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〇
喜
ば
れ
た
神み

輿こ
し･

太
鼓
の
　

　
渡
御

前
回
は
、
寛
延
３
年（
１
７
５
０
）伊

居
太
神
社
で
神
輿
の
渡
御
が
復
活
し
た

こ
と
を
書
き
ま
し
た
。
町
の
人
び
と
は

１
５
０
年
以
上
経
っ
て
復
活
し
た
神
輿

の
渡
御
を
歓
迎
し
、
精
神
は
高
揚
し
ま

し
た
。
９
月
の
祭
り
に
は
大
勢
の
人
び

と
が
神
社
を
参
拝
し
、
町
に
は
神
輿
講

と
か
太
鼓
中
と
い
っ
た
組
織
も
作
ら
れ

て
い
き
ま
す
。
そ
れ
ら
は
重
な
り
合
っ

て
、
町
の
人
び
と
が
神
社
を
尊
崇
し
、

氏
子
と
し
て
の
結
合
を
確
認
す
る
機
会

と
も
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
か
ら
50
数
年
経
っ

た
文
化
３
年（
１
８
０
６
）、
神
輿
も
太

鼓
も
唐
突
に
渡
御
が
中
止
さ
せ
ら
れ
ま

す
。
中
止
の
処
置
を
め
ぐ
っ
て
紛
争
も

生
じ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
文
政
５
年

（
１
８
２
２
）、
同
６
年
、
同
８
年
に
も

繰
り
返
さ
れ
て
い
ま
す
。
氏
子
た
ち
が

楽
し
み
に
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

な
ぜ
神
輿
･
太
鼓
の
渡
御
中
止
は
起

き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
そ
れ
は

村
政
に
対
す
る
池
田
村
庄
屋
な
ど
村
役

人
の
考
え
方
を
ど
う
示
し
て
い
た
の
で

し
ょ
う
か
。

〇
文
化
３
年
の
紛
争

『
稲
束
家
日
記
』文
化
３
年
９
月
17

日
に
は「
神
輿
太
鼓
不
出
」と
書
か
れ
て

い
ま
す
。ま
た
、つ
づ
け
て
、「
夜
中
に

は
、池
田
庄
屋
天
満
や
門
十
郎
居
宅
に

大
勢
集
ま
り
な
け
う
ち（
投
げ
打
ち
）を

致
し
、戸
腰
破
ル
」と
打
ち
壊
し
の
状
況

を
記
述
し
、最
後
に「
兎
角
無
分
別
成
も

の
は
恐
る
べ
き
事
」と
、「
無
分
別
な
る

者
」に
問
題
の
焦
点
を
当
て
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、『
伊
居
太
神
社
日
記
』文

化
７
年
８
月
23
日
の
と
こ
ろ
に
は
、
文

化
５
年
９
月
伊
居
太
神
社
宮
司
家
を

継
い
だ
前
大
戸
屋
勝
左
衛
門
が
文
化

３
年
の
こ
の
日
の
出
来
事
と
そ
の
あ
と

に
続
い
た
京
都
小
堀
代
官
所
の
取
り
調

べ
の
様
子
を
ま
と
め
た
記
事
を
掲
載
し

て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
代
官
所

の
取
り
調
べ
は
、
神
輿
渡
御
の
発
議
は

宮
司
か
氏
子
世
話
人
か
の
見
極
め
に
置

か
れ
、
発
議
を
受
け
た
村
役
人
の
判
断

の
適
否
お
よ
び
氏
子
の
動
き
を
検
討
し

た
よ
う
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
発
議
が
い

ず
れ
に
あ
る
と
し
て
も
神
輿
渡
御
の
決

定
は
村
役
人
が
行
う
と
さ
れ
て
い
た
よ

う
で
す
。
な
お
、
こ
の
と
き
の
宮
司
は

神
輿
渡
御
の
可
否
判
断
は
し
て
い
な
い

と
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
、
池
田
村
は
５
つ
の
株
に

別
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
庄
屋
･
年
寄
が
置

か
れ
て
い
ま
し
た
。
彼
ら
は
村
の
百
姓

か
ら
年
貢
を
取
り
代
官
に
納
め
る
義
務

を
有
し
、
そ
の
他
ど
こ
の
村
で
も
課
せ

ら
れ
て
い
た
村
統
治
に
従
事
し
て
い
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。
祭
礼

の
可
否
決
定
も
そ
の
流
れ
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
。

さ
て
、
池
田
村
庄
屋
で
あ
る
天
満
屋

門
十
郎
は
神
輿
渡
御
の
中
止
を
決
め
、

強
い
姿
勢
で
そ
の
決
定
を
押
し
通
し
て

い
ま
す
。
た
だ
、
そ
の
理
由
は
何
も
明

ら
か
に
し
て
い
ま
せ
ん
。
村
役
人
の
決

定
に
氏
子
は
従
う
べ
き
だ
と
言
う
ば
か

り
の
よ
う
で
す
。
村
庄
屋
で
あ
る
天
満

屋
に
怒
り
の
矛
先
が
集
ま
っ
た
の
も
当

然
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
中
、

当
面
の
解
決
策
と
し
て
小
堀
代
官
所

は
、
文
化
４
年
以
降
は
祭
礼
を
継
続

し
、
神
輿
な
ど
の
渡
御
を
実
施
し
て
い

く
た
め
に
代
官
手
代
を
池
田
に
出
張
さ

せ
、
祭
事
全
体
を
監
視
す
る
こ
と
と
し

て
い
ま
す
。

〇
文
政
５
年
の
倹
約
策
と

　

神
事
の
中
止

文
政
５
年
は
文
化
３
年
か
ら
16
年
目

で
す
。
池
田
村
に
は
大
き
な
困
難
が
横

た
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
前
年
、
上
池
田

株
の
庄
屋
が
そ
の
年
の
年
貢
を
取
り
込

み
、
年
貢
納
入
に
穴
を
開
け
て
い
た
の

で
す
。
池
田
村
全
体
の
借
金
は
銀
お
よ

そ
20
貫
目（
金
３
３
０
両
ほ
ど
）ぐ
ら
い

と
な
っ
て
い
ま
し
た
。村
で
は
、そ
れ
に

対
し
て「
倹
約
」を
百
姓
全
体
の
義
務

と
し
て
乗
り
切
ろ
う
と
し
た
の
で
す
。

こ
の
な
か
で
神
輿
渡
御
の
中
止
は
、

広
く
検
討
の
課
題
と
な
り
ま
し
た
。

『
伊
居
太
神
社
日
記
』に
は
、
こ
の
と
き

誰
か
が
書
い
た
意
見
書
の
草
案
ら
し
い

も
の
が
一
通
挟
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

内
容
は
、
村
の
借
金
と
神
輿
渡
御
と
の

間
に
関
係
は
な
い
と
い
っ
た
趣
旨
で
し

た
。
し
か
し
、
大
勢
は
神
輿
渡
御
中
止

の
方
に
流
れ
て
い
ま
し
た
。
伊
居
太
神

社
と
呉
服
神
社
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宮
司
も

話
し
合
っ
て
神
楽
の
実
施
で
乗
り
切
ろ

う
と
一
致
し
て
い
ま
す
。

氏
子
世
話
人
が
一
貫
し
て
神
事
各

行
事
の
実
施
を
願
っ
て
い
た
こ
と
は

『
伊
居
太
神
社
日
記
』の
各
年
に
わ
た
る

記
述
の
中
で
明
ら
か
で
す
。
し
か
し
、

村
役
人
は
別
の
角
度
か
ら
神
事
を
見
て

い
た
の
で
す
。
そ
れ
が
ど
こ
を
向
い
て

い
た
の
か
想
像
で
き
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

 （
市
史
編
纂
委
員
会
委
員
長
・
小
田
康
徳
）

◆
問
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わ
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は
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進
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江戸時代後期、池田村の神事と村政

呉服神社


