
八
幡
神
社
例
大
祭

（大
垣
祭
）

慶
安
元
年

（
一
六
四
八
年
）
大
垣
藩
主
　
戸
田
氏
鉄
公
が
八
幡
神
社
を
再
建

し
た
折
、
城
下
十
八
郷
が
神
輿
三
社
を
寄
進
す
る
事
で
喜
び
を
表
し
、
ま
た

大
垣
十
ヶ
町

（本
町

・
中
町

・
新
町

・
魚
屋
町

・
竹
島
町

・
俵
町

・
船
町

・

伝
馬
町

・
岐
阜
町

・
宮
町
）
が
十
両
の
軸
を
造

っ
て
曳
き
出
し
た
事
が
そ
の

起
源
と
言
わ
れ
て
い
る
。
延
宝
七
年

（
一
六
七
九
年
）
、
藩
主
　
一戸
田
氏
西

公
が
、
神
楽

・
大
黒

・
恵
比
須
の
三
両
を
下
賜
。
以
降
、
濃
尾
大
震
災
、
戦

災
等
を
経
て
軸
を
多
数
失
う
が
、
現
在
は
復
元
等
に
よ
り
十
三
両
が
現
存
じ

て
い
る
。
例
年
五
月
十
五
日
ま
で
の
十
五
日
に
近
い
土
日
に
、
軸
十
三
両
が

市
街
を
練
り
歩
く
。
例
大
祭
神
事
は
日
曜
日
の
午
前
十
時
か
ら
斎
行
さ
れ
る
。

【試
楽
祭
】

土
曜
日
を
試
楽

（
し
が
く
）
と
呼
び
、
十
三
両
の
軸
が
八
幡
神
社
前
に

集
結
。
奉
芸
を
行

っ
た
後
、
市
役
所
玄
関
前
に
移
動
。
そ

こ
で
掛
芸
披
露

を
行
う
。
以
後
、
各
軸
は
自
由
行
動
を
と
る
。

【本
楽
祭
】

日
曜
日
を
本
楽

（
ほ
ん
が
く
）
と
呼
び
、
各
軸
が
八
幡
神
社
前
に
集
結

し
奉
芸
。
以
後
、
神
楽
軸
を
先
頭
に
市
街
を
練
り
歩
く
。

【夜
宮
】

試
楽

・
本
楽

の
両
日
共
、
各
軸
が
十
八
時
半
ま
で
に
八
幡
神
社
前
に
集

ま
る
。
十
九
時
よ
り
提
灯
を
点
灯
。
そ
の
後
、
奉
芸
を
行

い
、
曳
き
分
か

れ
る
。
ま
た
本
楽

の
夕
方
は
神
輿
の
渡
御
、
夜
は
本
殿
で
の
恵
比
須
神

の

御
頭
渡
し
の
神
事
も
執
り
行
わ
れ
る
。

大
垣
の
湧
水

冬
ご
も
り
塚
　
芭
蕉
句
碑

至桑名 *大垣駅より徒歩6分
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各種御祈祷、出張祭典のお問い合わせは、お電話にて賜ります。

受付時間 :毎 日午前 9時より午後 4時まで
http://www.ogaki80003.or ip
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去
雲
継

人
坦
久
満
τ

〈御
祭
神
〉
菅
原
道
真
公

（由
緒
）

烙
′ウ
れ
〈御
祭
神
〉
応
神
天
皇

・
神
功
皇
后

・
比
畔
大
神

（由
緒
）

天
平
勝
宝
元
年

（七
四
九
年
）
よ
り
、
大
井
荘

（現
　
大
垣
市
）
は
奈
良
県
は
東
大
寺
の
荘
園
で
あ

っ

た
。
こ
れ
に
よ
り
後
醍
醐
天
皇
の
御
世
、
建
武
元
年

（
一
三
三
四
年
）
東
大
寺
守
護
神
で
あ
る
八
幡
神

を
手
向
山
八
幡
宮
よ
り
こ
の
大
垣
の
地
に
勧
請
し
た

（現
　
大
垣
市
藤
江
町
）
。

宝
徳
三
年
六
月

（
一
四
五

一
年
）
遮
那
院
条
済
が
現
在
の
大
垣
市
外
側
町
の
地
に
遷
座
し
、
遮
那
院

代
々
別
当
職
と
な
り
大
垣
町
及
び
近
傍
十
八
郷

（大
井
荘
十
八
郷
）
の
総
社
と
称
し
た
。

天
文

一
五
年

（
一
五
四
六
年
）
に
は
、
斉
藤
道
三
の
兵
火
に
よ
り
全
焼
す
る
も
、
慶
長
五
年

（
一
六

〇
〇
年
）
に
関
ケ
原
の
戦
い
に
お
い
て
、
神
宝
云
々
の
記
述
が
見
ら
れ
る
事
か
ら
、
程
無
く
再
建
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。

慶
長
十

一
年

（
一
六
〇
六
年
）
大
垣
城
主
　
石
川
康
道
政
俊
公
の
刀
奉
納
、
同
十
三
年

（
一
六
〇
八

年
）
幣
殿
、
拝
殿
、
舞
殿
が
建
て
ら
れ
る
。
慶
安
元
年

（
一
六
四
八
年
）
大
垣
藩
初
代
藩
主
　
一戸
田
氏

鉄
公
に
よ
り
再
建
整
備
が
行
わ
れ
る
な
ど
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
厚
く
信
仰
さ
れ
て
き
た
。

明
治
に
入
る
と
、
神
仏
分
離
令
に
よ
り
遮
那
院
を
分
離
、
明
治
六
年
郷
社
に
指
定
。
同
十
二
年
県
社

に
列
せ
ら
れ
る
。

昭
和
二
十
年
七
月

（
一
九
四
五
年
）
に
、
大
東
亜
戦
争

（太
平
洋
戦
争
）
に
よ
る
米
軍
の
空
襲
に
よ

り
、
社
殿
が
焼
失
す
る
も
、
氏
子
の
熱
誠
に
よ
り
、
同
二
六
年

（
一
九
五

一
年
）
本
殿
復
興
。

同
二
十
九
年

（
一
九
五
四
年
）
拝
殿
復
興
。
同
三
十
年

（
一
九
五
五
年
）
社
務
所
復
興
、
現
在
に
至
る
。

〈御
祭
神
〉
大
国
主
大
神

（大
黒
大
神
）

美
保
津
姫
神

事
代
主
大
神

（恵
比
寿
大
神
）

（由
緒
）

戦
後
の
復
興
と
繁
栄
を
願
い
、
大
垣
駅
商
店

街
を
始
め
と
す
る
氏
子
達
の
熱
望
に
よ
り
、

商
売
繁
盛
、
縁
結
び
、
子
孫
繁
栄
の
神
と
し

て
、
昭
和
二
十
二
年
出
雲
大
社
、
美
保
神
社

の
両
社
よ
り
勧
請
。
昭
和
四
十
五
年
拝
殿
を

建
設
し
現
在
に
至
る
。

そ
の
拝
殿
前
に
は
、
奇
し
く
も
雄
雌
の
銀
杏

の
木
が
１
つ
の
根
元
よ
り
抱
き
合
う
よ
う
に

立

っ
て
お
り
、

「夫
婦
銀
杏
」
と
し
て
親
し

ま
れ
て
い
る
。

ヽ

〈御
祭
神
〉
宇
迦
之
御
魂
神

（由
緒
）

本
社
の
右
側
に
あ
り
地

主
神
と
し
て
、
八
幡
社

遷
座
以
前
よ
り
こ
の
地

に
鎮
座
し
、
そ
の
勧
請

年
月
は
不
明
。
八
幡
社

遷
座
以
前
は
、
卯
月
の

中
の
卯
の
日
を
稲
荷
の

祭
日
と
し
、
流
鏑
馬
が

執

り
行

わ

れ

て

い
た

が
、
八
幡
遷
座
後
は
同

日
祭
礼
と
な
り
、
流
鏑

馬
な
ど
も
行
わ
れ
な
く

な

っ
た
。
大
垣
市
内
の

商
業
が
発
展
す
る
と
共

に
、
市
内
の
商
売
繁
盛

の
神
様
と
し
て
崇
敬
を

集
め
て
い
る
。

〈御
祭
神
〉
和
加
宇
賀
之
売
命

（若
宇
加
能
売
命
）

志
那
都
比
古
神

（天
御
柱
神
）

志
那
都
比
売
神

（国
御
柱
神
）

（由
緒
）

寛
政

二
年

（
一
七

八
幡
社
遷
座
時

に
勧
請
と
あ
る

の
み
で
、
詳
細

不
明
。
元
々
、

八
幡
社
左
に
配

さ
れ
て
い
た
が
、

戦
後
の
復
興
時

に
現
在
の
地
に

移
転
。
古
く
は

「北
野
神
社
」

の
名
称
で
親
し

ま
れ
て
い
た
。

現
在
も
学
問
の

神
と
し
て
の
信

仰
が
あ
る
。

九
〇
年
）
大
和
の

国

（現
在
の
奈
良

県
）
に
鎮
座
す
る

「
広

瀬

神

社

」

「龍
田
神
社
」
両

社
よ
り
勧
請
。
広

瀬
大
神
は
、
水
神

で
あ
る
と
言
わ
れ
、

風
神
で
あ
る
龍
田

大
神
と
は
深
い
関

係
に
あ
る
と
言
わ

れ
て
い
る
事
か
ら

合
祀
さ
れ
た
。

人
坦
竜
神
■

広
厳
神
れ
・
化
口
神
れ

〈御
祭
神
〉
霊
蛇
神

（由
緒
）

明
治
の
大
垣
藩
主
　
一戸
田
氏
正
江
戸
屋
敷
破
棄

に
伴
い
こ
こ
に
移
さ
れ
た
。

〔龍
〕
の
信
仰
か

ら
、
火
難
、
水
難
の
守
護
神
と
仰
ぎ
、

〔蛇
〕

の
信
仰
か
ら
、
土
地
の
禍
事
、
火
事
を
除
か

れ
る
大
地
主
神
と
崇
め
、
こ
の
２
つ
の
信
仰

が
融
合
し

一
体
と
な

っ
て
、
各
々
の
家
庭
の

開
運
、
繁
栄
を
お
導
き
頂
く

〔縁
結
び
の
神
〕
。

〔福
を
授
け
る
神
〕
と
し
て
慕
わ
れ
て
い
る
。 人

看6
%
を

継


