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社

福
井
市
本
堂
町
高
雄
神
社
の
祭
礼
は
十
月
十

二
日
お
よ
び
十
三
日
で
あ
る
。
獅
子
は
十
二
日

の
畳
神
社
を
出
発
、
郷
内
を
渡
御
し
て
、
夕
方

お
宵
に
も
ど
っ
て
休
息
し
、
夜
ふ
け
て
か
ら
御

旅
所
へ
渡
御
、
そ
こ
で
一
泊
し
て
、
翌
日
昼
神

社
へ
帰
る
。

本
堂
町
は
、
福
井
市
と
は
い
え
、
昔
の
丹
生

e向
イ

』

郡
西
安
居
村
で
、
福
井
市
ま
る
せ
ん
の
パ
ス
発

車
場
か
ら
西
安
居
線
に
乗
っ
て
三
十
分
ほ
ど
か

か
る
。
本
堂
の
パ
ス
停
で
降
り
て
少
し
歩
く
と
、

高
雄
神
社
の
大
門
が
見
え
る
。
人
の
身
長
ほ
ど

あ
る
大
き
な
ち
ょ
う
ち
ん
が
左
右
に
門
の
よ
う

に
あ
る
。
ち
ょ
う
ち
ん
に
は
「
高
雄
神
社
L

と

大
書
し
て
あ
る
。

わ
た
し
が
着
い
た
の
は
十
二
日
の
夕
刻
で
あ

っ
た
。
あ
た
り
は
す
っ
か
り
暗
く
な
っ
て
い
て
、

軒
々
の
神
灯
に
火
が
は
い
っ
て
お
り
、
人
通
り

も
な
ん
と
な
く
多
く
、
小
さ
な
女
の
子
た
ち
は

雑きに 家訪つ晴
なに参その れて れ
の参拝れ いた い着
てい十干しかみ 。たを
説したら名池。着
明た。まも固まて
を。翌つ夕、氏ずい

要高日くイ の区 て
す雄のら モ宅 長
る神畳なンはのお
。社も参と 大池 祭

石のう道い門回り
段構ーをうの熊気
を成度登そ近蔵分
登は明つうく氏が
つ少るてで にの た
てしい神あ あ宅 だ
正複と社るりをよ

師宮と高 有 のし泰白つは左大 待た社こ石薬の面
如のい雄」『主か澄山て、が権本手所あれ段師左に
来こう神と越祭聞大権い中越現社の、るはの堂右あ
でとの社あ前神帳師現る央智、の宮村こ観下でにる
あでははる国はし作がかが権右祭(のと音のあ小の
るあ薬ほ。 名白 なの 入ら 白現(神松西に堂右り社が
。ろ師ぽ文 蹟山 い十 れ、 山 で向は手のなで手、が高
参う堂南意考権とーかい権あか三のはるあに右あ雄
道か、面が』現い面わっ現るつ柱宮ず。るものる神
の。東しはにでう観つの、 4てあとれこ。う方。社
左薬堂てつはあか音たと右越左つもにのっーを向の
右師といき「ろらで。きが前)て書別ほまつ宵正か本
に堂いる り 西 う 、十しか高国が、くにかり小のつ社
大のうかし堂。や七か高雄名白中)ーず本社宮てで
き本のらな東 は年し雄権 蹟山央と杜つ社がと左あ
な尊は、い堂 りに本権現 考権がいがととあいのり
のは育西 が 二 本一尊現と』現高うあ離もるう方
ぽ薬の堂、つ 来度はとなで、雄。りれ四。。がそ

パ
ス
停

縮尺は正確でない。

大門と死児の橋の間

の距離はもっと長い。

/ 

見取図
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り
旗
が
立
っ
て
い
る
が
、
「
高
雄
神
社
L

と
書
い

た
も
の
の
ほ
か
に
「
薬
師
如
来
し
と
大
書
し
た

も
の
も
あ
る
。
薬
師
堂
に
も
三
柱
の
神
が
祭
つ

で
あ
っ
て
、
中
央
が
大
国
主
命
、
左
右
が
春
日

明
神
と
応
神
天
皇
で
あ
る
。
奇
妙
な
組
み
合
せ

で
あ
る
が
、
大
国
主
命
の
本
地
が
薬
師
如
来
で

…忍
i

w

あ

る

と

い

う

の

で

あ

ろ

う

。

務

総

幾

本
社
の
東
側
の
小
社
を
宵
の
宮
と
鱗
機
織

さ

る

た

ひ

こ

あ

の

の

う

ず

滋

議

総

織

級

殺

擦

綴

臨

い
う
。
育
の
宮
に
は
猿
田
彦
と
天
斜
線
機
機
畿

め
の
ぞ
E

務
総
線
機
駿
綴
務
総
縁
側

女
命
が
祭
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
二
神
繍
機
機
織

は
通
称
ハ
ナ
オ
ッ
サ
マ
(
鼻
王
様
か
)
線
機
機
騒

お
よ
び
オ
シ
ッ
サ
マ
(
お
獅
子
様
)
機
機
機
綴

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
猿
田
彦
が
鼻
高
譲
欝

で
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
が
、
天
釦
女
燃
機
機
機

命
が
獅
子
で
あ
る
と
い
う
の
は
珍
ら
綴
閥
麟
壊

し
い
。
高
雄
神
社
の
獅
子
渡
り
と
い
う
の
は
、

実
は
高
雄
神
社
そ
の
も
の
の
行
事
で
は
な
く
、

こ
の
育
の
日
の
神
事
な
の
で
あ
る
。

な
お
、
石
段
の
下
に
あ
る
観
音
堂
は
、
も
と

本
堂
の
出
村
で
あ
る
松
田
に
あ
っ
た
も
の
を
移

し
た
と
い
う
。
別
宮
の
待
手
の
宮
は
聖
観
音
と

久
、
み

伊
弊
冊
命
を
祭
る
と
い
う
。

23 

杉
原

獅
子
渡
り

お
獅
子
渡
御

本
堂
の
獅
子
渡
り
神
事
の
起
源
は
明
ら
か
で

な
い
が
、
『
越
前
国
名
蹟
考
』
(
文
化
十
二
)
に

す
で
に
つ
祭
礼
の
日
獅
子
渡
。
此
日
飯
を
つ
く

ね
投
て
、
氏
子
ど
も
拾
ひ
取
事
あ
り
」
と
あ
る

か
ら
、
は
か
な
り
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

伝
説
に
よ
る
と
、
昔
こ
の
地
に
怪
物
が
住
ん

で
い
て
、
人
身
御
供
と
し
て
幼
児
を
献
じ
さ
せ

て
い
た
。
た
ま
た
ま
猿
田
彦
と
天
釦
女
命
が
こ

の
村
へ
来
ら
れ
、
そ
の
怪
物
を
退
治
し
た
。
よ

っ
て
毎
年
こ
の
二
柱
の
神
を
祭
る
の
で
あ
る
。

一
説
に
よ
る
と
、
子
ど
も
が
さ
ら
わ
れ
た
の

は
四
百
年
ほ
ど
前
の
こ
と
で
、
怪
物
の
正
体
は

ム
ジ
ナ
で
あ
っ
た
。
お
シ
シ
様
す
な
わ
ち
天
釘 猿田彦の先導

女
命
か
こ
の
怪
物
を
追
い
払
い
、

雄
山
へ
の
が
れ
た
と
い
う
。

一mM加
誠
艇
は
日
本
神
話
上
有
名
な
神
で
あ
る

が
、
こ
の
女
神
が
獅
子
で
あ
り
、
し
か
も
怪
物

を
退
治
し
た
と
い
う
の
で
は
、
天
の
岩
戸
で
裸

踊
り
を
し
た
彼
女
の
イ
メ
ー
ジ
と
合
致
し
な
い
。

し
か
し
怪
物
を
退
治
し
て
殺
し
た
と
い
う
の
で

は
な
く
、
獅
子
の
渡
御
に
よ
り
悪
魔
払
い
を
し

た
の
で
あ
る
と
解
す
れ
ば
、
こ
の
神
事
の
性
格

が
理
解
で
き
る
。

待
手
の
宮
の
近
く
の
路
傍
に
舵
昨
の
橋
の
小

さ
な
-
記
念
碑
が
あ
る
。
昔
は
こ
こ
に
石
の
橋
が

あ
り
、
人
身
御
供
の
幼
児
と
こ
こ
で
別
れ
た
か

ら
、
そ
の
橋
の
名
を
死
児
の
橋
と
称
し
た
と
い

う
。
し
か
し
シ
ニ
コ
と
は
本
来
別
の
意
味
が
あ

り
、
死
児
は
単
な
る
当
て
字
の
よ
う
に
思
わ
れ

る。

『
福
井
県
の
伝
説
』
(
昭
和
十
二
に
は
こ
の

伝
説
を
、
岩
見
重
太
郎
の
ヒ
ヒ
退
治
の
よ
う
に

講
談
風
に
述
べ
て
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
猿
田

彦
の
後
喬
と
称
す
る
武
士
が
、
幼
女
の
身
替
り

に
な
っ
て
、
ム
ジ
ナ
を
退
治
し
た
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
だ
が
地
一
克
の
伝
承
で
は
ム
ジ
ナ
退
治

ム
ジ
ナ
は
高

図1
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の
主
役
は
シ
シ
す
な
わ
ち
天
釦
女
命
で
あ
っ
て
、
あ
ろ
う
。

猿
田
彦
で
は
な
い
。
な
お
斎
藤
槻
堂
氏
の
『
日
神
事
次
第

本
の
民
俗
・
福
井
』
で
は
怪
物
を
大
蛇
で
あ
る
十
一
日
夜
、
若
い
衆
が
集
っ
て
、
越
前
和
紙

と
書
い
て
い
る
が
、
斎
藤
氏
の
思
い
違
い
で
あ
の
上
等
の
も
の
を
切
っ
て
御
幣
を
つ
く
る
。
こ

ろ

う

。

れ

は

猿

田

彦

や

獅

子

の

髪

に

す

る

。

高
雄
神
社
の
氏
子
は
、
現
在
は
本
堂
町
だ
け
十
二
日
昼
、
昔
子
ど
も
を
人
身
御
供
に
と
ら

で
あ
る
が
、
昔
は
西
安
居
七
ヵ
村
の
郷
社
で
あ
れ
た
と
い
う
十
二
軒
の
家
を
、
猿
田
彦
の
先
導

っ
た
。
七
村
と
い
う
の
は
、
更
毛
・
本
堂
・
羽
で
獅
子
が
巡
行
す
る
。
十
二
軒
の
家
で
は
そ
れ

坂
・
細
坂
・
安
田
・
北
堀
・
恐
神
の
七
部
落
の
ぞ
れ
オ
ミ
キ
を
用
意
し
て
待
っ
て
お
り
、
家
の

こ
と
で
、
獅
子
は
現
在
も
こ
の
七
村
を
回
り
、
前
ま
で
出
迎
え
る
。
獅
子
は
家
の
中
へ
は
い
つ

昔
子
ど
も
を
人
身
御
供
に
と
ら
れ
た
と
い
う
十
て
、
二
十
分
ほ
ど
い
る
。
各
家
で
は
供
米
を
出

二
軒
の
家
に
立
ち
寄
る
の
で
あ
る
。
そ
の
十
二
す
。
こ
れ
を
オ
カ
ズ
マ
イ
と
い
う
。
随
行
の
者

軒

の

名

は

次

の

と

お

り

で

あ

る

。

が

そ

れ

を

集

め

て

、

後

で

む

し

て

握

る

。

こ

の

本

堂

横

山

一

義

本

堂

庭

本

吉

次

小

さ

く

握

っ

た

飯

を

オ

ン

モ

ケ

(

オ

ン

モ

ク

と

本
堂
佐
々
木
弥
右
衛
門
本
堂
佐
々
木
喜
次
郎
も
)
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
オ
ン
モ
ケ
は
、
夜

本

堂

加

畑

一

士

口

更

毛

西

出

待

手

の

宮

で

皆

に

わ

け

る

こ

と

は

後

述

す

る

。

更

毛

小

林

羽

坂

牧

野

忠

兵

衛

夕

方

獅

子

は

育

の

宮

へ

も

ど

り

、

猿

田

彦

は

細

坂

田

中

右

兵

衛

安

田

森

由

郎

守

護

役

の

家

に

安

置

さ

れ

る

。

お

宮

を

お

守

り

北

堀

定

裕

明

恐

神

永

井

重

一

す

る

役

の

家

は

四

軒

あ

る

。

円

光

・

堂

下

(

二

こ
の
う
ち
本
堂
の
加
畑
氏
は
、
子
ど
も
を
と
ら
軒
)
・
宮
本
で
あ
る
。
猿
回
彦
の
お
宿
は
こ
の
四

れ
た
家
で
は
な
く
巡
行
の
き
い
の
「
雨
や
ど
り
」
軒
が
毎
年
回
り
持
ち
で
勤
め
て
い
る
。

で
あ
る
と
称
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
十
午
後
九
時
す
ぎ
、
区
長
の
池
田
熊
蔵
氏
と
氏

二
軒
が
古
く
か
ら
神
事
に
関
係
の
あ
っ
た
家
で
子
総
代
の
佐
々
木
弥
寿
夫
氏
が
、
モ
ー
ニ
ン
グ

渡御の奉仕者図2

姿
で
威
儀
を
正
し
、

一丁
J

P

、。

ノイ
I

〈渡
御
の
順
序
は
、
ま
ず
猿
田
彦
が
先
導
す
る
。

そ
の
後
を
獅
子
す
な
わ
ち
天
釦
女
命
が
一
歩
ず

つ
ゆ
る
ゆ
る
と
歩
い
て
行
く
。
猿
田
彦
は
、
御

幣
の
紙
で
作
っ
た
髪
が
ふ
さ
ふ
さ
と
い
っ
ぱ
い

つ
い
て
い
て
、
鼻
高
の
面
が
小
さ
く
見
え
る
ほ

ど
で
あ
る
。
こ
の
面
を
竹
ざ
お
の
先
に
つ
け
て

お
宮
ま
で
獅
子
を
迎
え
に
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高
く
か
か
げ
る
。
(
写
真
二
同
じ
く
「
猿
田
彦
ン
」
は
太
鼓
の
音
の
形
容
で
、
「
太
鼓
を
た
た
い

大
神
」
と
書
い
た
ち
ょ
う
ち
ん
も
高
々
と
か
か
て
行
こ
ま
い
か
。
死
児
の
橋
を
越
し
た
な
ら
、

げ
る
。
猿
田
彦
は
先
行
し
て
し
ば
ら
く
行
く
と
、
大
き
い
乳
房
を
握
ぎ
ら
せ
て
」
と
い
う
こ
と
ら

立
ち
止
っ
て
獅
子
が
ゆ
る
ゆ
る
と
近
付
い
て
く
し
い
が
、
「
ナ
ン
パ
ミ
ソ
」
以
下
は
意
味
不
明
で

る
の
を
待
っ
て
お
り
、
獅
子
が
近
く
ま
で
来
る
あ
る
。
最
初
の
「
サ
イ
ヨ
リ
、
ミ
ヨ
リ
」
も
わ

と

ま

た

先

に

進

む

。

か

ら

な

い

。

獅
子
の
前
に
は
、
区
長
さ
ん
な
ど
役
職
の
人
死
児
の
橋
ま
で
来
る
と
、
行
列
は
い
っ
た
ん

が
歩
み
、
そ
れ
か
ら
さ
き
竹
の
綱
を
ひ
っ
ぱ
る
停
止
し
、
猿
田
彦
が
頭
を
振
り
回
し
て
数
回
舞

子
ど
も
た
ち
、
そ
れ
に
続
い
て
校
の
つ
い
た
長
い
、
つ
い
で
獅
子
が
も
の
す
ご
い
勢
で
待
手
の

い
き
さ
竹
を
も
っ
た
人
、
こ
の
竹
の
先
の
葉
で
宮
の
社
内
ま
で
駆
け
て
は
い
る
。
(
写
真
三
)

獅
子
の
顔
を
お
お
う
よ
う
に
し
て
い
る
。
次
に
待
手
の
宮
で
は
、
猿
田
彦
と
獅
子
を
一
晩
こ

「
天
釦
女
命
」
と
書
い
た
一
対
の
ち
ょ
う
ち
ん
、
こ
に
安
置
す
る
。
待
手
の
宮
の
天
井
の
右
の
側

そ
し
て
獅
子
頭
、
そ
の
後
に
太
鼓
亭
が
続
く
。
に
、
狭
い
サ
ジ
キ
の
よ
う
な
も
の
が
設
け
て
あ

子
ど
も
や
太
鼓
打
ち
の
青
年
は
水
色
の
は
っ
ぴ
る
。
こ
こ
へ
若
い
衆
が
二
、
三
人
登
り
、
先
に
述

姿
、
獅
子
頭
や
猿
田
彦
の
面
を
か
ぶ
る
人
は
茶
べ
た
オ
ン
モ
ケ
を
手
に
握
っ
て
、
そ
の
手
を
サ

紫
の
神
衣
姿
で
あ
る
。
(
写
真
二
)
ジ
キ
か
ら
下
へ
の
ば
す
。
す
る
と
人
々
は
そ
の

き
さ
竹
の
綱
を
曳
く
子
ど
も
た
ち
は
、
次
の
手
に
と
ぴ
つ
い
て
、
オ
ン
モ
ケ
を
奪
い
あ
う
。

言
葉
を
何
回
で
も
繰
り
返
し
て
は
や
し
て
い
る
。
オ
ン
モ
ケ
の
量
は
、
あ
ま
り
た
く
さ
ん
は
な
い

サ
イ
ヨ
リ
、
ミ
ヨ
リ
、
イ
タ
デ
コ
デ
ン
ト
、
ょ
う
で
あ
る
。
『
越
前
国
名
蹟
考
』
に
は
「
飯
を

イ
コ
マ
イ
ヵ
。
シ
ニ
コ

l
ハ
シ
ヲ
、
コ
シ
タ
ナ
つ
く
ね
投
て
、
氏
子
ど
も
拾
ひ
取
事
あ
り
」
と

ラ
、
イ
カ
イ
チ
チ
ヲ
ニ
ギ
ラ
セ
テ
、
ナ
ン
パ
ミ
あ
る
が
、
現
状
は
投
げ
拾
う
と
い
う
状
態
で
は

ソ

イ

ヤ

ナ

ラ

、

ゴ

ッ

ト

ミ

ソ

。

」

な

い

。

意
味
は
や
や
不
明
で
あ
る
。
「
イ
タ
デ
コ
デ
翌
十
三
日
午
後
二
時
ご
ろ
、
獅
子
は
高
雄
神

杉
原

獅
子
渡
り

社
の
宵
の
宮
に
帰
る
。
そ
の
順
序
や
方
法
は
前

夜
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
道
順
が
逆

な
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
畳
だ
か
ら
よ
く
見
え

る
。
道
の
両
側
に
は
村
の
人
や
近
郷
近
在
の
人

が
見
物
し
て
い
る
が
、
和
服
で
正
装
し
た
女
性

が
多
く
い
る
の
に
気
付
い
た
。

大
門
の
所
ま
で
来
る
と
、
行
列
は
い
っ
た
ん

停
止
し
、
猿
田
彦
の
独
演
が
あ
っ
て
、
つ
い
で

獅
子
が
参
道
を
ま
っ
し
ぐ
ら
に
疾
走
す
る
。

獅子の疾走図3
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4
リ

胃

u

，
何
，
昌
一
=
一
回

こ
こ
の
獅
子
頭
お
よ
び
猿
田
彦
の
面
は
、
か

つ
て
岐
阜
県
安
八
郡
安
八
町
の
結
神
社
に
盗
ま

れ
た
そ
う
で
あ
る
。
最
近
も
村
の
人
が
結
神
社

へ
出
か
け
て
交
渉
し
た
が
、
な
に
ぶ
ん
ず
い
ぶ

ん
昔
に
盗
ま
れ
た
こ
と
で
、
ラ
チ
が
あ
か
な
い

と
の
こ
と
で
あ
る
。
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