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「
男
女
神
社
八
百
年
式
年
祭
」
記
念
事
業
趣
意
書 

 

御
尊
台
様
に
は
益
々
ご
清
祥
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

歴
代
の
宮
総
代
、
自
治
会
長
様
を
始
め
氏
子
の
皆
様
、
ま
た
崇
敬
者(

参
拝
者)

の
皆

様
の
ご
協
力
・
御
尽
力
の
お
陰
で
、
男
女
神
社
も
発
展
致
し
て
お
り
ま
す
事
、
誠
に
あ

り
が
た
く
心
よ
り
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

先
の
平
成
二
十
年
男
女
神
社
大
改
築
工
事
に
よ
り
、
装
い
麗
し
く
荘
厳
な
神
社
に
成

り
ま
し
た
。
こ
れ
も
多
額
の
御
浄
財
を
ご
寄
付
下
さ
い
ま
し
た
御
氏
子
・
崇
敬
者
の

皆
々
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
の
お
陰
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
こ
に
改
め
ま
し
て
心
よ
り
お

礼
と
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

お
陰
様
で
神
社
大
改
築
工
事
を
致
し
ま
し
て
か
ら
、
参
拝
者
の
方
が
年
々
多
く
な
り

ま
し
て
、
平
成
三
十
年
の
正
月
元
日
は
、
駐
車
場
は
満
杯
、
参
道
も
パ
ン
ク
状
態
と
な

り
、
地
元
や
参
拝
者
の
皆
様
に
大
変
ご
迷
惑
を
お
掛
け
致
し
ま
し
た
。
ま
た
、
今
年
の

お
正
月
に
は
、
三
ケ
日
で
四
千
名
の
参
拝
者
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
毎
年
五
百
名
以
上
の

増
加
傾
向
に
あ
り
、
今
後
も
ご
迷
惑
を
掛
け
る
事
と
存
じ
て
い
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。 

ま
た
設
備
も
同
じ
く
、
女
性
の
参
拝
者
が
多
く
あ
り
ま
す
が
、
女
性
専
用
の
ト
イ
レ

が
無
く
不
自
由
を
掛
け
て
お
り
、
特
に
参
道
に
至
っ
て
は
、
Ｓ
字
カ
ー
ブ
の
坂
道
が
見

通
し
悪
く
危
険
で
あ
り
、
お
正
月
は
そ
こ
で
渋
滞
が
起
き
て
お
り
ま
す
。
更
に
平
日
も

今
山
集
落
の
南
北
の
道
路
を
県
外
ナ
ン
バ
ー
の
車
が
通
り
、
子
供
の
自
転
車
と
の
す
れ

違
う
様
子
は
危
険
を
感
じ
ま
す
し
、
横
馬
場
地
区
の
山
中
に
迷
い
込
む
車
も
多
く
、
通

行
や
農
作
業
の
妨
げ
等
、
地
元
の
方
に
は
大
変
な
ご
迷
惑
を
掛
け
て
い
る
と
感
じ
て
お

り
ま
す
。 

 

当
男
女
神
社
は
毎
年
、
春
の
例
祭
・
秋
の
新
嘗
祭
・
正
月
の
歳
旦
祭
・
二
月
の
祈
年

祭
の
御
祭
を
斎
行
し
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
他
に
五
十
年
に
一
度
の
「
式
年
祭
」
を
す

る
習
わ
し
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
前
々
回
は
昭
和
三
年
、
前
回
が
昭
和
五
十
三
年
に
執
り

行
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
令
和
十
年
が
御
創
建
八
百
年
に
当
た
る
年
に
な
る
と
思
わ
れ

ま
す
。 

そ
の
記
念
事
業
と
し
て
大
神
様
の
神
域
の
尊
厳
を
整
え
て
ま
い
り
た
い
と
存
じ
て

お
り
ま
し
て
、「
女
性
専
用
ト
イ
レ
建
設
・
参
道
整
備
（
バ
イ
パ
ス
建
設
）」
を
思
い
立

ち
ま
し
た
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

神
社
は
皆
様
ご
承
知
の
通
り
、
氏
子
様
・
崇
敬
者
様
の
信
仰
と
共
に
守
ら
れ
て
き
た

も
の
で
あ
り
、
今
後
も
同
じ
よ
う
に
皆
々
様
の
支
え
を
戴
き
な
が
ら
守
ら
れ
て
い
く
も

の
で
あ
り
ま
す
し
、
私
達
は
遠
い
御
先
祖
様
の
時
代
か
ら
、
氏
神
と
し
て
称
え
尊
崇
し



 

 

 

 

 

て
来
ら
れ
た
先
人
の
心
を
、
子
々
孫
々
に
伝
え
て
い
く
こ
と
が
大
事
だ
と
存
じ
て
お
り

ま
す
。 

男
女
神
社
は
、
旧
川
上
村
社
で
あ
り
、
春
日
・
川
上
が
合
併
し
大
和
町
と
な
っ
て
か

ら
は
、
大
字
久
留
間
の
氏
神
様
と
し
て
祭
事
を
続
け
ら
れ
て
参
り
ま
し
た
。 

歴
史
は
古
く
、
創
建
は
約
八
百
年
前
の
鎌
倉
時
代
と
推
定
さ
れ
、
古
事
記
・
日
本
書

紀
に
記
さ
れ
る
イ
ザ
ナ
ギ
の
尊
様
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
尊
様
の
素
晴
ら
し
い
神
様
が
お
祀
り

さ
れ
て
い
ま
す
。
当
時
こ
の
地
域
は
聖
地
と
し
て
繫
栄
し
、
横
馬
場
や
竪
馬
場
（
今
山
）

の
古
い
地
名
が
残
っ
て
お
り
ま
す
し
、
特
に
千
五
百
七
十
年
の
今
山
の
合
戦
は
、
「
佐

賀
面
浮
立
」
と
し
て
伝
統
芸
能
に
な
る
佐
賀
の
大
き
な
歴
史
の
一
つ
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

ま
た
、
参
拝
者
が
記
入
下
さ
る
参
拝
者
名
簿
に
は
、
子
宝
・
良
縁
以
外
に
も
、
受
験
・

就
職
・
病
気
治
癒
等
の
お
礼
が
沢
山
書
か
れ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
ご
加
護
と
佐
賀
平

野
を
一
望
で
き
る
素
晴
ら
し
い
景
観
に
、
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
毎
年
雑
誌
の
掲
載

が
ご
ざ
い
ま
す
。 

こ
の
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
大
神
様
の
御
神
域
を
整
え
、
今
後
も
代
々
に
わ
た
っ
て
御

氏
子
崇
敬
者
の
皆
様
に
、
大
神
様
の
尊
き
御
加
護
を
お
受
け
頂
き
た
く
思
っ
て
お
り
ま

す
。 

 

ト
イ
レ
完
成
後
は
、
み
か
ん
狩
り
の
季
節
等
、
農
作
業
の
時
に
は
自
由
に
ご
利
用
下

さ
い
。
ま
た
駐
車
場
も
自
由
に
ご
利
用
し
て
頂
き
、
少
し
で
も
地
域
の
皆
様
の
役
に
立

て
れ
ば
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

 

つ
き
ま
し
て
は
、
御
氏
子
崇
敬
者
の
方
々
に
御
寄
付
を
お
願
い
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。 

誠
に
あ
つ
か
ま
し
い
お
願
い
と
は
存
じ
ま
す
が
、
ど
う
か
皆
様
の
御
理
解
と
御
協
力

を
切
に
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

以
上 

 

令
和
五
年
十
一
月
吉
日 
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連
絡
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六
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