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【
こ
の
講
社
の
趣
旨
】

　

大
三
島
大
社
講
は
大
山
祇
神
社
の
崇
敬
者
を
結

集
し
、
敬
神
崇
祖
の
信
念
に
基
づ
き
、
至
誠
以
て

道
義
を
高
揚
し
神
恩
に
奉
謝
し
普
く
神
人
和
力
文

明
造
化
の
真
理
を
顕
現
し
、
大
山
祇
神
社
の
維
持

を
図
り
次
の
事
業
を
行
う
。

【
こ
の
講
社
の
主
な
事
業
】

・
大
山
祇
神
社
の
神
徳
昂
揚

・ 

大
山
祇
神
社
国
宝
重
要
文
化
財
そ
の
他
宝
物
保

存
修
理

・ 
大
山
祇
神
社
祭
礼
神
事
の
保
存

・ 

図
書
、
雑
誌
の
編
輯
発
行

・ 

講
演
会
の
開
催

・ 

講
社
員
募
集
並
び
に
伝
道

・ 

そ
の
他
本
講
社
目
的
達
成
の
た
め
に
必
要
な
事

業
【
入
講
後
の
主
な
待
遇
】

・ 

家
内
安
全
家
業
繁
栄
祈
願
祭
斎
行
の
上
、
大
麻

を
奉
送
す
る
。

・ 

講
社
大
祭
並
び
に
毎
月
一
日
祭
に
講
社
員
名
簿

を
奉
奠
し
て
家
内
安
全
家
業
繁
栄
の
祈
願
祭
を

斎
行
す
る
。

・ 

国
宝
館
、
紫
陽
殿
拝
観
優
待
券
贈
呈
。

・ 

大
三
島
海
事
博
物
館
拝
観
優
待
券
贈
呈
。

・ 

社
報
「
大
三
島
宮
」
を
贈
呈
。

・ 

大
三
島
暦
を
贈
呈
。

・ 

大
山
祇
神
社
例
大
祭
・
講
社
大
祭
他
の
御
案
内

【
ご
入
講
の
手
続
き
】

・ 

名
誉
講
社
員　

毎
年　

五
十
口
以
上

・ 

特
別
講
社
員　

毎
年　
　

五
口
以
上

・ 

正　

講
社
員　

毎
年　
　

一
口
以
上

　

 

但
し
、
一
口　

金
三
千
円
也

　

入
講
に
関
し
ま
し
て
は
、
当
社
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

〒
七
九
四

−

一
三
九
三

　

愛
媛
県
今
治
市
大
三
島
町
宮
浦
三
三
二
七

　
　

大　

三　

島　

大　

社　

講

　
　

℡
〇
八
九
七

−
八
二

−

〇
〇
三
二

　

二
月
二
十
三
日
、
毎
年
恒
例
と
な
っ
た
プ
ロ

サ
ッ
カ
ー
チ
ー
ム
「
Ｆ
Ｃ
今
治
」
の
選
手
・
監

督
・
コ
ー
チ
等
関
係
者
四
十
八
名
が
参
拝
に
訪

れ
た
。
全
員
が
そ
れ
ぞ
れ
絵
馬
に
力
強
い
字
で

「
Ｊ
３
優
勝
」「
Ｊ
２
昇
格
」
と
願
い
を
書
き
入

れ
、
そ
の
後
拝
殿
に
て
必
勝
祈
願
祭
を
行
っ
た
。

　

Ｆ
Ｃ
今
治
の
皆
様
の
更
な
る
ご
活
躍
と
最
高

の
結
果
を
ご
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

　

当
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
毎
月
の
祭
典
や
御

祈
禱
時
間
等
に
関
す
る
情
報
な
ど
を
発
信
し
て
い

ま
す
。
今
後
も
随
時
更
新
し
て
い
き
ま
す
の
で
、

ご
確
認
い
た
だ
け
る
と
幸
い
で
す
。
左
の
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
か
ら
も
ア
ク
セ
ス
で
き
ま
す
の
で
、
是
非

ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

二
月
十
七
日
、
祈
年
祭
を
斎
行
。
こ
の
日
、
宮
中
を
始
め
全
国
の
神
社
に
お

い
て
、
今
年
の
五
穀
豊
穣
を
祈
る
祈
年
祭
が
行
わ
れ
た
。
大
山
祇
神
社
で
は
、

年
六
度
の
大
祭
が
行
わ
れ
る
が
、
そ
の
内
の
一
つ
が
こ
の
祈
年
祭
で
あ
り
、
重

要
な
祭
典
で
あ
る
。

　

五
穀
豊
穣
は
国
家
の
安
泰
に
つ
な
が
る
。
凶
作
に
な
れ
ば
、
飢
餓
の
人
々
が

多
く
生
ま
れ
、
食
糧
を
求
め
、
紛
争
が
発
生
し
か
ね
な
い
。
飛
鳥
時
代（
六
七
五
）

に
は
、
当
時
の
天
皇
が
国
を
挙
げ
て
祈
年
祭
の
斎
行
を
命
じ
た
記
録
も
見
え

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
農
耕
文
化
が
根
付
い
た
弥
生
時
代
頃
か
ら
、
形
は
違
え

ど
、
春
の
豊
穣
の
祈
り
、
秋
の
収
穫
へ
の
感
謝
の
風
習
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

日
本
人
と
し
て
、
改
め
て
食
の
大
切
さ
を
考
え
る
良
い
機
会
と
な
っ
た
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ご
案
内

https://oomishimagu.jp/ 大山祇神社 検索

大
三
島
大
社
講
〜
入
講
案
内
〜

祈
年
祭

き

ね
ん

さ
い

Ｆ
Ｃ
今
治
必
勝
祈
願
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こ
の
コ
ー
ナ
ー
を
担
当
す
る
事
に
な
り
ま
し
た
事
務
員

の
渡
邉
で
す
。
拙
い
文
で
す
が
、
ど
う
か
お
付
き
合
い
く

だ
さ
い
。

　

初
回
は
、
国
宝
「
紺こ

ん

絲い
と

威お
ど
し

鎧よ
ろ
い・
兜か

ぶ
と・
大お

お

袖そ
で

付つ
き

」
に
つ

い
て
の
お
話
を
致
し
ま
す
。

　
ま
ず
、
こ
の
鎧よ

ろ
い
を
奉
納
し
ま
し
た
の
は
、
河こ

う

野の

通み
ち

信の
ぶ

と

い
う
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
に
活
躍
し
た
武

将
で
す
。
河こ

う

野の

氏し

は
、＊

１

通と
お
り

字じ

と
し
て
名
に
「
通
」
の
字

を
付
け
ま
す
が
、
そ
れ
は
大
山
積
神
の＊

２

本ほ
ん

地じ

仏ぶ
つ

で
あ
る

「
大だ

い

通つ
う

智ち

勝し
ょ
う

仏ぶ
つ

」
の
一
字
に
よ
り
ま
す
。
河
野
氏
は
小お

千ち

（
越
智
）
の
国

く
に
の
み
や
つ
こ
造
・＊

３小お

千ち
の

命み
こ
とを
祖
先
と
す
る
越お

智ち

の
一
族

で
あ
り
、
大
山
積
神
を
氏
神
と
し
て
篤
く
尊
崇
し
て
い
ま

し
た
。

　
平
安
時
代

末
期
、
源
平

に
分
か
れ
て

各
地
で
合
戦

が
行
わ
れ
、

瀬
戸
内
海
で

も
海
戦
が
起

き
て
い
ま
し

た
。
当
時
、
強
大
な
水
軍
を
組
織
し
て
い
た
平へ

い

家け

に
対
し

て
源
氏
方
は
苦
戦
を
強
い
ら
れ
て
お
り
、
源
氏
は
平
家
に

属
し
て
い
な
い
水
軍
に
着
目
し
ま
す
。
そ
の
一
つ
が
通み

ち

信の
ぶ

率
い
る
「
河こ

う

野の

水す
い

軍ぐ
ん

」
で
し
た
。

　
『
平
家
物
語
』
で
は
、「
伊
予
の
国
の
住
人
、
河
野
四
郎

通
信
も
百
五
十
艘
の
大
船
に
乗
り
連
れ
て
漕
ぎ
来
り
、
こ

れ
も
同
じ
よ
う
に
源
氏
の
方
へ
付
き
け
れ
ば
、
平
家
い
と

ど
興
ざ
め
て
ぞ
思
は
れ
け
る
」
と
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
通
信
は
、
屋
島
の
戦
い
の
後
、
志し

度ど

の
戦
い
か
ら
壇
ノ

浦
の
戦
い
ま
で
源
氏
方
に
加
わ
り
活
躍
し
ま
し
た
。
こ
の

鎧
は
壇
ノ
浦
の
戦
い
の

戦
勝
の
御
礼
と
し
て
奉

納
さ
れ
た
と
伝
わ
っ
て

い
ま
す
。

　
後
に
鎌
倉
幕
府
初
代

執し
っ

権け
ん

、
北
条
時と

き

政ま
さ

に
気

に
入
ら
れ
、
時
政
の
娘

を
妻
に
迎
え
た
そ
う
で

す
。
通
信
の
子
孫
に

は
、
元げ

ん

寇こ
う

の
お
り
に
活

躍
し
た
河
野
通み

ち

有あ
り

や

「
踊

お
ど
り

念ね
ん

仏ぶ
つ

」
で
知
ら
れ
る
一い

っ

遍ぺ
ん

上し
ょ
う

人に
ん

な
ど
が
い
ま
す
。

　
さ
て
、
そ
の
通
信
の
鎧
で
あ
る
「
紺こ

ん

絲い
と

威お
ど
し

鎧よ
ろ
い」
と
は
、

紺
色
の
糸
で
鉄
と
革
の＊

４

小こ

札ざ
ね

を
一
枚
交ま

ぜ
に＊

５

威お
ど

し
て
お

り
、
鎧
の
中
で
は
、「
大お

お

鎧よ
ろ
い」
に
分
類
さ
れ
ま
す
。

　
当
時
の
戦
い
は
馬
に
乗
っ
て
矢
を
射
る
「
一
騎
駆
け
」

の
騎
馬
戦
が
主
流
で
、
海
戦
に
お
い
て
も
弓
は
重
要
な
武

器
で
し
た
。
そ
の
た
め
当
時
の
鎧
は
、
弓
矢
に
よ
る
攻
撃

の
防
御
を
重
視
し
た
造
り
に
な
っ
て
お
り
、
兜か

ぶ
と

・
大お

お

袖そ
で

・ 

＊
６

鳩き
ゅ
う
び
の
い
た

尾
板
・＊

７

栴せ
ん

檀だ
ん

板い
た

等
が
付
属
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

こ
の
時
代
の
兜
ま
で
残
っ
て
い
る
こ
と
は
稀
な
の
で
す
。

通
信
の
兜
は
「
星ほ

し

兜か
ぶ
と」
と
呼
ば
れ
、
頭
部
の
ト
ゲ
ト
ゲ
が

特
徴
の
非
常
に
強
そ
う
な
兜
で
す
。
こ
の
ト
ゲ
ト
ゲ
は
兜

の
鉢
板
を
矧は

ぎ
合
わ
せ
る
為
の
鋲び

ょ
う
の
頭
で
す
。
実
用
性
と

デ
ザ
イ
ン
性
を
兼
ね
た
の
で
し
ょ
う
。
星
兜
は
平
安
中
期

か
ら
見
ら
れ
、
平
安
末
期
に
も
流
行
し
て
い
ま
し
た
。
時

代
が
下
る
に
つ
れ
星
は
小
さ
く
な
り
、
数
は
多
く
な
っ
て

い
き
ま
す
。
通
信
の
兜
は
大
き
め
の
星
で
、
星
兜
の
中
で

も
「
厳い

が

星ほ
し

兜か
ぶ
と」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
鎧
の＊

８

弦つ
る

走ば
し
りに
は
、「
牡ぼ

丹た
ん

襷た
す
き

入い
り

獅し

子し

円ま
る

文も
ん

」

と
い
う
柄
の
染
め
革
を
用
い
て
い
ま
す
。
こ
の
柄
は
、
仏

教
由
来
の
言
葉
で
あ
る
「＊

９

獅し

子し

身し
ん

中ち
ゅ
うの
虫
」
と
い
う
言

葉
を
起
源
と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
強
さ
の
象
徴
で
あ

る
獅
子
に
も
弱
点
が
あ
り
、
身
体
に
潜
む
虫
に
よ
っ
て
命

を
脅
か
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
裏
切
り
者
を
表
し
た
言
葉
で

す
。
そ
し
て
、
こ
の
虫
は
牡
丹
の
花
か
ら
滴
る
夜
露
に
あ

た
る
と
死
ぬ
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
牡
丹
と
獅
子

の
デ
ザ
イ
ン
は
武
士
に
好
ま
れ
武
具
に
も
よ
く
見
受
け
ら

れ
ま
す
。
身
体
的
に
も
精
神
的
に
も
守
り
を
固
め
て
い
た

の
で
す
ね
。

　
通
信
の
父
、
通み

ち

清き
よ

は
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）、
伊
予
を

支
配
下
に
置
き
ま
し
た
。
し
か
し
翌
年
、
平
家
方
が
伊
予

に
攻
め
寄
せ
、
ま
た
味
方
か
ら
裏
切
り
者
が
出
て
し
ま

い
、
通
清
は
戦
死
し
て
し
ま
い
ま
す
。
通
信
は
、
父
の
被
っ

た
裏
切
り
の
恐
ろ
し
さ
を
身
に
染
み
て
痛
感
し
て
い
た
は

ず
で
す
。
そ
の
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ど
の
部
分
も
通
信
の
拘こ

だ
わ
り
が
見
受
け
ら

れ
ま
す
。
堅け

ん

牢ろ
う

な
鎧
が
通
信
の
功
績
の
一
助
と
な
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。
通
信
が
ど
の
よ
う
な
想
い
で
こ
の
鎧
を

纏
っ
た
の
か
皆
様
も
想
い
を
馳
せ
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
。

宝
物
さ
ん
ぽ

ほ
う

も
つ

▼
第
一
回
▲
　
　
　
　
～
紺こ

ん

絲い
と

威お
ど
し

鎧よ
ろ
い

・
兜か

ぶ
と

・
大お

お

袖そ
で

付つ
き

～注 

釈
＊
１　
通
字
（
と
お
り
じ
）

　
先
祖
代
々
、
名
前
に
用
い
ら
れ

る
字
の
こ
と
。

＊
２　
本
地
仏
（
ほ
ん
じ
ぶ
つ
）　

　
八
百
万
の
神
々
は
、
実
は
様
々

な
仏
が
人
々
を
救
済
す
る
為
に
化

身
と
し
て
日
本
の
地
に
現
れ
た
権

現
で
あ
る
、
と
い
う
神
仏
習
合
思

想
の
一
つ
本ほ
ん

地ち

垂す
い

迹じ
ゃ
く

説せ
つ

に
基
づ

く
も
の
。

＊
３　
小
千
命（
お
ち
の
み
こ
と
）

　
大
山
積
神
の
子
孫
で
、
神
武
天

皇（
初
代
天
皇
）御ご

東と
う
征せ
い
の
お
り
、

先
駆
け
と
し
て
伊い

予よ

二ふ
た

名な
の

島し
ま

（
四

国
）
に
渡
り
、
瀬
戸
内
海
の
治
安

を
司
っ
て
い
た
。
そ
の
時
、
大
三

島
に
大
山
積
神
を
祀ま
つ

っ
た
と
伝
わ

る
。

＊
４　
小
札
（
こ
ざ
ね
）　

　
平
た
い
小
さ
な
短
冊
状
の
札
で

甲
冑
の
部
品
。
糸
や
革
を
通
せ
る

よ
う
に
穴
が
開
い
て
い
る
。

＊
５　
威
し
（
お
ど
し
）　

　
鎧
や
兜
の
小こ

札ざ
ね

を
、
革
や
糸
な

ど
の
緒
で
上
下
に
結
び
合
わ
せ
る

こ
と
。「
緒
通
し
」か
ら
来
て
い
る
。

＊
６　
鳩
尾
板
（
き
ゅ
う
び
の
い

た
）　

　
鎧
の
正
面
左
に
あ
る
。
弓
を
射

る
時
に
開
く
脇
と
胸
部
を
防
御
す

る
。
急
所
に
近
い
の
で
板
は
一
枚

の
鉄
札
に
す
る
例
が
多
い
。

＊
７　
栴
檀
板
（
せ
ん
だ
ん
い
た
）
　

　
鎧
の
正
面
右
に
あ
る
。
弓
を
引

い
た
り
、
刀
剣
を
振
る
う
際
に
屈

伸
可
能
。
通
常
三
段
か
ら
な
る
革

製
も
し
く
は
鉄
製
の
小
札
で
構
成

さ
れ
て
い
る
。

＊
８　
弦
走
（
つ
る
ば
し
り
）　

　
大
鎧
の
胴
部
分
前
方
か
ら
左
脇

に
か
け
て
張
ら
れ
た
韋か
わ
。
弓
の
弦

が
あ
た
る
の
を
防
御
す
る
。

＊
９　
獅
子
身
中
の
虫
（
し
し
し

ん
ち
ゅ
う
の
む
し
）

　
内
部
に
い
て
恩
恵
を
受
け
て
い

な
が
ら
も
、
内
か
ら
災
い
を
お
こ

す
も
の
の
こ
と
。

通信の兜と比べて、星が随分小さい

紺絲威鎧・兜・大袖付（河野通信奉納）
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前
号
に
て
、
初
め
て
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
い
た

し
ま
し
た
。
ご
回
答
く
だ
さ
っ
た
皆
様
、
誠
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。「
職
員
の
手
記
」
に

関
し
ま
し
て
は
、「
年
越
し
の
裏
側
の
緊
張
感
を

知
る
こ
と
が
で
き
て
よ
か
っ
た
」、「
大
山
祇
神
社

を
身
近
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
」
な
ど
の
感
想

を
い
た
だ
き
、
我
々
と
し
て
も
大
変
う
れ
し
く
思

い
ま
す
。
そ
の
他
、
様
々
な
ご
意
見
を
い
た
だ

き
、
一
つ
ず
つ
形
に
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。
そ
の
一
つ
目
と
し
て
、
今
回
か
ら
、
当
社
所

有
の
宝
物
に
つ
い
て
、
わ
か
り
や
す
く
紹
介
す
る

新
連
載
を
始
め
ま
し
た
。
不
定
期
連
載
の
予
定
で

す
が
、
ぜ
ひ
ご
感
想
等
お
寄
せ
く
だ
さ
る
と
、
今

後
の
執
筆
の
励
み
に
な
り
ま
す
の
で
、
お
時
間
が

あ
り
ま
し
た
ら
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
そ
し
て
、

ぜ
ひ
、
当
社
宝
物
館
に
お
越
し
い
た
だ
き
、
現
物

を
見
て
歴
史
を
感
じ
て
い
た
だ
け
れ
ば
嬉
し
く
思

い
ま
す
。

　

ま
た
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
五
類
引
き
下
げ
が

決
定
し
、
従
来
の
経
済
活
動
が
戻
る
兆
し
も
見
え

て
お
り
ま
す
。
当
社
で
も
こ
こ
数
年
に
わ
た
っ

て
、
祭
典
を
縮
小
し
て
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た

が
、
今
年
か
ら
は
す
べ
て
通
常
通
り
斎
行
す
る
予

定
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

例
大
祭
当
日
の
六
月
十
日
は
、
境
内
が
一
段
と

厳
か
な
雰
囲
気
に
包
ま
れ
、
日
頃
の
安
寧
を
感
謝

す
る
に
相
応
し
い
日
と
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
ま

た
、
六
月
二
十
二
日
の
御
田
植
祭
で
は
、
伝
統
芸

能
で
あ
る
「
一ひ

と
り人
角ず

も
う力
」
や
、
懸
命
に
田
植
え
に

勤
し
む
早
乙
女
た
ち
を
四
年
振
り
に
目
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

大
祭
の
佳
き
日
、

普
段
と
は
一
味
違
う

景
色
を
見
せ
る
当
社

に
、
是
非
お
越
し
く

だ
さ
い
。

　

今
春
、
國
學
院
大
學
神
道
学
専
攻
科
を
修
了

し
、
令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
付
で
出
仕
を
拝
命

い
た
し
ま
し
た
。
趣
味
は
パ
ワ
ー
リ
フ
テ
ィ
ン
グ

で
、
東
京
都
を
は
じ
め
と
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
大
会

で
優
勝
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ち
な
み
に
、
私

が
持
ち
上
げ
ら
れ
る
ベ
ン
チ
プ
レ
ス
の
最
高
重
量

は
一
五
五
キ
ロ
で
す
。

　

さ
て
、
大
山
祇
神
社
は
古
来
よ
り
日
本
総
鎮
守

と
さ
れ
る
四
国
随
一
の
古
社
、
大
社
で
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
御
祭
神
の
大
山
積
神
は
山
の
神
だ
け

で
な
く
、
海
の
神
と
し
て
も
、
朝
廷
や
水
軍
な
ど

の
武
将
か
ら
崇
敬
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め

大
山
祇
神
社
は
、
こ
の
地
域
の
歴
史
に
お
い
て
非

常
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の

よ
う
な
伝
統
の
あ
る
お
社
で
歴
史
の
一
端
を
担
え

る
こ
と
は
非
常
に
光
栄
で
あ
る
と
と
も
に
畏
れ
多

い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

専
攻
課
程
を
修
了
し
た
ば
か
り
の
た
め
、
神
職

と
し
て
だ
け
で
な
く
、
社
会
人
と
し
て
も
未
熟
な

身
で
は
あ
り
ま
す
が
、
一
日
も
早
く
一
人
前
の
神

職
と
な
り
、
大
山
祇
神
社
の
た
め
に
貢
献
で
き
る

よ
う
精
進
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
ご
指
導
ご
鞭

撻
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

編

集

後

記

　
大
山
祇
神
社
で
は
、常
勤
の
内
子（
巫

女
）
を
随
時
募
集
し
て
お
り
ま
す
。

　
募
集
要
件
は
次
の
通
り
で
す
。

◎
十
八
歳
か
ら
二
十
二
歳
ま
で
の
未
婚

の
女
性

※

年
齢
は
あ
く
ま
で
目
安
で
す
。
一
度

お
電
話
く
だ
さ
れ
ば
、
こ
の
限
り
で

は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

•
勤
務
時
間
：
午
前
八
時
〜
午
後
五
時

•
年
末
年
始
等
繁
忙
期
を
除
き
、
残
業

な
し

•
神
社
隣
接
社
宅
（
家
賃
無
料
）
あ
り

　
詳
し
い
待
遇
・
勤
務
形
態
等
は
、
当

社
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
大
　
山
　
祇
　
神
　
社

℡
〇
八
九
七

－

八
二

－

〇
〇
三
二

■

内
子
（
巫
女
）
募
集

アンケートはここから

新
任
挨
拶

出仕
柚木　郁彦

辞
　
　
令

令
和
五
年
四
月
一
日

　
　

主　

典　
　

工　

藤　
　

淑　

高

　
　

主　

典　
　

榊　

山　
　

豪　

士

　

大
山
祇
神
社
権
禰
宜
に
任
ず
る

 

神　

社　

本　

庁

　

昨
今
の
物
価
の
上
昇
に
伴
い
、
当
社
で
は
左
記

の
お
守
り
、
御
札
の
金
額
を
四
月
一
日
よ
り
改
定

致
し
ま
し
た
の
で
、
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

　　

縁
結
守 

一
、〇
〇
〇
円

　

兜
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
守
（
金
・
銀
） 一
、〇
〇
〇
円

　

神
額
守
（
金
・
銀
） 

一
、〇
〇
〇
円

　

交
通
ス
テ
ッ
カ
ー
（
青
・
赤
） 

一
、〇
〇
〇
円

　

割
符 

一
、〇
〇
〇
円

　

特
別
木
札 

二
、〇
〇
〇
円

授
与
品
初
穂
料

改
定
に
つ
い
て
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大
山
祇
神
社
例
大
祭
を
来
る
六
月
十
日
（
土
曜

日
）（
旧
暦
四
月
二
十
二
日
）
に
斎
行
致
し
ま
す
。

　

例
大
祭
と
は
、
当
社
の
最
も
重
要
な
祭
典
で
あ

り
、
当
社
の
御
祭
神
大
山
積
大
神
様
が
現
社
地
に

遷
座
さ
れ
た
養
老
三
年
（
七
一
九
）、
旧
暦
四
月

二
十
二
日
を
祝
し
、
現
在
ま
で
続
く
、
歴
史
あ
る

大
祭
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

現
時
点
で
は
、
今
年
の
例
大
祭
は
四
年
振
り
と

な
る
通
常
斎
行
の
予
定
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
参
拝

に
際
し
ま
し
て
は
、
混
雑
し
て
い
る
場
所
で
は
マ

ス
ク
を
着
用
す
る
な
ど
、
ご
自
身
で
適
宜
判
断
し

て
い
た
だ
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。

　

ま
た
、
今
後
の
情
勢
に
よ
っ
て
は
祭
典
を
縮
小

せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
際

は
、
当
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
て
ご
案
内
申
し
上

げ
ま
す
の
で
、
是
非
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

尚
、
当
日
御
参
拝
頂
け
な
い
皆
様
に
替
わ
り
貴

家
又
貴
社
の
御
尊
名
を
御
神
前
に
奉
奠
し
、
家
内

安
全
・
事
業
繁
栄
の
特
別
神
楽
祈
禱
を
執
り
行
っ

て
お
り
ま
す
。

　

ご
希
望
の
方
は
【
大
山
祇
神
社
大
祭
神
楽
祈
禱

申
込
簿
】
を
お
渡
し
い
た
し
ま
す
。
名
簿
に
御
家

族
、
又
会
社
・
事
業
所
の
名
前
を
記
入
の
う
え
大

三
島
・
大
山
祇
神
社
社
務
所
ま
で
お
送
り
く
だ
さ

い
。
大
祭
に
併
せ
て
祈
願
祭
を
厳
修
の
上
、
神
楽

祈
禱
神
符
を
お
送
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　
六
月
　　

九
日
㈮
　
午
前
十
時

　
　
御
　
更
　
衣
　
御
　
戸
　
開
　
祭

　
六
月
　　

十
日
㈯
　
午
前
十
時

　
　
例
　
大
　
祭
　
併
　
講
　
社
　
大
　
祭

　
六
月
　
十
一
日
㈰
　
午
前
十
時

　
　
後

　

宮

　

祭

　

尚
、
今
年
よ
り
例
大
祭
斎
行
時
刻
を
午
前
十
時

に
改
め
ま
し
た
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

 

二
十
三
日

 

二
十
三
日

 

二
十
二
日

 

十
五
日

 

十
四
日

九
月 

一
日

 

二
十
二
日

八
月 

一
日

 

二
十
二
日

 

二
十
日

七
月 

一
日

 

三
十
日

 

二
十
七
日

 

二
十
二
日

 

十
二
日

 

十
一
日

 

十
日

 

九
日

 

八
日

　

至 

九
日

　

自 

三
日

六
月 

一
日

大
三
島
宮
祭
事
暦

 

令
和
五
年
六
月
～
令
和
五
年
九
月

秋

季

祖

霊

社

祭

皇

霊

殿

遥

拝

式

月

次

祭

阿

奈

波

神

社

例

祭

阿

奈

波

神

社

宵

祭

一

日

祭

月

次

祭

一

日

祭

月

次

祭

五

穀

豊

穣

祈

願

祭

一

日

祭

大

祓

式

全
国
鉱
山
工
場
安
全
祈
願
大
祭

御

田

植

祭

宇
迦
神
社
祈
晴
報
賽
祭

後

宮

祭

例

大

祭 

併

講

社

大

祭

御

更

衣

御

戸

開

祭

神

殿

清

掃

祭

宇

迦

神

社

祈

晴

祭

一

日

祭

例
大
祭
の
御
案
内

神楽神符・大祭守
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