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夏
越
神
事
に
お
に
お
に
お
に
お
参参参参
り
し
ま
し
ょ
う

り
し
ま
し
ょ
う

り
し
ま
し
ょ
う

り
し
ま
し
ょ
う

な

ご

し

宮
司

山
田

茂
雄

七
月
六
日
（
日
）
午
後
二
時
よ
り
、
河
内
神
社
に

、

［

］

お
い
て
夏
祭
り
と
同
時
に

夏
越
の
神
事

大

祓
式

お
お
は
ら
い
し
き

と
［
茅
の
輪
く
ぐ
り
］
を
実
施
し
ま
す
。
皆
様
お
揃

ち

の

わ

い
で
お
参
り
下
さ
い
。

日
々
の
生
活
の
中
で
、
私
た
ち
が
、
知
ら
ず
知
ら

ず
の
う
ち
に
犯
し
た

罪
や
過
ち
を
祓
い
清

め
て
、
氏
神
様
の
新

し
い
力
を

戴

き
、

い
た
だ

人
間
と
し
て
の
清
浄

な
正
し
い
姿
に
立
ち

返
り
、
暑
い
夏
を
元

気
に
乗
り
切
り
、
一

年
の
後
半
を
無
病
息

災
で
あ
る
よ
う
に
願

う
お
祭
り
で
す
。

大

祓

式

お
お
は
ら
い
し
き

参
列
さ
れ
る
方
は
、
半
年
間
の
罪
穢
れ
を
移
し
た
人

形
を

ひ
と
が
た

神
前
に
収
め
、
神
職
と
共
に
大
祓
の
祝
詞
を
唱
和
し
ま
す
。

の
り
と

祓
え
の
行
事
の
後
に
、
お
焚
き
あ
げ
を
行
い
、
火
の
霊
力
に
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よ
り
、
人

形
に
移
し

ひ
と
が
た

た
罪
穢
れ
を
祓
い
除
け

ま
す
。

な
お
人
形
は
氏
子
総

代
さ
ん
が
各
家
庭
へ
お

配
り
し
ま
す
。
総
代
さ

ん
不
在
の
地
区
（
藤
の
木
、
河
内
南
等
）
の
方
は
、
当
日
社

頭
に
準
備
し
て
お
り
ま
す
の
で
ご
利
用
下
さ
い
。

茅
の
輪
く
ぐ
り

ち

の

わ

「

」

、

（

）

備
後
風
土
記

に
あ
る

武
塔
の
神

ス
サ
ノ
オ
ノ
命

が
「
茅
の
輪
を
腰
に
付
け

た
る
人
は
子
孫
に
至
る
ま

で
疫
病
に
罹
ら
な
い
」
と

言
わ
れ
た
と
い
う
故
事
に

基
づ
い
た
も
の
で
、
茅
萱

ち
が
や

で
作
っ
た
輪
を
「
水
無
月

み

な

づ

き

の

夏
越
の
祓
え
す
る
人
は

千
歳
の
命

延
と
い
ふ
な

ち

と

せ

り
」
と
唱
え
な
が
ら
三
回

く
ぐ
り
ま
す
。

茅
の
輪
は
六
月
二
十
九

日
か
ら
七
月
二
十
一
日
ま
で
河
内
神
社
境
内
に
設
置
致
し
ま

す
。
祭
典
当
日
ご
都
合
の
悪
い
方
は
、
期
間
中
に
お
参
り
下

さ
い
。
お
参
り
の
作
法
は
茅
の
輪
に
表
示
し
て
お
き
ま
す
。

の
お
の
お
の
お
の
お
祭祭祭祭
りりりり
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社

河
内
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社

河
内
神
社

河
内
神
社

七
月
六
日

午
後
二
時

夏
祭
、
夏
越
の
祓
い

八
月
十
四
日

午
後
八
時

献
灯
祭

十
日
十
一
日

午
後
六
時

秋
祭
前
夜
祭
（
神
楽
奉
納
）

十
月
十
二
日

午
後
二
時

秋
祭
（
例
大
祭
）

十
一
月
十
五
日
前
後

七
五
三
祭

十
二
月
十
四
日
午
後
二
時

新
嘗
祭
（
大
祭
）

日
供
祭

月
次
祭

こ
の
ほ
か
、
毎
朝

、
毎
月
一
日
、
十
五
日

に
っ
く
さ
い

つ
き
な
み
さ
い

を
執
り
行
い
、
氏
子
の
皆
様
の
日
々
の
ご
安
泰
を
お
祈
り
し

て
い
ま
す
。
ご
神
前
の
清
掃
が
済
む
午
前
七
時
頃
か
ら
執
り

行
い
ま
す
の
で
、
ご
参
拝
下
さ
い
。

国国国国
のののの
最
大
最
大
最
大
最
大
の
お
の
お
の
お
の
お
祭祭祭祭
りりりり
、、、、
伊
勢
神
宮
式
年
遷
宮

伊
勢
神
宮
式
年
遷
宮

伊
勢
神
宮
式
年
遷
宮

伊
勢
神
宮
式
年
遷
宮
をををを

成成成成
しししし
遂遂遂遂
げ
ま
し
ょ
う

げ
ま
し
ょ
う

げ
ま
し
ょ
う

げ
ま
し
ょ
う

伊
勢
神
宮
式
年
遷
宮

伊
勢
神
宮
式
年
遷
宮

伊
勢
神
宮
式
年
遷
宮

伊
勢
神
宮
式
年
遷
宮

し
き
ね
ん
せ
ん
ぐ
う

伊
勢
神
宮
で
は
、
今
か

ら
約
千
三
百
年
前
に
第
一

回
目
の
遷
宮
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
以
来
二
十
年
に
一

度
繰
り
返
さ
れ
（
戦
国
時

代
一
時
中
断
）
来
た
る
平

成
二
十
五
年
に
は
第
六
十

二
回
目
を
迎
え
ま
す
。

式
年
遷
宮
と
は
、
大
御

神
の
新
し
い
よ
り
大
き
な

お
力
を
い
た
だ
く
た
め
、

定
め
ら
れ
た
年
に
新
し
く

お
宮
を
造
り
神
様
に
お
遷

り
願
う
こ
と
で
す
。
神
宮
で
は
内
宮
、
外
宮
、
別
宮
と
も
社

殿
の
隣
に
同
じ
広
さ
の
敷
地
が
あ
り
、
二
十
年
ご
と
に
全
く

同
じ
形
の
社
殿
を
新
し
く
造
り
替
え
ま
す
。
ま
た
同
時
に
御

神
宝
、
装
束
、
鳥
居
、
宇
治
橋
等
も
造
り
替
え
ま
す
。

今
年
四
月
二
十
五
日

内
宮

外
宮
の
新
御
敷
地
の
鎮
地
祭

、

、

み

し

き

ち

ち
ん
ち
さ
い

（
地
鎮
祭
）
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
七
月
二
十
六
日
に
は
宇
治

橋
の
掛
け
替
え
工
事
が
起
工
さ
れ
ま
す

（
平
成
二
十
一
年
十

。

一
月
三
日
午
前
三
時
渡
始
式
）

千
三
百
年
の
昔
か
ら
我
々
の
先
祖
の
浄
財
、
奉
仕
活
動
に

よ
り
継
続
さ
れ
て
き
た
こ
の
遷
宮
を
、
我
々
も
立
派
に
成
し
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遂
げ
、
次
世
代
に
引
継
た
い
も
の
で
す
。

河
内
神
社
で
は
五
月
よ
り
奉
賛
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

既
に
多
く
の
氏
子
の
皆
様
に
奉
賛
金
を
納
め
て
い
た
だ
い
て

。

、

い
ま
す

総
代
の
皆
様
が
お
願
い
に
回
ら
れ
て
い
ま
す
の
で

よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。
ま
た
本
年
度
の
各
祭
典
時
、

社
頭
に
受
付
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
ま
す
の
で
、
総
代
不
在
の
地

区
の
皆
様
、
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

大
下

宣
義

食
思
考

「
豊
葦
原
の
瑞
穂
の
国
」
こ
の
辞
を
年
配
の
方
な
ら
、
幼

い
時
か
ら
聞
か
さ
れ
、
聞
い
て
き
た
事
が
記
憶
に
残
っ
て
い

る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
祖
国
日
本
は
、
農
業
を
中
心
に
置
い

て
、
そ
の
中
核
と
し
て
「
米
作
り
」
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
古

く
か
ら
歴
史
が
証
明
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
頃
、
天
気
予
報

な
ど
の
情
報
は
な
く
、
里
人
は
故
郷
の
空
を
見
る
等
、
土
地

勘
に
よ
っ
て
災
害
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
自
然
の

力
に
勝
つ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
台
風
、
旱

魃
、
洪
水
等
の

か
ん
ば
つ

災
害
、
人
々
の
生
活
は
、
今
の
発
展
途
上
国
社
会
の
状
態
の

よ
う
で
し
た
。

そ
こ
で
人
々
が
「
安
心
立
命
」
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
た
の

が
、
神
で
あ
り
氏
神
様
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

戦
後
高
度
経
済
成
長
の
中
で
、
私
た
ち
の
食
文
化
も
変
容

し
、
母
の
味
は
遠
く
な
り
、
食
品
の
パ
ッ
ク
を
レ
ン
ジ
で
チ

ン

「
は
い
ど
う
ぞ

。
こ
れ
で
い
い
の
か
、
今
考
え
る
時
が

、

」

き
た
と
思
い
ま
す
。

今
、
世
界
の
食
糧
危
機
が
叫
ば
れ
る
中
、
私
た
ち
人
間
の

素
朴
な
暮
ら
し
と
は
何
か
？
安
全
な
食
品
と
は
何
か
？
を
求

め
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
基
底
に
有
る
の
は
、
自
然
へ

の
畏
敬
で
あ
り
、
神
佛
崇
敬
の
念
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

古
屋

美
華

巫
女
を
し
て

最
初
、
お
宮
に
行
っ
て
説
明
を
聞
き
ま
し
た
。
巫
女
が
参

加
す
る
お
祭
り
は
年
四
回
あ
り
ま
す
。
一
回
目
は
十
月
な
の

で
、
八
月
の
半
ば
く
ら
い
か
ら
、
毎
週
木
曜
日
に
練
習
を
し

ま
し
た
。

初
め
は
難
し
い

な
と
思
っ
て
い
ま

し
た
。
で
も
何
回

も
練
習
し
て
い
る

と
、
だ
ん
だ
ん
楽

し
く
な
り
ま
し

た
。
一
番
印
象
に

残
っ
た
の
は
歳
旦

祭
で
し
た
。
理
由

は
、
一
月
一
日
に

、

、

あ
っ
て

今
年
は

前
日
か
ら
の
雪

で
、
と
て
も
寒
か

っ
た
か
ら
で
す
。
み
ん
な
で
ス
ト
ー
ブ
を
囲
ん
で
出
番
ま
で

座
っ
て
待
っ
て
い
ま
し
た
。
石
段
も
ぬ
れ
て
い
て
滑
り
そ
う

。

、

。

に
な
り
ま
し
た

二
番
目
は

四
月
に
あ
っ
た
招
魂
祭
で
す

。

。

巫
女
と
し
て
最
後
の
お
祭
り
で
し
た

人
も
多
か
っ
た
で
す

普
段
は
な
に
も
気
に
し
て
い
な
か
っ
た
け
ど
、
こ
う
し
て

人
は
、
神
様
に
感
謝
し
て
生
活
し
て
い
る
の
か
な
ぁ
と
思
い

ま
し
た
。
今
回
巫
女
を
し
て
良
か
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。

田
中

志

巫
女
舞

ゆ
き

私
は
、
昨
年
の
夏
休
み
か
ら
今
年
の
四
月
に
か
け
て
、
河

内
神
社
で
巫
女
を
や
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
最
初
は
全

然
や
る
こ
と
が
覚
え
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
回
数
や
足
の
向

き
、
リ
ズ
ム
な
ど
が
難
し
く
、
全
く
覚
え
た
と
い
う
感
じ
が

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
も
、
何
回
か
練
習
を
重
ね
「
何
と

」

。

か
覚
え
た
か
な

と
い
う
所
ま
で
行
く
こ
と
が
出
来
ま
し
た

ま
だ
少
し
不
安
の
ま
ま
、
初
め
て
の
お
祭
り
が
来
ま
し
た
。

や
る
前
は
と
て
も
き
ん
ち
ょ
う
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
、
座

っ
て
い
る
と
き
の
姿
勢
を
保
つ
の
も
き
つ
か
っ
た
で
す
。
で

も
、
自
分
た
ち
の
番
に
な
る
と
そ
ん
な
こ
と
は
、
忘
れ
て
い

ま
し
た
。
出
る
と
き
と
座
に
戻
る
と
き
が
一
番
き
ん
ち
ょ
う

し
ま
し
た
。
無
事
に
成
功
し
た
の
で
良
か
っ
た
で
す
。

そ
れ
か
ら
練
習
と
祭
り
を
何
度
か
く
り
返
し
て
、
と
う
と

う
最
後
の
お
祭
り
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
お
祭
り
で
は
少
し

失
敗
を
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
で
も
終
わ
っ
た
と
き
に
「
よ

く
が
ん
ば
っ
た
ね

「
よ
か
っ
た
よ
」
な
ど
は
げ
ま
し
て
く
れ

」

た
の
で
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。

私
は
巫
女
を
や
れ
て
と
て
も
い
い
経
験
に
な
っ
た
と
思
い

ま
す
。
河
内
神
社
さ
ん
、
父
、
母
、
妹
、
さ
そ
っ
て
く
れ
た

友
達
、
み
な
さ
ん
に
と
て
も
感
謝
し
て
い
ま
す
。
そ
の
人
が

居
な
け
れ
ば
こ
ん
な
経
験
は
出
来
な
っ
か
た
か
ら
で
す
。

本
当
に
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

諸
祈
願
祭
受

諸
祈
願
祭
受

諸
祈
願
祭
受

諸
祈
願
祭
受
けけけけ
付付付付
け
ま
す

け
ま
す

け
ま
す

け
ま
す

、

、

、

、

、

初
宮
詣

安
産
祈
願

歳
祝

家
内
安
全

学
業
成
就

厄
祓
い

、

な
ど
電
話

交
通
安
全
、
商
売
繁
盛
、
七
五
三
祭
、
地
鎮
祭
、
家
祓
い

で
ご
予
約
く
だ
さ
い
。
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二
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二
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二
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二
八
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九
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二
二
八
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二
二
八
三

二
二
八
三

二
二
八
三

河
内
神
社
社
務
所

電
話

(

上
河
内
・
下
河
内
・
上
小
深
川
・
下
小
深
川
・

河
内
地
区

の

へ
は

藤
の
木
・
河
内
南
〔
彩
が
丘
〕)

氏
神
社
河
内
神
社

河
内
神
社

河
内
神
社

河
内
神
社

う
じ
が
み
し
ゃ
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