
六
所
神
社（
六
所
皇
大
神
宮
）跡
地

神
御
衣
祭

夏
の
着
物
に
衣
替
え

す
そ
み
歳
事
記

4.5月

田
井
小
学
校
上
棟
式
（
大
正
７
年
）

☎029-866-1837

　
お
話
：
櫻
井
誠
さ
ん

　
聞
き
手
：
里
山
建
築
研
究
所
　
居
島
、
上
野

　
六
所
集
落
の
北

側
の
山
懐
に
、
六

所
神
社
跡
地
が
あ

る
。
六
所
神
社
は

平
安
期
か
ら
近
代

末
期
ま
で
、
筑
波

山
の
祭
祀
を
司
っ

て
き
た
と
さ
れ
て

い
る
由
緒
あ
る
神

社
で
、
六
所
皇
大

神
宮
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
六
所
神
社
は

多
く
の
謎
を
秘
め
た
ま
ま
明
治
41
年
に
廃

社
と
な
り
、
祭
神
は
蚕
影
神
社
に
合
祀
、

御
神
体
は
宗
教
法
人
に
奉
遷
さ
れ
た
。
平

時
の
跡
地
は
清
掃
も
行
き
届
い
て
い
て
、

往
時
を
偲
ば
せ
る
静
か
な
佇
ま
い
を
み
せ

て
い
る
。

　
筑
波
山
神
社
の
祭
事
で
あ
る
御
座
替
祭

は
、
明
治
年
間
に
筑
波
山
神
社
が
建
て
ら

れ
る
ま
で
は
、
こ
の
六
所
神
社
で
盛
大
に

行
わ
れ
て
い
た
。
古
来
よ
り
、
筑
波
山
は

神
体
山
と
し
て
崇
敬
さ
れ
て
き
た
。
古
書

に
は
、
古
代
の
参
道
は
、
こ
の
六
所
神
社

か
ら
夫
女
ガ
原
を
経
て
女
体
峰
に
続
い
て

い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
筑
波
山
神
社
拝
殿
の
東
側
に
建
つ
赤
宮

(

日
枝
社
、
春
日
社)

は
、
六
所
神
社
と
同

形
に
建
て
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
赤
宮

社
殿
と
同
じ
社
殿
が
、
六
所
神
社
に
建
て

　
4
月
8
日(

日)

、
六
所
神
社
跡
地
に
お

い
て
、
御
神
体
を
預
か
る
都
内
の
宗
教
法

人
に
よ
り
、
御
神
体
の
衣
を
冬
の
着
物(

袷)

か
ら
夏
の
着
物(�

単
衣)

に
着
せ
替
え
る
「
神

御
衣
祭
」
の
神
事
が
厳
か
に
執
り
行
わ
れ

た�

。
六
所
神
社
が
廃
社
さ
れ
て
か
ら
百
年

を
経
過
し
た
こ
と
を
記
念
し
、
天
照
大
神

の
御
神
体
を
一
日
だ
け
郷
里
に
遷
座
し
て

行
わ
れ
た
も
の
で
、
古
式
ゆ
か
し
い
伝
統

行
事
を
見
よ
う
と
、

多
く
の
人
た
ち
が

神
社
跡
地
を
訪
れ

た
。
百
年
ぶ
り
に

東
京
か
ら
里
帰
り

さ
れ
た
天
照
大
神

の
御
神
体
、
は
た

し
て
ど
の
よ
う
な

想
い
を
抱
い
て
お

帰
り
に
な
ら
れ
た

の
だ
ろ
う
か
。

す
そ
み
の
田
植
え
　
ご
一
緒
に
！

（
場
所
は
い
ず
れ
も
つ
く
ば
市
神
郡
）

●
５
月
12
日(

土)

／
10
〜
15
時
／
参
加

費
９
０
０
円（
昼
食
付
き
）／
沢
水
だ
け

で
無
農
薬
の
米
づ
く
り
。
生
き
も
の
と

の
共
存
を
め
ざ
す
棚
田
で
す
。
生
き
も

の
に
詳
し
い
ス
タ
ッ
フ
の
説
明
も
あ
り

ま
す
。
申
込
者
に
案
内
と
地
図
を
送
り

ま
す
。
小
雨
決
行
。

[

問]

0
2
9-

8
6
3-

5
1
5
1

N
P
O
法
人
つ
く
ば
環
境
フ
ォ
ー
ラ
ム

●
５
月
20
日(

日)

／
10
〜
15
時
／
参
加

費
大
人
１
０
０
０
円
、
子
ど
も
５
０
０

円（
昼
食
付
き
）／�

紙
マ
ル
チ
を
使
っ
た

無
農
薬
の
米
づ
く
り
、
黒
米
や
赤
米
を

手
植
え
し
ま
す
。あ
ぜ
で
太
鼓
演
奏｢

田

楽
舞
い｣

も
あ
り
ま
す
。
幼
児
〜
大
人
、

障
害
の
あ
る
方
、
ど
な
た
で
も
。
持
ち

物
は
着
替
え
。
雨
天
中
止
。

[

問]

0
2
9-

8
6
6-

2
1
9
2

N
P
O
法
人
自
然
生(

じ
ね
ん
じ
ょ)

ク
ラ
ブ

紫
の
会
　
草
木
染
作
品
展

●
5
月
3
日（
木
）〜
5
日（
土
）／
10
時

〜
16
時
／
田
井
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
て
／

入
場
無
料
／
筑
波
山
系
の
樹
木
や
草
な

ど
で
染
色
し
た
布
に
よ
り
制
作
し
た
着

物
・
洋
服
・
カ
バ
ン
・
小
物
な
ど
を
展

示
し
ま
す
。
紫
の
会
は
筑
波
山
周
辺
の

約
30
人
の
メ
ン
バ
ー
を
中
心
2
0
0
0

年
7
月
よ
り
月
1
回
活
動
。
筑
波
ふ
れ

あ
い
の
里
（
つ
く
ば
市
農
業
体
験
宿
泊

施
設
）
の
染
色
教
室
も
企
画
。

[

問]

0
2
9-

8
6
7-

0
7
0
9（
菊
地
）

か
ら
出
て
き
た
鏡
に
、
「
石
鳥
居
、
征
夷

大
将
軍
坂
上
田
村
麻
呂
建
立
」
の
刻
文
字

が
見
ら
れ
た
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
残
さ
れ

て
お
り
、こ
の
こ
と
か
ら
、七
世
紀
の
中
ご

ろ
に
鎮
座
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

稲
葉
誠
二
（
六
所
地
区
）

絵：三橋啓子（田井小学校６年）

石のことならおまかせください。

森田石材

灯籠、墓石、石塀など
お気軽にご相談ください。

豊
か
な
村
の
財
政
を
支
え
た
共
有
林

地
域
住
民
の
努
力
に
よ
っ
て
、
明
治
14
年

（
１
８
８
１
）
に
神
郡
が
共
有
地
に
、
さ

ら
に
明
治
33
年
（
１
９
０
０
）
に
臼
井
村

も
共
有
地
に
加
わ
り
、
大
正
３
年
（
１
９

１
４
）
二
村
合
併
に
伴
い
、
１
６
０
町
歩

の
田
井
村
有
林
が
誕
生
し
た
。
明
治
25
年

か
ら
同
30
年
に
か
け
て
は
、
65
万
本
が
植

林
さ
れ
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
。

　
立
木
売
却
に
よ
る
収
入
は
、
大
正
６
年

２
０
５
０
円
、
大
正
11
年
１
９
０
３
円
、

大
正
12
年
６
０
０
０
円
と
な
っ
て
い
る
。

大
正
12
年
の
収
入
金
は
、
村
財
政
の
26
％

に
も
な
っ
た
と
い
う
。
豊
か
な
財
政
に
支

え
ら
れ
、
夏
で
も
冬
で
も
計
画
的
な
農
業

が
出
来
た
こ
の
地
域
は
、
大
正
８
年
（
１

９
１
９
）
、
優
良
耕
作
地
と
し
て
認
め
ら

れ
た
と
い
う
。
ま
た
、
村
で
火
事
に
な
っ

た
家
が
あ
れ
ば
、
７
間
×
４
間
分
の
建
築

材
を
無
償
で
提
供
し
た
と
い
う
。
こ
う
し

た
こ
と
か
ら
、
昭
和
期
に
お
い
て
は
経
済

厚
生
モ
デ
ル
村
に
指
定
さ
れ
た
。

　
近
年
の
共
有
林
は
、
山
を
利
用
し
な
く

な
り
、
荒
れ
果
て
た
状
態
と
な
っ
て
い
る
。

山
道
も
藪
と
な
り
人
が
通
る
こ
と
も
出
来

な
い
。
か
つ
て
、
人
々
が
手
入
れ
し
て
い

た
筑
波
山
系
は
、
か
な
り
美
し
い
所
だ
っ

た
い
う
。
自
然
環
境
や
里
山
を
求
め
る
人

々
が
増
え
て
い
る
ら
し
い
か
ら
、
少
し
ず

つ
で
も
か
つ
て
の
「
す
そ
み
の
さ
と
」
が

復
活
し
て
く
れ
る
こ
と
を
望
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
榎
田
智
司
（
六
所
地
区
）

　
筑
波
山
麓
は
、
古
代
よ
り
豊
か
な
土
地

だ
っ
た
。
文
明
の
栄
え
る
は
る
か
前
、
人

々
は
水
も
作
物
も
豊
富
な
こ
の
土
地
で
長

ら
く
過
ご
し
て
き
た
の
に
違
い
な
い
。
こ

こ
は
、
近
世
に
入
っ
て
も
、
経
済
的
に
豊

田
井
小
上
棟
式
の

　
　
　
　
写
真
が
語
る
山
の
歴
史

か
だ
っ
た
。
筑
波
山
の
一
部
は
田
井
地
区

の
共
有
地
と
な
っ
て
お
り
、
共
有
林
は
近

世
以
降
、
た
く
さ
ん
の
富
を
生
み
出
し
た
。

現
在
の
普
門
寺
に
あ
っ
た
田
井
小
学
校
は
、

大
正
６
年
（
１
９
１
７
）
の
暴

風
雨
に
よ
っ
て
倒
壊
し
た
。
そ

の
た
め
翌
７
年
に
現
在
地
に
お

い
て
新
校
舎
を
建
設
す
る
わ
け

で
あ
る
が
、
そ
の
材
料
は
共
有

林
が
使
わ
れ
、
地
元
民
が
協
力

し
た
。
そ
の
と
き
の
貴
重
な
写

真
が
、
森
田
源
美
さ
ん
宅
に
保

存
さ
れ
て
い
る
。
筑
波
山
を
バ

ッ
ク
に
、
誇
ら
し
げ
な
大
工
さ

ん
が
居
並
ぶ
姿
は
壮
観
だ
。
そ

の
建
設
費
は
、
１
万
９
７
３
３

円
（
現
在
額
で
２
億
円
ぐ
ら
い

か
）で
あ
り
、当
時
と
し
て
は
か

な
り
立
派
な
建
物
で
あ
っ
た
そ

う
だ
。
茨
城
県
で
一
番
立
派
な

小
学
校
が
出
来
た
と
言
っ
た
人

も
い
た
ら
し
い
。
こ
の
こ
と
か

ら
も
、
田
井
村
に
豊
富
な
資
金

力
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
江
戸
時
代
の
村
有
林
は
神
郡

村
、
臼
井
村
の
入
会
地
で
あ
っ

た
。
そ
れ
が
地
租
改
正
で
一
度

政
府
の
も
の
に
な
っ
た
も
の
が

つくば市小田4829

１
日
　  

筑
波
山
神
社
の
御
座
替
り
祭

３
日
　  

大
師
参
り
講
（
新
四
国
桜
川

        

八
十
八
カ
所
霊
場
巡
り
の
日
）

　
　
　
　
※
大
師
の
月
命
日
の
21
日
は

　
　
　
　
毎
月
お
参
り
。

10
日
　
　
六
所
神
社
の
大
祭
日
（
豊
作

　
　
　
　
を
祈
願
し
た
お
田
植
え
祭
）

◆
５
月

２
日
八
十
八
夜
・
苗
代
種
ま
き
　
御
幣

　
　
　
　
を
は
さ
ん
だ
二
股
の
ヌ
ル
デ

　
　
　
　
の
枝
を
苗
代
の
水
の
入
口
付

　
　
　
　
近
に
立
て
、苗
代
に
種
ま
き
。

は
じ
め
の
午
の
日（
旧
暦
）端
午
の
節
句

　
　
　
　
匂
い
が
強
い
菖
蒲
と
蓬
の
束

　
　
　
　
を
魔
除
け
と
し
て
家
の
屋
根

　
　
　
　
に
あ
げ
る
。菖
蒲
湯
に
入
る
。

田
植
え
が
終
わ
る
と
サ
ナ
ブ

リ
。
田
植
え
で
立
っ
た
苗
を

３
把
と
り
、
そ
の
う
ち
16
本

を
並
べ
て
根
元
に
糠
を
ふ
り

か
け
、
オ
エ
ビ
ス
サ
マ
に
あ

げ
て
豊
穣
祈
願
す
る
。

◆
４
月

（
木
村
嘉
一
郎
さ
ん
の
お
話
を
参
考
に
し
て
い
ま
す
）

ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
創
立
は
定
か

で
は
な
い
が
、
明
治
3
年
に
、
風
で
倒
れ

た
杉
の
木
が
石
鳥
居
を
壊
し
、
鳥
居
の
中

お
ざ
が
わ
り

ぶ
じ
ょ

木立に囲まれた六所神社跡地

袷から単衣に着せ替える神御衣の儀

い
り
あ
い
ち

た
　
い


