
ト
（
株
）

（
株
）	

コ
ー
ア
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ

（
株
）	

エ
ー
エ
ム
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

（
株
）
ア
ド
テ
ッ
ク
ス

中
央
自
動
車
倉
庫
（
株
）

　
　
　
　
倉
賀
野
神
社
の
「
だ
い
こ
く
さ
ま
」

　

境
内
に
金
運
の
神
、
台
所
の
神
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
小
さ
な
お
社

や
し
ろ

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
に
鎮
座
す
る
小こ

づ
ち槌
を
手
に
し
た
大
小
数あ

ま
た多
の
「
だ

い
こ
く
さ
ま
」
は
、
出い

ず
も雲

の
大お

お
く
に
ぬ
し
の
か
み

国
主
神
さ
ま
に
由
来
す
る
と
云
わ
れ
ま
す
。

現
在
の
御
社
殿
は
昭
和
五
十
九
年
、
甲き

の
え
ね子

の
年
に
建
立
さ
れ
た
も
の
で
す

が
、
今
夏
、
氏
子
崇
敬
者
の
篤
志
に
よ
り
社
殿
の
修
理
が
お
こ
な
わ
れ
、

装
い
が
綺
麗
に
あ
ら
た
ま
り
ま
し
た
。　

＊　
　

＊　
　

＊

倉賀野神社御本社　御祭神の大國
魂大神（おおくにたまのおおかみ）
は大国主大神の荒

あらみたま

魂と伝わる。

境
内
の
「
甲き

の
え
ね子
大
黒
天
」

創作紙芝居　「大国主神の冒険」から

　
　

ご
あ
い
さ
つ
　
　
　
　
宮
司
　
髙
木
直
明

　

氏
子
崇
敬
者
の
皆
様
に
は
か
ね
て
神
社
の
護

持
運
営
に
温
か
い
ご
理
解
と
ご
支
援
を
た
ま
わ

り
、
有
難
く
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
本
年
は
こ
れ
ま
で
全
国
で
未
曽
有
の
風

水
害
、
予
期
せ
ぬ
大
地
震
な
ど
の
災
害
が
発
生

し
ま
し
た
。
ニ
ュ
ー
ス
に
接
す
る
た
び
に
胸

が
痛
む
こ
と
で
し
た
。
被
災
地
の
皆
様
に
心
か

ら
お
見
舞
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。
月
ご
と
の

月つ
き
な
み
さ
い

次
祭
に
お
き
ま
し
て
も
一つ

い
た
ち
ま
い

日
詣
り
の
皆
様
と

と
も
に
、
荒
ぶ
る
神
々
が
ど
う
か
鎮
ま
り
ま
す

よ
う
、
そ
し
て
一
刻
も
早
く
復
旧
、
復
興
な
り

ま
す
よ
う
ご
祈
願
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

当
地
は
こ
れ
ま
で
甚
大
な
被
害
が
な
く
、
こ

の
秋
に
は
神し

ん
せ
ん
で
ん

饌
田
の
稲
穂
を
刈
り
取
る
儀
式
を

無
事
に
執
り
修
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
御

神
恩
に
感
謝
申
し
上
げ
る
ば
か
り
で
す
。

　

天
皇
陛
下
御
即
位
三
十
年
の
秋
の
大
祭
に
そ

の
新
穀
を
お
供
え
し
、
国
家
皇
室
の
弥い

や
さ
か栄
と
氏

子
崇
敬
者
の
平
安
を
お
祈
り
す
る
も
の
で
あ
り

ま
す
。
平
成
三
十
一
年
の
四
月
三
十
日
に
は
陛

下
の
御
譲
位
、
五
月
一
日
に
は
皇
太
子
殿
下
の

御
即
位
が
お
こ
な
わ
れ
、
我
が
国
は
新
し
い
御み

代よ

に
あ
ら
た
ま
り
ま
す
。
国
民
こ
ぞ
っ
て
奉
祝

申
し
上
げ
た
い
と
存
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
神
棚
の
お
話

◎
新
年
に
神
棚
に
お
ま
つ
り
す
る
御お

ふ

だ
神
札
の

一
そ
ろ
え
を
「
お
正
月
さ
ま
」
と
云
い
ま
す
。

　

我
が
家
に
神
棚
を
お
ま
つ
り
す
る
こ
と

は
、
と
て
も
幸
せ
な
こ
と
で
す
。
神
様
の
前

に
い
つ
で
も
手
を
合
わ
せ
て
、
家
族
の
安
全

と
繁
栄
を
祈
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
神

棚
の
向
き
は
、
神
様
（
＝
御
神
札
）
か
ら
み

て
南
向
き
ま
た
は
東
向
き
（
北
側
ま
た
は
西

側
を
背
に
）
に
お
ま
つ
り
す
る
と
よ
い
で
し

ょ
う
。

　

ア
パ
ー
ト
や
マ
ン
シ
ョ
ン
に
お
住
い
の
場

合
で
も
、
簡
易
型
の
宮み

や
が
た形
を
置
い
て
御
神
札

を
お
ま
つ
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
社
務

所
に
用
意
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
お
声

掛
け
く
だ
さ
い
。

◎
「
一
そ
ろ
え
の
御お

ふ

だ
神
札
」
に
つ
い
て
、
左

「お正月さま」御神札のまつり方の一例。

神
じ ん ぐ う た い ま

宮大麻（天
てんしょうこうたいじんぐう

照皇大神宮さま）は、つ

ねに中央におまつりします。

写
真
の
番
号
順
に
お
話
し
ま
し
ょ
う
。

①
「
神じ

ん
ぐ
う
た
い
ま

宮
大
麻
」　
皇
室
の
御
祖
先
神
で
あ

る
「
天あ

ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

照
大
御
神
」
を
ま
つ
る
神じ

ん
ぐ
う宮
の
御お

ふ神

札だ

で
す
。「
お
伊
勢
さ
ま
」
と
も
よ
ば
れ
、

日
本
中
の
家
庭
で
、
神
棚
の
い
ち
ば
ん
中
央

に
ま
つ
ら
れ
て
い
ま
す
。

②
「
歳と

し
が
み神
さ
ま
」　

新
し
い
一
年
を
待
ち
望

ん
で
家
々
に
お
ま
つ
り
す
る
御
神
札
で
、
一

年
の
み
の
り
を
も
た
ら
す
御
神
徳
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
御
神
札
が
「
お
正
月
さ
ま
」
と
い

う
名
前
の
起
こ
り
と
も
い
え
ま
し
ょ
う
。

③
「
年

ね
ん
ち
ゅ
う
は
ら
え

中
祓
」　

細
長
い
形
状
の
お
ふ
だ
で
、

昔
は
家
の
門
口
の
竹
筒
に
差
し
て
お
き
、
帰

宅
す
る
と
き
に
こ
れ
を
抜
き
取
っ
て
わ
が
身

に
か
ざ
し
、
災さ

い
や
く厄

を
祓は

ら

い
清
め
て
か
ら
家
の

中
に
入
っ
た
と
い
い
ま
す
。
今
日
で
は
神
棚

に
一
緒
に
ま
つ
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し

た
。

④
「
三さ

ん
ぼ
ん
こ
う
じ
ん

本
荒
神
さ
ま
」　

生
活
に
欠
く
こ
と

の
で
き
な
い
火
と
水
の
清
浄
を
お
守
り
い
た

だ
き
ま
す
。
幣へ

い
だ
い台
の
上
に
三
本
並
べ
て
差
し

た
て
ま
す
。
も
と
も
と
は
竈か

ま
ど門
や
井
戸
、
便

所
な
ど
の
各
所
に
立
て
た
と
い
い
ま
す
が
、

今
日
で
は
神
棚
に
い
っ
し
ょ
に
ま
つ
る
こ
と

が
多
く
な
り
ま
し
た
。
ま
た
台
所
に
お
ま
つ

り
す
る
家
も
あ
り
ま
す
。

①
か
ら
④
の
御
神
札
が
一
そ
ろ
え
と
な
っ
て

「
お
正
月
さ
ま
」
と
よ
ば
れ
ま
す
。

◎
ま
た
、
四
月
十
九
日
に
春
の
大
祭
を
迎
え

る
と
、
神
社
か
ら
「
鎮
守
倉
賀
野
神
社
」
の

御
神
札
を
受
け
て
、
あ
わ
せ
て
神
棚
に
お
ま

つ
り
し
ま
す
。
古
来
、「
春は

る
き
と
う

祈
祷
の
御
神
札
」

と
よ
ば
れ
て
き
た
も
の
で
す
。

◎
さ
ら
に
御
神
札
を
旅
先
で
受
け
た
り
、
崇

敬
す
る
神
社
か
ら
受
け
た
り
す
る
こ
と
も
あ

る
で
し
ょ
う
。
す
る
と
神
棚
の
中
も
、
だ
ん

だ
ん
混
み
あ
っ
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。そ
う
、

日
本
は
「
八や

お
よ
ろ
ず

百
万
の
神
」
の
国
で
す
か
ら
、

い
っ
そ
う
神
さ
ま
の
ご
守
護
を
い
た
だ
く
こ

と
で
、
そ
れ
は
喜
ば
し
い
こ
と
な
の
で
す
。

　

た
だ
し
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
①
の
「
神

宮
大
麻
」
を
い
ち
ば
ん
中
央
に
お
ま
つ
り
す

る
こ
と
が
大
切
で
す
。

◎
な
お
、
年
毎
に
新
し
い
御
神
札
を
神
社
か

ら
受
け
て
お
ま
つ
り
し
、
一
年
を
経
た
御
神

札
は
、
こ
れ
ま
で
の
ご
守
護
に
感
謝
を
こ
め

て
、
神
社
に
返
納
す
る
の
が
習
わ
し
で
す
。

お
問
合
せ
先　

　
　

社
務
所
０
２
７
（
３
４
６
）
２
１
５
８

① ②③ ④

境内に秋　キンモクセイ

　
「
だ
い
こ
く
さ
ま
」
は
「
お
お
く
に

ぬ
し
」
へ
と
つ
な
が
り
、
さ
ら
に
「
い

な
ば
の
し
ろ
う
さ
ぎ
」
の
お
話
が
思
い

出
さ
れ
ま
す
。　

…
…
大

お
お
く
に
ぬ
し
の
み
こ
と

国
主
命
に
は

た
く
さ
ん
の
兄
弟
が
い
ま
し
た
。
命み

こ
とは

あ
る
と
き
、
兄
た
ち
の
お
伴と

も

で
旅
に
出

ま
し
た
。
す
る
と
海
岸
で
赤
裸
に
な
っ

た
う
さ
ぎ
が
泣
い
て
い
ま
し
た
。
そ
こ

で
命
が
や
さ
し
く
声
を
か
け
る
と
、
う

さ
ぎ
が
話
す
こ
と
に
は
…
…
海
の
向
こ

う
側
に
住
ん
で
い
た
う
さ
ぎ
は
、
い
つ

も
こ
ち
ら
側
に
来
て
み
た
い
と
思
っ
て

い
ま
し
た
が
、
と
て
も
泳
い
で
渡
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
一
計
を

案
じ
、
海
に
す
む
ワ
ニ
（
サ
メ
類
の
こ

と
）
に
声
を
か
け
る
の
で
し
た
…
…
。

　

広
く
知
ら
れ
る
日
本
神
話
で
す
が
、

続
き
は
倉
賀
野
神
社
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
紙

芝
居
「
大お

お
く
に
ぬ
し
の
か
み

国
主
神
の
冒
険
」
で
楽
し
む

こ
と
も
で
き
ま
す
。　
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▽
六
月
三
十
日
　
夏
越
大
祓
式
・
茅
輪
く
ぐ

り
　

半
年
毎
の
く
ぎ
り
に
罪
穢
れ
を
祓
い
清
め

る
恒
例
の
儀
式
。
大
勢
の
参
列
者
が
茅
輪
を

く
ぐ
り
、
併
せ
て
夏
の
疫
病
除
け
を
祈
願
し

た
。　

 
随
想  

左
見
右
見
（
と
み
こ
う
み
）

　
　
　
　
　
　
　
　
総
代
会
長
　
髙
橋
義
明
　
　

　

「
旅
」
と
「
旅
行
」
は
違
う
も
の
で
す
。

　

永
六
輔
さ
ん
は
そ
う
言
っ
て
旅
の
種
類
を

教
え
て
く
れ
た
。

　

漢
語
辞
典
の
「
旗
の
下
に
列
を
組
ん
だ
多

く
の
人
び
と
、
何
人
か
が
連
れ
立
っ
て
行
く

意
」
と
い
う
日
本
語
で
は
な
い
英
語
の
旅
で

す
。

「
ト
リ
ッ
プ
」
は
気
分
転
換
に
な
る
小
旅
行

の
こ
と
、
「
ツ
ア
ー
」
は
目
的
に
向
か
っ
て

の
団
体
行
動
、
「
ト
ラ
ベ
ル
」
は
出
発
か
ら

帰
宅
ま
で
の
行
程
が
決
ま
っ
て
い
る
も
の
。

「
ジ
ャ
ー
ニ
ー
」
は
予
定
も
決
め
ず
、
自
由

に
出
か
け
る
旅
の
四
種
類
で
す
。

　

通
い
な
れ
た
道
を
一
つ
手
前
の
角
を
曲

が
っ
て
遠
回
り
を
す
る
。
違
っ
た
風
景
が
あ

る
。
旅
に
な
る
。
永
さ
ん
は
、
そ
ん
な
風
に

言
っ
て
、
道
に
迷
っ
た
り
間
違
っ
た
ら
面
白

が
っ
て
し
ま
え
ば
い
い
の
だ
。
寄
り
道
、
道

草
と
思
う
の
だ
。
違
っ
た
風
物
や
人
び
と
が

見
え
て
く
る
と
書
い
て
い
る
。

　

私
は
中
山
道
の
旅
の
中
で
連
れ
の
二
人
に

琵
琶
湖
畔
の
小
野
神
社
に
行
く
と
告
げ
た
。

　

日
本
一
の
書
家
小
野
道
風
、
日
本
一
の
美

女
小
野
小
町
の
祖
に
な
る
歌
人
の
小お

の
の
た
か
む
ら

野
篁
も

祭
ら
れ
て
い
る
社
で
あ
る
。
気
乗
り
の
薄
い

二
人
に
篁
と
閻
魔
大
王
の
秘
密
を
解
き
明
か

し
た
。

　

篁
は
昼
は
真
面
目
な
役
人
と
し
て
律
令
政

府
に
仕
え
て
、
夜
は
閻
魔
大
王
の
も
と
に
通

う
忠
実
な
冥
府
の
役
人
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

見
て
来
た
よ
う
な
嘘
と
言
わ
れ
る
と
困
る

が
、
数
年
前
に
京
都
の
珍
皇
寺
の
篁
が
冥
府

に
通
う
「
往い

く

」
の
井
戸
も
覗
き
、
閻
魔
大
王

の
像
と
と
も
に
並
ん
で
い
る
篁
像
に
あ
っ
て

い
る
こ
と
を
説
明
し
た
。

　

二
人
は
即
座
に

　

「
行
く
、
行
こ
う
」
と
な
っ
た
。

　

宿
は
Ｘ
市
の
中
心
部
の
ビ
ジ
ネ
ス
ホ
テ
ル

を
頼
ん
で
あ
っ
た
。
夜
は
町
に
出
て
少
し
贅

沢
に
と
思
っ
て
い
た
。

　

困
り
ま
し
た
。
日
曜
日
の
官
公
庁
街
に
続

く
大
通
り
小
通
り
は
閑
散
と
し
て
い
る
。
私

た
ち
は
歩
い
た
。
郷
土
料
理
の
店
、
フ
ァ
ミ

リ
ィ
レ
ス
ト
ラ
ン
ま
で
尋
ね
歩
い
た
。
全
て

が
休
業
な
の
で
あ
る
。

　

ラ
ー
メ
ン
店
が
開
い
て
い
た
。
飛
び
込
ん

だ
。
救
わ
れ
た
と
思
っ
た
。

　

私
の
失
敗
を
慰
め
る
つ
も
り
か
、
連
れ
の

二
人
は
話
を
面
白
が
る
方
に
運
ぼ
う
と
苦
労

し
て
い
る
。
優
し
い
の
だ
。
家
に
帰
れ
ば
中

山
道
六
十
九
次
の
倉
賀
野
宿
の
閻
魔
祭
り
に

ご
奉
仕
す
る
世
話
人
で
あ
る
。
篁
が
冥
府
の

役
人
こ
ち
ら
は
現
世
の
役
員
な
の
だ
。

　

ラ
ー
メ
ン
屋
の
親
父
さ
ん
が
、

　

「
売
り
手
よ
し
、
買
い
手
よ
し
、
世
間
よ

し
」

　

近
江
商
人
の
心
得
を
そ
っ
と
教
え
て
く
れ

た
。

　

旅
は
止
め
ら
れ
な
い
。

　
　
蚕
の
神
様  

蚕
影
神
社

　

こ
と
し
明
治
百
五
十
年
を
迎
え
、
国
の
殖

産
興
業
の
一
翼
を
担
っ
た
養よ

う
さ
ん蚕

・
製
糸
の
歴

史
が
い
ま
、
改
め
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。

蚕こ
か
げ影
神
社
の
建
立　

　

明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
三
月
、
大お

お
く
に國

玉た
ま

神
社
（
当
時
の
倉
賀
野
神
社
の
呼
称
）
の

境
内
に
蚕
影
神
社
が
建
立
さ
れ
た
。
こ
の

時
代
、
当
地
で
も
養
蚕
業
は
い
よ
い
よ
盛

ん
に
な
り
、
常ひ

た
ち
の陸

国く
に

筑
波
郡
神か

ん
ご
お
り郡

村
に
鎮

座
す
る
蚕こ

か
げ
さ
ん

影
山
神
社
の
御
分
霊
を
勧か

ん
じ
ょ
う請

し

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
祠し

し
ょ
う掌
（
神
主
）

高
木
定
賢
と
三
名
の
信
徒
惣
代 

塚
越
七
三

郎
、
小
金
沢
伝
平
、
大
島
惣
十
郎
の
差
出
に

よ
り
、
管
轄
の
西
群
馬
郡
片
岡
郡
長
あ
て
に

「
御ご

ぶ
ん
れ
い
ね
が
い

分
霊
願
」
が
提
出
さ
れ
た
。

　

御
分
霊
願
を
読
み
く
だ
す
と
、「
当
地
に

お
い
て
は
未
だ
養
蚕
守
護
の
神
社
が
無
く
、

熱
心
な
信
者
は
数
十
里
の
遠
く
、
費
用
を
か

け
、
常
陸
国
蚕
影
山
に
詣
で
よ
う
と
す
る
者

が
続
々
と
あ
る
」と
し
て
、今
後
、境
内
に「
新

た
に
小
宮
殿
を
設
け
、
年
々
四
月
十
八
日
よ

り
二
十
二
日
迄
の
五
日
間
、
養
蚕
倍
盛
成
就

の
祈
念
及
び
祭
典
を
執
行
」
す
る
と
し
、「
本

山
社
務
所
と
の
談
判
も
行
き
届
い
た
の
で
、

な
に
と
ぞ
許
可
を
い
た
だ
き
た
く
」
と
勧
請

を
願
い
出
て
い
る
。

御
祭
神
は
保

う
け
も
ち
の
か
み

食
神

　

そ
の
「
御
分
霊
願
」
に
付
さ
れ
た
「
叙
詞
」

と
題
し
た
文
章
に
よ
れ
ば
、
蚕
影
神
社
は
、

「
保う

け
も
ち
の
お
お
か
み

食
大
神
を
奉ほ

う

祀し

す
。
此こ

の
大お

お
み
か
み

御
神
は
遠

く
神か

み
よ世

に
し
て
、
我
葦あ

し
は
ら
の
み
ず
ほ

原
瑞
穂
の
洲く

に

に
在あ

ら

せ
ら
れ
て
諸
穀
の
種た

な

つ
物も

の

を
生
み
な
せ
し

と
。
然し

か

る
後
、
御
頭
よ
り
駒
を
生
み
、
次
に

御
眉
よ
り
蚕か

い
こを
生
み
、
而し

か

し
て
又
、
口
内
に

繭ま
ゆ

を
含
み
て
糸
を
抽ひ

き
出
す
。
又
以
て
機は

た
お
り織

の
道
を
教
へ
給た

ま

ひ
し
と
な
ん
、
之こ

れ
天
下
の

蒼あ
お
ひ
と
ぐ
さ
生
を
し
て
衣
食
の
道
を
得
た
り
と
云
へ

り
。
然
ら
ば
即
ち
此こ

の
恵け

い
た
く澤
に
浴
せ
ざ
る
者

な
し
。
実
に
崇
敬
せ
ず
ん
ば
有
る
べ
か
ら
ざ

る
。」
さ
ら
に
、
蚕
の
病
気
を
平へ

い
ゆ癒

し
、
鼠

ね
ず
み

の
害
を
防
い
で
、「
四
眠
四
起
の
安
全
」
を

守
護
く
だ
さ
る
と
し
て
、
保
食
神
の
御
神
徳

を
称
え
て
い
る
。

幕
末
に
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
蚕
神
の
祭
り

　

養
蚕
は
幕
末
の
頃
に
す
で
に
盛
ん
で
、
蚕

影
神
社
の
勧
請
以
前
に
も
、
当
地
で
蚕
神
の

祭
り
が
行
わ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
慶
応
二

年
（
一
八
六
六
）
に
、
神
主
高
木
定
賢
に
よ

る
『
御み

こ
や
ま
つ
り
の

蚕
屋
祭
祝の

り
と詞
』
が
残
っ
て
い
る
。
そ

の
な
か
で
蚕
の
神
様
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る

の
は
、
大お

お
げ
つ
ひ
め
の
み
こ
と

宜
都
比
賣
命
で
あ
っ
た
。
先
に
見

た
保
食
神
は
日
本
書
紀
の
中
に
見
え
、一
方
、

大
宜
都
比
賣
命
は
古
事
記
の
中
に
見
え
る
神

で
あ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
さ
ま
ざ
ま
な

動
植
物
を
そ
の
体
内
か
ら
吐
き
出
し
、
生
み

出
し
て
、
農
業
や
漁
業
、
畜
産
業
な
ど
の
基

を
つ
く
る
と
い
う
、
不
思
議
な
霊
力
が
語
ら

れ
て
い
る
。ま
さ
に
蚕
神
た
る
所
以
で
あ
る
。

御
祭
神
は
い
ま
御
本
社
に

　

昭
和
時
代
、
や
が
て
未
曽
有
の
戦
時
と
な

り
国
民
生
活
が
困
窮
す
る
中
で
、
蚕
影
神
社

を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
当
時
の
経
緯
は
詳
ら
か
で
な
い

が
、
御
祭
神
は
御
本
社
に
併
せ
祀
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。

　

戦
後
も
養
蚕
業
の
復
興
は
な
ら
ず
、
い
ま

境
内
に
社
殿
の
跡
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
百
三
十
年
前
に
蚕
影
山
か
ら
戴
い
た
御

神
影
が
御
本
社
に
残
る
（
写
真
）。
か
つ
て

近
隣
に
広
が
っ
て
い
た
桑
畑
も
今
は
な
く
な

り
、
生
業
と
し
て
養
蚕
を
営
む
家
は
皆
無
と

な
っ
た
。

　

時
代
が
移
る
に
つ
れ
て
人
び
と
の
暮
ら
し

も
変
容
し
、
新
し
い
産
業
が
た
く
ま
し
く
進

展
し
て
い
く
。
保
食
神
は
こ
れ
か
ら
も
氏
子

の
家
々
の
生
業
を
厚
く
守
護
い
た
だ
く
こ
と

で
あ
る
。
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蚕影山大神  御神影

▽
や
る
ベ
ン
チ
ャ
ー
ウ
ィ
ー
ク
　
中
学
生
が

神
社
で
職
場
体
験
　

　

二
年
生
の
一
学
期
の
恒
例
行
事
。
注
連
縄

に
つ
け
る
紙し

で垂
を
つ
く
る
場
面
で
は
、
宮
司

の
話
を
聞
き
な
が
ら
神
妙
な
面
持
ち
で
取
り

組
ん
で
い
た
。

■
短
信
■

▽
四
月
十
九
日
　
春
の
大
祭
が
盛
大
に

↑ 倉賀野中 2 年生の浦安舞
　　　　　（うらやすのまい）

太々神楽　天の岩戸開きの舞→

獅
し し
子　・　獏

ばく
　・　海

えびこうりょう
老虹梁

倉
賀
野
神
社
拝
殿
彫
刻


