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大
鳥
神
社
へ
初
詣 

あ
け
ま
し
て 

ご
ざ
い
ま
す
。 

年
配
の
人
な
ら
日
本
武
尊

(

や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と)

と
い
え
ば
古
代
の
悲
劇
の
英

雄
と
し
て
教
科
書
に
も
登
場

し
、
懐
か
し
く
思
い
出
さ
れ

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。 

父
の
景
行
天
皇
に
命

ぜ
ら
れ
て
東
に
西
に
ま
つ
ろ

わ
ぬ
敵
を
平
ら
げ
ら
れ
ま
し

た
。 

 

九
州
の
熊
襲
を
平
定
し
た

時
に
は
、
乙
女
の
姿
と
な
っ

て
熊
襲
を
討
ち
、
東
国
で
は

荒
れ
た
海
を
鎮
め
る
た
め
尊

の
身
代
わ
り
と
な
っ
て
、
弟

橘
媛
が
身
を
投
げ
、
海
神
を

鎮
め
た
と
い
う
話
や
、
草
薙

剣
の
名
の
由
来
な
ど
い
ろ
い

ろ
の
有
名
な
お
話
も
あ
り
ま

す
。
尊
は
あ
げ
く
は
伊
吹
山

で
神
の
祟
り
に
合
い
、
病
に

倒
れ
伊
勢
の
国
能
褒
野(

の
ぼ

の)

で
薨
去
さ
れ
ま
し
た
。
遺

体
は
そ
の
地
に
葬
ら
れ
ま
し

た
が
、
そ
の
陵
墓
か
ら
魂
が

白
鳥
と
な
っ
て
飛
ん
で
い

き
、
大
和
の
国
、
河
内
の
国

に
降
り
立
ち
最
後
に
大
鳥
の

地
に
舞
い
降
り
た
の
で
、
そ

こ
に
社
を
建
て
て
祀
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。 

 

そ
の
大
鳥
神
社
へ
初
詣
に

行
っ
て
き
ま
し
た
。 

阪
和
線
鳳
駅
か
ら
徒
歩
５
０

０
米
の
と
こ
ろ
に
あ
り
ま

す
。 

 

一
般
に
は
「
大
鳥
大
社
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
そ
う
で

す
。 

そ
の
大
社
由
緒
略
記
に
よ
り

ま
す
と
、
祭
神
は
日
本
武

尊
、
大
鳥
連
祖
神(

お
お
と
り

む
ら
じ
の
み
お
や
の
か
み)

で
、
和
泉
の
国
一
之
宮
で

す
。 

９
２
７
年
の
延
喜
式
神
名
帳
に

も
あ
り
、
皇
室
や
武
家
の
尊
崇

厚
く.

徳
川
家
の
保
護
も
受
け

て
い
ま
す
。
さ
て
初
詣
で
す

が
、
さ
す
が
一
之
宮
で
た
く
さ

ん
の
人
で
あ
ふ
れ
て
い
ま
し

た
。 

 

鳥
居
を
く
ぐ
っ
て
す
ぐ
か
ら

も
う
拝
殿
へ
の
人
が
並
ん
で
い

ま
す
。 

想
像
し
て
い
た
よ
り
小
さ
い
御

宮
で
し
た
が
列
は
２
０
０
米
以

上
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
か
、
横

に
５
．
６
人
の
列
で
す
。 

３
０
分
く
ら
い
し
て
や
っ
と
順

番
が
来
ま
し
た
。
目
の
前
に
白

い
布
を
張
っ
た
賽
銭
を
入
れ
る

賽
銭
箱
と
言
え
る
の
で
し
ょ
う

か
拝
殿
の
前
に
ず
っ
と
つ
続
い

て
お
り
私
の
頭
よ
り
上
な
の

で
、
拝
殿
や
そ
の
周
囲
の
様
子

は
全
く
見
え
ま
せ
ん
。 

２
礼
、
２
拍
手
、
１
礼
の
参
拝

も
そ
こ
そ
こ
に
押
し
出
さ
れ
る

よ
う
に
し
て
帰
り
路
へ
。 

社
務
所
に
よ
っ
て
ご
朱
印
を
受

け
、
帰
途
に
着
き
ま
し
た
が
御

宮
の

印
象
は
、
た
だ
た
だ
人
の
波

で
境
内
摂
社
も
境
内
の
景
色

も
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
な

ん
か
物
足
り
な
い
感
じ
が
残

り
ま
し
た
。 

帰
り
道
が
行
く
時
と
全
く
違

う
道
だ
っ
た
の
で
、
駅
が
わ

か
ら
ず
大
回
り
し
て
と
て
も

疲
れ
ま
し
た
。 

記
・
写
真 

牧
戸 

富
美
子  

神
様
へ
の
供
物
の 

メ
ニ
ュ
ー
が 

変
わ
り
ま
し
た 

あ
け
ま
し
て 

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す 

 
写
真
は
モ
ズ
が
我
が
畑
に

作
っ
た
贄
（
に
え
）
で
、
こ

れ
を
「
百
舌
の
速
贄
」
と
言

い
、
冬
の
訪
れ
を
表
す
風
物

詩
で
す
。 

「
贄
」
と
い
う
言
葉
は
古

来
、
早
稲
や
産
物
を
神
に
供

え
、
感
謝
の
意
を
持
っ
て
い

ま
す
。 

そ
の
為
の
行
事
は
各
地
で
残

っ
て
い
ま
す
。 

 

今
年
も
肌
寒
く
感
じ
る
頃
、

モ
ズ
が
虫
な
ど
を
捕
ら
え
て
、

竹
や
木
の
枝
の
先
に
獲
物
の
体

を
貫
い
て
保
存
し
て
い
ま
す
。 

見
事
な
一
瞬
の
早
業
だ
と
思
わ

れ
ま
す
。 

 

翌
春
、
餌
の
無
く
な
る
こ
ろ

の
為
に
保
存
す
る
習
性
と
も
言

わ
れ
て
い
ま
す
が
、
翌
春
食
べ

た
形
跡
を
見
た
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。 

昨
年
は

蛙
で
し
た
が
、
今
年
は
キ
リ
ギ

リ
ス
、
バ
ッ
タ
、
み
み
ず
に
蛙

と
メ
ニ
ュ
ー
が
多
く
、
神
様
は

喜
ば
れ
て
い
る
ん
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。 

 

モ
ズ
は
高
い
木
の
梢
で
鋭
い

声
で
鳴
い
て
い
る
か
と
思
え

ば
、
ひ
弱
な
声
を
出
し
た
り
、

時
に
は
動
物
の
鳴
き
声
も
出
す

と
い
う
器
用
な
鳥
で
す
。 

 

神
へ
の
供
物
と
新
春
へ
の
蓄

え
を
呼
び
か
け
る
鳥
と
ご
理
解

下
さ
い
。 

 
記
・
写
真
：
上
村 

サ
ト
子 

四
季
彩 

フ
ォ
ッ
ク
ス
フ
ェ
イ
ス 

 

あ
な
た
は
そ
の
名
の
通
り
、
キ

ツ
ネ
の
顔
に
見
え
ま
す
か
？
日
本

名
は
「
ト
ゲ
ナ
シ
ツ
ノ
ナ
ス
」
見

る
人
に
と
っ
て
「
カ
ナ
リ
ア
ナ

ス
」
と
も
い
う
。 

 

小
鳥
の
カ
ナ
リ
ア
の
黄
色
い
羽

を
連
想
す
る
た
め
ら
し
い
。 

私
の
近
く
の
畑
の
畝
で
、
茄
子
の

収
穫
が
終
わ
っ
た
10
月
～
12
月

頃
ま
で
毎
年
見
事
に
黄
色
く
色
づ

い
て
い
る
。 

 

色
づ
く
ま
で
期
間
が
長
い
の

で
、
狭
い
家
庭
菜
園
で
は
余
裕
が

な
い
の
で
栽
培
で
き
ず
残
念
。 

草
丈
約
2
ｍ
だ
が
生
花
店
で
は

適
当
な
高
さ
に
揃
え
て
あ
る
が
、

広
い
会
場
に
活
け
ら
れ
た
花
瓶
で

高
々
と
目
立
つ
存
在
で
見
か
け
る

の
で
皆
様
も
注
目
し
て
く
だ
さ

い
。 一

年
草
、
原
産
地
熱
帯
ア
メ
リ

カ  

記
・
写
真
：
上
村 

サ
ト
子 

会
員
だ
よ
り 

神への供物 

おんぶバッタ 

大鳥神社大鳥居 

おみくじ 

拝殿と賽銭箱 

参拝順を待つ行列 


