
う沿
革

放
生
会
奉
納
行
事
と
し
て
は
じ
ま

っ
た
頃

は
、
氏
子
の
各
家
ご
と
に
御
神
燈
を
飾

っ
て

い
ま
し
た
が
、
延
享
元
年

（
荘
日
）
に
な
る

と
人
形
と
そ
れ
を
照
ら
す
燈
籠
を
放
生
会
に

奉
納
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

明
和
９
年

（
τ
主
）
元
福
島
組
大
庄
屋
松
延

甚
左
衛
門
に
よ
り
か
ら
く
り
の
技
術
が
伝
え

ら
れ
、
現
在
の

「
か
ら
く
り
人
形
」
の
基
礎

が
出
来
て
い
ま
す
。

昭
和
３２
年

「
八
女
福
島

の
燈
籠
人
形
保
存

会
」
が
結
成
さ
れ
、
県
指
定
無
形
文
化
財
を

経
て
、
昭
和
５２
年
目
指
定
重
要
無
形
民
俗
文

化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

―

Y"、

す

電)

O

公
開

秋
分
の
日
を
含
め
た
３
日
間

八
女
市
宮
野
町
八
幡
宮
で

公
演
さ
れ
る
。
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郷
土
民
俗
芸
能
と
し
て
の
八
女
福
島
の
燈
籠

人
形
の
歴
史
は
古
く
、
そ
の
伝
統
は
そ
の
ま

ま
八
女
地
方
の
民
俗
と
社
会
を
う
け
と
め
て

現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。
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盤
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人
女
福
島
の
燈
籠
人
形
の
舞
台
は
、

高
さ
８

ｍ
、
中
１４

ｍ
ヽ
奥
行
６

ｍ
余
り
に
及
び
、

下
づ
か

い
場
、
横
づ
か

い
場
、
囃
子
場

の
三
層

（
２
踏
建
）
に
な

っ
て
お
り
、
組
立
、
取
り
壊
し

が
自
由
に
出
来
る
よ
う
に
１
本
の
釘
や
カ
ス
ガ

イ
も
使
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

ま
た
、
建
物
全
体
は
金
箔
、
銀
縮
や
漆
塗
り
で

出
来
て
お
り
、
こ
れ
は
福
島
仏
壇
を
造
る
技
法

の
基
に
な

っ
た
と
思
わ
れ
、
優
雅
さ
、
精
巧
さ

は
文
楽

の
人
形
浄
瑠
璃
に
匹
敵
す
る
と
さ
え

い

わ
れ
て
い
ま
す
。

ヽ
ゞ

横
づ
か
い
は
、
左
右
各
々
６
名
で

か
か
り
、
左
手
、
右
手
、
首
、

体
な
ど
の
部
分
を
そ
れ
ぞ
れ
が
担
当

し
ま
す
。
動
か
し
方
は
、
舞
台
の
袖
の

醐゙
無抑Ⅵわ騨藤ゆ瑯神取ヵ、仲［棒に　　〔〉′／／

ふ
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
糸
が
屈
仲
し

手
首
が
動
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。

横
づ
か
い
人
形
は
足
を
動
か
さ
な
い
代
り
に

「送
り
渡
し
」
を
行
い
ま
す
。
こ
の
操
作
は
難
事
中
の

難
事
と
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
屋
台
の
左
側
か
ら
進
ん

で
き
た
人
形
が
中
央
に
来
る
と
受
け
渡
し
が
行
わ
れ
、

右
側
の
横
づ
か
い
場
の
者
に
よ

っ
て
動
か

さ
れ
ま
す
。
こ
の
受
け
渡
し
の
時

左
右
の
呼
吸
が

一
致
し
な
い
と
、

人
形
は
台
車
か
ら
落
ち
て
し
ま

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
横
づ
か
い

の
方
法
は
、
全
国
で
も
殆
ん
ど

見
る
こ
と
が
出
来
な
い

特
殊
な
技
術
で
す
。

ヽ

）

一

下

づ

か

い

ら

会

二

つ
の
人
形
桑

下
で
操
る
方
法
で
、
横
づ
か
い
同
様
６
人
が
そ
れ
ぞ
れ

手
、
首
、
体
等
を
担
当
し
て
動
か
し
ま
す
。
横
づ
か
い

と
の
違
い
は
床
下
の
た
め
、
見
物
人
の
目
に
ふ
れ
な
い

の
で
長
い
棒
の
必
要
は
な
く
、
直
接
糸
を
屈
伸
さ
せ
人

形
を
動
か
し
ま
す
。
ま
た
、
人
形
の
進
行
は
横
づ
か
い

の
よ
う
に
台
車
は
使
わ
ず
、
床
に
作
ら
れ
た
溝
を
利
用

し
て
動
か
し
ま
す
。

出

し

も

の

噺

噂
御
咄
憾

当 っ
徹
朝
鮮

さ
れ
、
最
盛
期
に
は
１０
数
台

の
屋
台
と
そ
れ
を
上
回

る
芸
題
が
あ
り
ま
し
た
が
、
現
在
は
２
台
の
屋
台
と

「吉

野
山
狐
忠
信
初
青
之
鼓
」

「薩
摩
隼
人
国
若
九
厳
島
神

社
詣
」

「春
景
色
筑
紫
潟
名
島
誌
」

「玉
渫
之
前
」
の

芸
題
が
残

っ
て
お
り
、
こ
れ
を
毎
年
順
番
に
上
演
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
町
内
当
番
も
な
く
な
り
、
現
在
は
保

存
会
で
奉
納
上
演
を
続
け
て
い
ま
す
。

珠
報
、
太
黄
な
ど
な
録
舌
さ

れ
た
も
の
で
は
な
く
、
屋
台

で
娯
わ
れ
る
も
の
で
す
。

ま
た
、
こ
の
難
子
方
と
遣

い
手
の
呼
吸
を

一
致
さ
せ
る

■
言
方
の
拍
子
本
の
昔
色
も

忘
た
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
す
じ

ｏ
衛
が
か

綴
づ

滅紗愁

簸穐

宙
壮
一避

唄
と
囃
子

・
曲
節

囃
子
方
意
、
張
、
三
妹
様
、
太
黄
、
長
な
ど

帝
・
“
人
が
そ
れ
ぞ
れ
……ｉ１１
当
一し
て
ぃ
ま
す
。

太
鼓
の
と
き
モ
よ
り
上
演
を
無
ら
せ

ｉ
演
中
意
ｉ
‐な
様
、
技
な
ど
の
駐
子
に

合
わ
せ
て
地
張
が
瞑
わ
れ
、
そ
れ
に
合

わ
せ
て
人
彰
が
動
き
ま
す
）^
地
壌
、
二

①
＼

´

|

魚
轟

ヽ

/・

○

　

ノ

人
形
は
、
細
木
に
よ

っ
て
作
ら
れ
て

お
り
、
倅
の
関
節
部
分
は
鯨
の
髭
を

バ
ネ
と
し
て
利
用
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に

結
び

つ
け
ら
れ
た
糸
を
屈
仲
さ
せ

チ
ア

‥
馬

や
る
た
め
紐
を

つ
け
て
こ
れ
を

引
き
抜
く
よ
う
に
な

っ
て
い
ま

す
。

自
由
に
動
く
よ
う
に
な

っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
衣
装
は
早
替
り
を

笠

ρ

rl)r
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