
伊
弉
册
命 

「
い
ざ
な
み
の
み
こ
と
」

事
解
男
命 

「
こ
と
さ
か
の
お
の
み
こ
と
」

速
玉
男
命 

「
は
や
た
ま
の
お
み
こ
と
」

　

創
建
は
不
明
。熊
野
速
玉
大
神
を
主
神
と
し
た

社
で
、家
内
安
全
、五
穀
豊
穣
、商
売
繁
盛
、学
業
成

就
の
神
と
し
て
崇
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

新築された神輿蔵

龍が施された手水舎

房州後藤流初代義光による神輿胴羽目彫刻

屋台の踊り舞台で踊る女の子

屋台引き回し

こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
、地
域
の
方
々
か
ら
の
聞
き
取
り
を
中
心
に
、さ
ま
ざ
ま
な
文
献
・
史
料
か
ら
の
情
報
を
加
え
て
編
集
し
て
い
ま

す
。内
容
等
に
つ
き
ま
し
て
ご
指
摘
や
ご
意
見
等
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、ぜ
ひ
ご
連
絡
い
た
だ
き
、ご
教
示
賜
り
た
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

由
緒
祭
神

　

二
日
間
行
わ
れ
る
長
須
賀
祭
礼
は
、一
日
目
は

神
輿
の
渡
御
で
、数
年
前
か
ら
復
活
さ
せ
た
夕
方

の
お
浜
入
り
か
ら
夜
の
来
福
寺
境
内
で
の
餅
投
げ

が
見
ど
こ
ろ
で
す
。往
時
、大
勢
の
担
ぎ
衆
の
尽
き

な
い
祭
り
へ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
か
ら「
暴
れ
神
輿
」と

も
言
わ
れ
た
片
鱗
が
今
も
神
輿
に
勲
章
と
し
て
刻

ま
れ
て
い
ま
す
。

　

二
日
目
は
屋
台
の
引
き
回
し
で
、「
ひ
っ
ぱ
り
手

が
主
役
」と
考
え
る
長
須
賀
は
、大
き
な
屋
台
に
も

関
わ
ら
ず
広
大
な
町
内
の
狭
い
路
地
の
隅
ま
で
引

き
回
し
、ひ
っ
ぱ
り
手
の
威
勢
の
い
い
掛
け
声
と

太
鼓
の
音
を
響
か
せ
ま
す
。平
群
囃
子
用
の
大
太

鼓
、江
戸
系
囃
子
用
の
中
太
鼓
を
使
い
分
け
、多
彩

な
お
囃
子
で
祭
り
を
盛
り
上
げ
ま
す
。

　

一
番
の
見
ど
こ
ろ
は
夜
に
行
う「
ぴ
っ
と

こ
踊
り
」で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

お
酒
の
力
か
、は
た
ま
た

熊
野
神
社

旧
長
須
賀
村 

村
社

●
例
祭
日 

： 

七
月
十
四
日
過
ぎ
の
直
近
の
土
日
　

●
鳥
居 

： 

明
神
鳥
居
　
　
●
本
殿 

： 

銅
版
葺
神
明
造
り
　

●
神
紋 

： 

左
三
つ
巴
　
　
●
宮
司 

： 

酒
井
昌
義
　

●
氏
子
数 

： 

千
三
百
戸
　
●
境
内
坪
数 

：
一
三
〇
・
三
坪

●
神
社
名
：
熊
野
神
社
　
●
屋
根
：
方
形
屋
根
普
及
一
直
線
型
　

●
蕨
手
：
普
及
型
　
●
造
り
：
漆
塗
り
　
●
露
盤
：
桝
型
　

●
棰
：
扇
棰
　
●
胴
の
作
り
：
平
屋
台
　
●
桝
組
：
五
行
二
手

●
扉
：
前
後
扉
　
●
鳥
居
：
明
神
鳥
居
　
●
台
輪
：
普
及
型

●
台
輪
寸
法
：
三
尺
七
寸
　
●
彫
刻
：
後
藤
利
兵
衛
橘
義
光

●
制
作
年
代
：
明
治
二
十
六
年

鎮
座
地 

： 

館
山
市
長
須
賀
字
裏
町
四
〇
六

自
慢
の
神
輿

自
慢
の
祭

本
性
な
の

か
、大
人

た
ち
が
代

わ
る
代
わ

る
ア
ド
リ

ブ
を
加
え

ユ
ー
モ
ア

た
っ
ぷ
り

に
ぴ
っ
と

こ
踊
り
を

舞
い
ま
す
。大
人
も
子
供
も
観
衆
も
ひ
と
つ
に
な
り
、

笑
い
声
と
と
も
に
楽
し
い
宴
が
続
き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
盛
大
に
神
輿
、屋
台
の
祭
礼
を
同
時

に
執
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、ひ
と
え
に
連
合

町
内
会
、氏
子
総
代
会
、奉
賛
会
、世
話
人
、商
業
会
、

壮
年
会
お
よ
び
地
域
住
民
の
多
く
の
御
苦
労
、ご
協

力
あ
っ
て
の
賜
物
で
す
。

　

長
須
賀
地
区
の
神
輿
は
、館
山
市
内
で
も
数
少
な
い

房
州
後
藤
流
初
代
義
光
に
よ
る
彫
刻
が
施
さ
れ
た
、歴

史
的
価
値
の
高
い
神
輿
で
す
。そ
の「
素
戔
嗚
命
と
櫛

名
田
比
売
の
八
岐
大
蛇
退
治
場
面
」の
彫
刻
は
初
代
義

光
の
傑
作
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
当
時
の
長
須
賀
は「
商
業
の
街
」と
し
て
発
展
し

て
お
り
、多
く
の
丁
稚
が

働
き
に
来
て
お
り
、「
彼
ら

に
も
神
輿
を
担
が
せ
て
あ

げ
た
い
」と
い
う
旦
那
衆

の
思
い
か
ら
、「
小
殿
」と

言
わ
れ
る
小
神
輿
も
同
時

に
製
作
さ
れ
て
い
る
こ
と

も
驚
き
で
す
。

　

平
成
四
年
に
は
神
輿
の

大
改
修
、昨
年
平
成
二
十

四
年
に
は
神
輿
蔵
も
新
築

さ
れ
ま
し
た
。

　

威
儀
を
正
し
て
の
お
練
り
、昔
か
ら
伝
わ
る
祝
唄

「
と
う
が
ね
」な
ど
の
伝
統
を
持
ち
な
が
ら
も
、「
屋
台

の
祭
り
の
歴
史
は
ま
だ
浅
い
」 

と
い
う
謙
遜
、  「
一
地

域
だ
け
の
お
祭
り

だ
か
ら
こ
そ
、変
化

を
加
え
る
こ
と
が

で
き
る
」と
い
う
言

葉
の
と
お
り
、旦
那

衆
の
粋
が
漂
う
長

須
賀
の
祭
り
は
、誇

り
と
伝
統
を
大
切

に
し
な
が
ら
も
、未

来
に
向
か
っ
て
今

後
も
進
化
し
て
い

く
で
し
ょ
う
。


