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上
半
期
の
災
い･
禍
事･

罪･

過
ち
の
お
祓
い

わ
ざ
わ

ま
が

ご
と

は
ら

に
お
参
り
下
さ
い

夏
越
の
祓
い

な

ご

し

は

ら

宮
司

山
田

茂
雄

よ
り
、

お
よ
び

７

７

２

月

日

午
後

時

(

日)

夏
祭
り

･

夏
越
大
祓

茅
輪
神
事

・

〔

〕
を
氏
神
様

夏
越
神
事

な
ご
し
の
お
お
は
ら
い

ち

の

わ

し

ん

じ

な

ご

し

の

し

ん

じ

う
じ

が
み

さ
ま

河
内
神
社
に
て
執
り
行
い
ま
す
。
地
域
の
皆
様
の
神

こ

う

ち

じ
ん
じ
ゃ

事
で
す
。
ぜ
ひ
ご
参
列
く
だ
さ
い
。

新
政
権
が
誕
生
し
て
半
年
、
経
済
を
中
心
と
し
て

大
き
な
変
化
が
起
き
て
い
ま

す
。
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み

る
と
、
伊
勢
神
宮
や
出
雲
大

社
の
遷
宮
の
年
は
、
変
動
の

年
と
な
っ
て
い
ま
す
。

国
内
外
に
い
ま
だ
沢
山
の

課
題
が
山
積
み
で
す
。
今
月

は
、
私
た
ち
に
も
直
接
、
国

政
に
参
加
で
き
る
機
会
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
責
任
を
果
た

し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

我
々
は
、
日
々
の
生
活
の
中
で
知
ら
ず
知
ら
ず
に

罪
を
犯
し
、
邪
気
が
身
に
付
き
ま
す
。
夏
越
神
事
に

、

、

、

、

参
列
し
て

こ
れ
ら
罪

穢
れ

邪
気
を
祓
い
清
め

下
半
期
に
向
け
て
、
氏
神
様
の
新
た
な
力
を
い
た
だ

、

。

き

暑
い
夏
を
乗
り
切
れ
る
よ
う
祈
願
し
ま
し
ょ
う
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不
足
す
る
場
合
は
コ
ピ
ー
で
も
構
い
ま
せ
ん
。

各
自
、
人
形
に
氏
名
・
年
齢
を
記
入
し
、
自
分
の
体
を

身
に
付
い
た
半
年
間
の
罪
や

さ
す
り
、
息
を
吹
き
か
け
、

当
日
お
持
ち
下
さ
い
。

穢
れ
を
移
し
、

当
日
ご
参
列
で
き
な
い
方
は
、
事
前
に
人
形
を
お
持
ち

下
さ
い
。
お
参
り
の
方
に
託
さ
れ
て
も
結
構
で
す
。
人
形

ひ
と
が
た

は
、
社
頭
に
も
当
日
ま
で
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。

人
形
は
、
事
前
に
地
区
の
氏
子
総
代
さ
ん
を
通
じ
て
、

ひ
と
が
た

各
家
庭
へ
配
っ
て
頂
き
ま
す
。
総
代
さ
ん
が
不
在
の
地
区

（
藤
の
木
、
河
内
南
、
遥
花
等
）
の
方
は
、
本
紙
の
人
形

は

る

か

ひ
と
が
た

を
切
り
抜
い
て
ご
使
用
、
ご
持
参
下
さ
い
。

―
ち
の
わ
─

古
代

の
御
守

か
ら

茅
の
輪

お

ま

も

り

茅
の
輪
は
「
備
後
風
土
記
」
に
登
場
し
ま
す
。
貧
し
い
な

が
ら
も
蘇
民
将
来
は
、
武
塔

そ
み
ん
し
ょ
う
ら
い

の
神(

素
戔
嗚
尊)

に
一
夜
の

す
さ
の
お
の
み
こ
と

宿
を
貸
し
て
も
て
な
し
ま

す
。
そ
の
お
礼
に
武
塔
の
神

は

「
蘇
民
将
来
の
子
孫
と

、
言
っ
て
、
茅
の
輪
を
腰
に
付

け
た
人
は
疫
病
に
罹
ら
な

い
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

素
戔
嗚
尊
は
、
当
地
域
の
旧
八
社
の
日
吉
神
社(

園
さ

祇

ん)

の
神
さ
ま
と
し
て

の
ご
祭
神
で
す
。

河
内
神
社

御
守
の
中
央
は
、
１
２
０
０
年
以
上
前
の
長
岡
京
の
人
々

が
身
に
つ
け
た
最
古
の
蘇
民
将
来
札
で
、
茅
の
輪
と
と
も
に

、

と
す
る
習
慣
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

災
難
除
け

健
康
の
御
守

平
安
末
期
の
『
拾
遺
和
歌
集
』
の
歌
に
夏
越
大
祓
が
あ
り
、
茅
輪

神
事
と
と
も
に
、

と
し
て
信
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

長
寿
の
神
事

茅
之
輪
御
守
３
０
０
円
、
期
間
限
定
頒
布
。
夏
越
神
事
の

当
日
に
ご
参
列
の
方
に
は
、
記
念(

無
料)

頒
布
し
ま
す
。

へ
の
ア
ク
セ
ス
〔
周
辺
図
〕

河
内
神
社
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災
い･

禍
事･

罪
穢
れ
祓
い
清
め
ま
す

夏
越
大
祓

な
ご
し
の
お
お
は
ら
い

皆
様
の
人
形
を
ご
神
前
に
納

ひ
と
が
た

め
、
参
列
者
全
員
で
大
祓
の
祝

詞
を
唱
和
し
ま
す
。
そ
の
後
、

切
麻
（
麻
と
和
紙
を
小
さ
く
切

き
り
ぬ
さ

っ
た
も
の
）
で
自
分
の
体
を
祓

い
清
め
ま
す
。

祓
い
の
行
事
の
後
に
、
お
焚
き
上
げ
を
し
て
、
人
形
に

ひ
と
が
た

移
し
た
罪
や
穢
れ
を
火
の
力
に
よ
っ
て
祓
い
除
け
ま
す
。

災
い
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う

茅
輪
神
事

ち

の

わ

し

ん

じ

茅
の
輪
を
神
職
の
先
導
の
も
と
、
８

茅
萱
で
で
き
た

ち

が
や

「
水
無
月
の

夏
越
し

の
字
を
描
く
よ
う
に
３
回
く
ぐ
り
、

み

な

づ
き

の
祓
え
す
る
人
は

千
歳
の
命

延
ぶ
と
い
う
な
り
」
と
唱

ち

と
せ

の

無
病
息
災
を
祈
り
ま
す
。
新
し
く

え
な
が
ら
祓
い
清
め
て

で
す
。

下
半
期
を
迎
え
る
た
め
の
伝
統
の
神
事

初
穂
を
供
え
、
安
寧
を
祈
り
ま
す

夏
祭
り

夏
越
神
事
の
後
、
皆
様
と
拝
殿
に
上
が
り
、
夏
の
暑
さ

に
負
け
ず
健
康
で
家
庭
平
穏
に
過
ご
せ
ま
す
よ
う
に
、
ま

、

、

た

風
水
害
や
害
虫
な
ど
の
災
害
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に

河
内
神
社
の
神
様
に
、
氏
子
の
皆
様
か
ら
奉
献
さ
れ
た
お

初
穂
を
お
供
え
し
、
お
祭
り
を
行
い
ま
す
。

茅
の
輪
は
、
６
月

日
か
ら
７
月

日
ま
で
河

な
お
、

23

16

し
て
あ
り
ま
す
。
お
参
り
の
作
法

内
神
社
の
境
内
に
設
置

は
、
茅
の
輪
に
表
示
し
て
あ
り
ま
す
。

神
社
豆
知
識

〝
直
会･

な
お
ら
い〟
と
は

直
会
と
は
、
祭
式
の
最
後
に
、
神
様
に
お
供
え
し
た
御
神

酒
な
ど
を
参
列
者
で
い
た
だ
く
こ
と
を
い
い
、
お
祭
り
の
一

部
で
す
。
神
様
へ
供
え
た
も
の
を
食
べ
る
こ
と
で
、
神
様
の

新
た
な
力
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

広
島
県
神
社
総
代
連
合
会
が
正
式
参
拝

広
島
県
神
社
総
代
連
合
会
の
研
修

会
の
一
環
と
し
て
、
広
島
県
各
地
の

神
社
の
総
代
会
役
員
の
皆
様
が
河
内

神
社
に
参
拝
さ
れ
ま
し
た
。

（

）

、

当
日

５
月

日

は
小
雨
の
中

28

中
丸
元
夫
会
長
を
は
じ
め
、

名
が

35

バ
ス
２
台
に
て
到
着
。
神
社
で
は
、

前
日
ま
で
に
河
内
神
社
役
員
と
有
志

で
社
殿
の
清
掃
片
付
け
と
、
雨
天
に

備
え
て
テ
ン
ト
２
張
を
設
置
し
て
お

迎
え
し
ま
し
た
。

拝
殿
で
の
正
式
参
拝
を
済
ま
せ
、

研
修
会
開
会
式
の
後
、
各
自
、
河
内

神
社
限
定
の
梛
之
葉
御
守
に
、
境
内

な
ぎ

の

は

、

。

の
梛
の
葉
を
入
れ
て

次
の
研
修
先
に
向
か
わ
れ
ま
し
た

神
社
の
佇
ま
い
、
維
持
管
理
、
総
代
さ
ん
と
の
協
力
体

制
な
ど
参
考
に
な
っ
た

と
の
お
声
を
頂
き
ま
し

た
。
地
域
と
つ
な
が
る

神
社
を
目
指
し
ま
す
。

神
社
豆
知
識

〝正
式
参
拝〟
と
は

拝
殿
に
昇
殿
し
て
、

お
初
穂
を
お
供
え
し
、

神
主
よ
り
お
祓
い
を
受

け
、
玉
串
を
奉
っ
て
、

ご
神
前
に
て
拝
礼
を
す

る
参
拝
方
法
で
す
。
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紙
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広
島
の
神
社
伝
承
文
化

か
ぐ
ら

神

楽
─

③
西
日
本
各
地
の
神
楽

山
田

岳
晴

禰
宜

神
楽
と
よ
ば
れ
る
も
の
の
範
囲

か

ぐ

ら

は
広
く
、
神
徳
を
称
え
奉
納
さ
れ

し
ん
と
く

る
楽
舞
、
ま
た
は
祓
い
清
め
の
楽
舞
を
い
う
。
そ
の
た
め
全

が
く
ま
い

は
ら

、

、

、

国
的
に
は

神
楽
と
よ
ば
れ
る
も
の
に
は
巫
女
舞

湯
立
舞

み

こ

ゆ

た
て

獅
子
舞
な
ど
も
あ
る
。
広
島
で
み
ら
れ
る
よ
う
な
素
面
で
舞

し

し

す

め
ん

う

と
着
面
な
ど
で
神
々
を
演
じ
る

の
二
つ
で

儀
式
舞

神

舞
祇

じ
ん

ぎ

ま
い

、

。

構
成
さ
れ
る
も
の

は

必
ず
神
楽
と
さ
れ
る

（

）

神

神
楽

祇

神
楽
に
は
地
域
ご
と
に
特
徴
が
あ
る
の
で
、
五
畿
七
道
と

旧
街
道
を
基
に
、
今
回
は
西
日
本
を
み
て
い
く
。

で
は
、
都
市
の
町
割
り
を
反
映
し

畿
内
と
近
江
（
関
西
）

き

な
い

お

う

み

て
、
街
路
で
の
山
車
や
ダ
ン
ジ
リ
な
ど
の
曳
き
物
の
祭
り
に

だ

し

ひ

押
さ
れ
、
神
楽
は
春
日
大
社
な
ど
わ
ず
か
な
有
力
神
社
の
巫

女
舞
に
限
ら
れ
る
。
ま
た
、
獅
子
舞
も
一
部
に
み
ら
れ
る
。

は
、
出
雲
の
出
雲
神
楽
、
石
見
の
石
見

山
陰
道
（
山
陰
）

い
わ

み

神
楽
な
ど
、

で
神

神
楽
が
多
く
伝
承

出
雲
、
石
見
、
隠
岐

祇

お

き

。

。

さ
れ
る

秋
の
例
祭
時
に
仮
設
や
常
設
の
舞
台
で
行
わ
れ
る

地
域
の
祖
先
神
・
大
元
神
を
迎
え
る
数
年
に
一
度
の
式
年
祭

お
お
も
と

時
に
の
み
行
う

も
の
も
少
な
く

な
く
、
民
家
の

座
敷
で
行
う
こ七

と
も
あ
る
。

し
ち

と
よ
ば
れ
る

座ざ儀
式
舞
と
神
能

し
ん

の
う

と
よ
ば
れ
る
神

舞
で
構
成
さ

祇

これらのほか、獅子舞･巫女舞なども点在する

れ
る
。
茣
蓙
を
持
っ
て
舞
う

や
、
舞
台
中
央
に
吊
ら

茣
蓙
舞

ご

ざ

つ

れ
た
枠
飾
り
を
操
る

が
特
徴
的
で
あ
る
。

天
蓋

あ
や
つ

て
ん
が
い

で
は

備
中
の
備
中
神
楽

備
後
の
荒
神

山
陽
道
（

）

山
陽

、

、

び
っ
ち
ゅ
う

び
ん

ご

こ
う
じ
ん

神
楽
、
安
芸
の
十
二
神

な
ど
、

で
神

神

祇

祇

備
中
か
ら
長
門

あ

き

じ
ゅ
う
に
じ
ん

ぎ

な
が

と

楽
が
各
地
で
多
く
伝
承
さ
れ
る
。
秋
の
例
祭
時
も
し
く
は
荒

神
信
仰
に
基
づ
く
式
年
祭
時
に
、
常
設
ま
た
は
仮
設
の
舞
台

で
行
わ
れ
る
。
舞
台
の
床
は
腰
高
と
す
る
な
ど
低
い
。
五

ゆ
か

ご

行

祭
祭
文
に
ち
な
む

・

・

と
よ

王
子
合
戦

所
望
分
け

五
行

ぎ
ょ
う
さ
い
さ
い
も
ん

か
っ
せ
ん

し
ょ
も
う

わ

ば
れ
る
舞
い
が
重
要
視
さ
れ
る
。
山
間
部
で
は
山
陰
道
の
神

楽
の
流
入
も
み
ら
れ
る
。

で
は
、
伊
予
の
伊
予
神
楽
、
土
佐
の
津

南
海
道
（
四
国
）

野
山
神
楽
、
本
川
神
楽
な
ど

を
中

伊
予
南
部
か
ら
土
佐
西
部

ほ
ん
か
わ

心
に
神
楽
が
み
ら
れ
る
。
秋
の
例
祭
時
に
中
央
を
舞
台
と
し

悪
魔
払

四

た
常
設
ま
た
は
仮
設
の
神
楽
殿
で
行
わ
れ
る
。

、

が
特
徴
的
で
あ
る
。

天
鬼
神

で
は
、
豊
後
の
岩
戸
神
楽
、
日
向
の
高

西
海
道
（
九
州
）

ぶ
ん

ご

い
わ

と

ひ
ゅ
う
が

千
穂
夜
神
楽
、
椎
葉
神
楽
、
米
良
神
楽
、
肥
後
の
肥
後
神
楽

し
い

ば

め

ら

ひ

ご

な
ど
、

を
中
心
に
神
楽
が

豊
前
、
豊
後
、
日
向
お
よ
び
肥
後

ぶ

ぜ
ん

伝
承
さ
れ
る
。
秋
の
例
祭
時
に
、
常
設
ま
た
は
仮
設
の
神
楽

岩
戸

殿
や
、
神
楽
宿
と
し
て
選
ば
れ
た
民
家
で
行
わ
れ
る
。

か

ぐ

ら
や
ど

の
舞
い
を
重
視
す
る
。
湯
立
や
獅
子
舞
も
み
ら
れ
る
。

開
き

若
き
奉
仕
団

風
ひ
か
る
皐
月
の
日
。

さ

つ

き

鎮
守
の
森
に
若
き
奉
仕
が

あ
り
ま
し
た
。
水
路
に
よ

ど
む
葉
っ
ぱ
や
土
、
石
垣

に
生
え
る
雑
草
に
向
か

う
、
城
山
中
学
校
３
年
の

４
名
の
懸
命
の
姿
が
あ
り

ま
し
た
。
年
に
一
度
の
職
場
体
験
で
企
業
が
受
け
入
れ
、

出
向
い
た
の
で
し
た
。
我
ら
が
村
社
、
合
祀
か
ら

年
で

106

初
め
て
の
広
島
県
神
社
総
代
連
合
会
の
正
式
参
拝
の
受
け

入
れ
準
備
作
業
と
も
な
り
ま
し
た
。
作
業
の
前
、
大
し
め

縄
の
下
、
柏
手
が
境
内
の
も
み
じ
葉
に
共
鳴
し
ま
し
た
。

中
学
生
の
一
人
が
「
神
社
参
拝
の
時
に
は
、
参
道
の
端

を
歩
い
て
お
参
り
す
る
ん
よ

。
目
か
ら
ウ
ロ
コ
が
落
ち

」

ま
し
た
。
敬
神
崇
祖
、
子
供
た
ち
の
心
の
中
に
芽
吹
き
、

育
ま
れ
る
畏
敬
の
念
、
心
に
残
る
若
き
奉
仕
団
の
一
日
で

あ
り
ま
し
た
。

氏
子
総
代
長

先
本
民
治

河
内
神
社
敬
神
婦
人
会
に
入
り
ま
せ
ん
か

平
素
、
地
域
の
皆
様
に
は
、
総
代
さ
ん
を
通
じ
て
河
内
神

社
に
ご
協
力
を
頂
い
て
お
り
ま
す
。
こ
の
度
、
河
内
神
社
で

は
敬
神
婦
人
会
を
結
成
し
、
鎮
守
の
森
か
ら
笑
顔
で
暮
ら
せ

る
地
域
社
会
づ
く
り
に
向
け
、
女
性
な
ら
で
は
の
活
動
が
で

き
れ
ば
と
考
え
ま
し
た
。

氏
神
さ
ま
へ
の
奉
仕
を
は
じ
め
、
神
さ
ま
に
つ
い
て
の
知

識
を
深
め
る
と
と
も
に
、
他
地
域
の
神
社
や
お
祭
り
を
視
察

す
る
な
ど
、
楽
し
く
進
め
て
行
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

全
国
敬
神
婦
人
会
は
結
成
さ
れ
て
か
ら

年
、
広
島
県
敬

63

神
婦
人
会
は

年
も
経
っ
て
お
り
、
ほ
か
の
敬
神
婦
人
会
の

31

さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
参
考
に
し
た
り
、
交
流
す
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。

河
内
神
社

山
田
美
保
子

(

佐
伯
大
竹
支
部
神
職
夫
人
の
会
会
員

・
広
島
県
敬
神
婦
人
会
副
会
長)

◎
対
象
：
河
内
神
社
氏
子
地
域
に
お
住
ま
い
の
二
十
歳
以
上

の
女
性

◎
参
加
申
込
み
：
直
接
河
内
神
社
へ
お
越
し
下
さ
る
か
、
Ｆ。

Ａ
Ｘ
に
て
氏
名･

住
所･

電
話
番
号
を
お
知
ら
せ
下
さ
い

０
８
２

９
２
７

５
２
１
５

河
内
神
社
社
務
所

Ｆ
Ａ
Ｘ(

)
-
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（4）

祈
願
祭
を
受
付

社
頭･

出
張
で
の
祈
願
祭
を
受
け
付
け
て
い
ま
す

河
内
地
域
の
ご
家
族
や
団
体
で
の
祈
願
祭
は
、
地
元
を
守

る
皆
様
の
氏
神
様
・
河
内
神
社
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

ご
家
族
の
祈
願
祭
と
し
て

は
、

・

・

初
宮
詣

安
産
祈
願

も
う
で

合
格
祈
願

厄
祓

・
七
五
三
・

や
く
ば
ら

・

・
家
内
安
全
・

い

歳
祝
い

と
し

、

(

新

自
動
車
祓
い

地
鎮
祭

じ

ち

ん

さ

い

築)

、

(

入
居)

な
ど
が

家
祓
い

や

ば

ら

あ
り
ま
す
。

上

団
体
と
し
て
は
、
安
心
し
て
活
動
で
き
ま
す
よ
う
に
、

、
安
全
祈
願
、
開
店
祭
、

、

、
上

達
祈
願

地
鎮
祭

商
売
繁
盛

じ
ち
ん
さ
い

棟
祭
な
ど
仕
事
場
な
ど
で
の
祈
願
祭
が
あ
り
ま
す
。

い
ず
れ
も
、
不
明
な
こ
と
や
日
時
な
ど
、
河
内
神
社
に
ご

相
談
、
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

０
８
２

９
２
８

２
２
８
３

河
内
神
社
社
務
所

(
)

-

河
内
神
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

こ
れ
か
ら
の
河
内
神
社
の
お
祭
り

一
年
を
通
じ
て
、
豊
作
を
祈
る
春
祭
、
上
半
期
の
厄
を
祓

う
夏
越
神
事
、
収
穫
に
感
謝
す
る
秋
祭
、
一
年
の
幸
せ
を
願

う
歳
旦
祭
な
ど
お
祭
り
が
あ
り
ま
す
。
多
く
の
方
の
ご
参
拝

で
盛
大
な
お
祭
り
と
し
、
幸
せ
を
つ
な
ぎ
た
い
も
の
で
す
。

７
月

日
、
河
内
神
社
に
お
祀
り
し
て
い
る
旧

祇
園
祭

21

下
河
内
村
社
の
日
吉
神
社
の
御
祭
神
、
素
戔
嗚
尊
を
元
の

す
さ
の
お
の
み
こ
と

お
社
（
権
現
さ
ん
）
に
一
日
だ
け
お
迎
え
を
し
、
地
区
の
人

や
し
ろ

が
元
気
に
働
き
、
生
活
す
る
様
子
を
見
て
も
ら
い
、
今
後
も

同
じ
よ
う
に
見
守
っ
て
く
だ
さ
る
よ
う
お
祭
り
を
し
ま
す
。

前
夜
に
は
、
下
河
内
集
会
所
で
神
楽
の
奉
納
、
当
日
は
境

検
索

河
内

神
社

内
で
地
区
の
子
供
達
に
よ
る
相
撲
大
会
が
行
わ
れ
ま
す
。

お
盆
の
８
月

日

献
灯
祭

14

の
夜
、
神
社
の
拝
殿
に
提
灯
を

吊
し
、
皆
様
の
先
祖
の
御
霊
を

み

た

ま

迎
え
、
お
祭
り
を
し
ま
す
。

そ
の
後
、
小
学
校
校
庭
で
盆

踊
り
大
会
が
行
わ
れ
ま
す
。

今
年
は

月

日
、
河
内
神

大
事
な
例
大
祭
（
秋
祭
）

10

13

社
で
は
、
一
年
の
収
穫
の
感

謝
の
お
祭
り
、
例
大
祭
（
秋

祭
）
を
執
り
行
い
ま
す
。

こ
の
お
祭
り
は
、
日
本
人

の
命
の
源
、
稲
の
収
穫
に
あ

み
な
も
と

た
り
、
豊
か
な
実
り
に
氏
子、

全
員
で
心
を
込
め
て
感
謝
し

今
後
の
御
加
護
を
祈
る
お
祭

り
で
す
。

朝
か
ら
子
供
や
大
人
の

俵
た
わ
ら

、

。

御
輿
が
出
て

河
内
地
域
を
挙
げ
て
の
お
祭
り
に
な
り
ま
す

み

こ

し

、

前
夜
祭
（

）

神
楽
奉
納

例
大
祭
の
前
夜(

今
年
は

日)

12

地
元
の
河
内
地
域
の
神
楽
団
に
よ
る
神
楽
の
奉
納
が
、
境
内

特
設
ス
テ
ー
ジ
で
あ
り
ま
す
。
今
年
は
上
河
内
神
楽
団
が
奉

、

。

納
し

日
頃
か
ら
練
習
を
重
ね
て
き
た
成
果
を
披
露
し
ま
す

伝
統
の
あ
る
十
二
神
祇
神
楽
と
花
火
の
奉
納
は
迫
力
満
点
で

す
。
河
内
神
社

に
は
上
河
内
神

楽
団[

十
二
神

と
花
火]

と

祇下
河
内
神
楽
団

[

十
二
神

と
祇

、

新
舞]

が
あ
り

毎
年
交
互
に
神
楽
が
奉
納
さ
れ

ま
す
。

夜
店
な
ど
も
出
て
、
沢
山
の

参
拝
者
で
賑
わ
い
ま
す
。

、

俵
御
輿
奉
納

例
大
祭
の
後

各
地
を
練
り
歩
い
た
俵
御
輿
の

奉
納
が
３
時
半
頃
か
ら
あ
り
、

河
内
神
社
に
集
結
し
ま
す
。
境

内
狭
し
と
担
ぎ
ま
わ
る
俵
御
輿
は
勇
壮
そ
の
も
の
で
す
。

月

日
は
七
五
三
の
お
祝
い

氏
神
様
に
七
五
三

詣
も
う
で

11

15

の
日
で
す
。
ま
ず
は
氏
神
様
に
ご
報
告
し
て
、
お
子
様
の
幸

福
と
健
康
を
祈
り
、
祝
い
ま
し
ょ
う
。
子
を
思
う
気
持
ち
は

昔
か
ら
変
わ
り
ま
せ
ん
。
神
社
で
記
念
の
写
真
を
撮
っ
て
あ

げ
ま
し
ょ
う
。
七
五
三
詣
は
、

月
中
旬
～

月
頃
ま
で
受

10

11

０
８
２

９
２
８

２
２
８
３

け
付
け
て
い
ま
す
。

電
話(

)
-

上
河
内･

下
河
内･

上
小
深
川･

下
小
深
川･

藤
の
木･

河
内
南

の
氏
神
様

(

彩
が
丘)

〔
平
成

年
下
半
期
〕

河
内
神
社
の
こ
よ
み

25

７
月
７
日

午
後
２
時

夏
祭
、
夏
越
大
祓
、
茅
輪
神
事

(

日)

な
ご
し
の
お
お
は
ら
い

ち

の

わ

７
月

日

午
後
２
時

園
祭(

御
旅
所
御
神
幸)

(

日)

祇

お
た
び
し
ょ

し
ん
こ
う

21

８
月

日

午
後
７
時
半

献
灯
祭

(

火)

ろこ

14

(

神
楽
奉
納)

日

日

午
後
６
時
半

秋
祭
前
夜
祭

(

土)

か

ぐ

ら

10

12
月

日

午
後
２
時

秋
祭
（
例
大
祭
）

(

日)

10

13
月

日
前
後

七
五
三
祭

11

15
月
８
日

午
後
２
時

新
嘗
祭
（
大
祭
）

(

日)

に
い
な
め
さ
い

12
月

日

午
後
６
時

除
夜
祭
（
大
祓
）

(

月)

12

31

毎

朝

日
供
祭

に
っ
く
さ
い

毎
月
１
日
・

日

月
次
祭

つ
き
な
み
さ
い

15

日
供
祭
・
月
次
祭
で
は
、
皆
様
の
日
々
の
ご
安
泰
を
お
祈

り
し
て
い
ま
す
。
午
前
７
時
半

、
境
内
の
清
掃
が
す
ん
だ

け
い
だ
い

ろ
こ

後
、
執
り
行
い
ま
す
の
で
、
こ
ち
ら
に
も
ご
参
拝
下
さ
い
。
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