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大
だ い

宝
ほ う

神
じ ん

社
じ ゃ

の例大祭
～７年に一度の大渡し～
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大
宝
神
社
は
大
宝
年
間
（
７
０
１

～
７
０
４
）、
小こ

平び
ら

井い

に
降
臨
し
、

霊り
ょ
う

仙せ
ん

寺じ

を
へ
て
旧
中
山
道
の
街
道

筋
で
あ
る
現
在
地
の
綣へ

そ

に
鎮
座
し
た

と
い
わ
れ
ま
す
。
古
く
は
大だ

い

宝ほ
う

天て
ん

王の
う

宮ぐ
う

、
今い

ま

宮み
や

応お
う

天て
ん

大だ
い

神じ
ん

宮ぐ
う

な
ど
と
呼
ば

れ
、
鎌
倉
・
室
町
時
代
を
経
て
、
氏

子
圏
は
50
余
村
に
お
よ
ん
だ
と
い

う
、
旧
栗
太
郡
を
代
表
す
る
神
社
の

一
つ
で
す
。
そ
の
よ
う
な
歴
史
を
物

語
る
よ
う
に
、
大
宝
神
社
に
は
国
重

要
文
化
財
・
追お

い

来き

神じ
ん

社じ
ゃ

本
殿
、
木も

く

造ぞ
う

狛こ
ま

犬い
ぬ

を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
文
化

財
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

昔
、
７
０
１
年
（
大
宝
元
年
）
に

綣
を
中
心
と
し
た
広
域
に
疫
病
が
流

行
し
た
際
、
人
々
が
神
様
に
疫
病
を

鎮
め
て
も
ら
え
る
よ
う
願
っ
た
と
こ

ろ
、
願
い
が
通
じ
て
健
康
を
取
り
戻

し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
翌
、
大
宝
２
年
か
ら
毎
年

疫
病
が
流
行
す
る
初
夏
ま
で
祭
礼
日

を
設
定
し
、
こ
の
日
は
神
様
に
社
か

ら
外
に
出
て
も
ら
い
、
人
々
の
間
に

疫
病
が
広
が
ら
な
い
よ
う
、
ま
た
、

健
康
で
夏
を
乗
り
切
れ
る
よ
う
力
を

授
け
て
も
ら
お
う
と
し
た
の
が
例
大

祭
の
始
ま
り
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

大
宝
神
社
の
神み

輿こ
し

は
前
面
に
神ひ

も
ろ
ぎ籬

を
取
り
付
け
て
渡と

　
ぎ
ょ御

し
ま
す
。
５
月

３
日
の
夜
、
神
様
の
分わ

け

御み

霊た
ま

を
神
籬

に
遷う

つ

し
、
神
籬
を
振
り
か
ざ
し
て
、

御
霊
を
活
気
づ
け
、
願
い
事
を
聞
い

て
い
た
だ
き
ま
す
。
５
月
４
日
は
神

籬
を
取
り
付
け
た
神
輿
の
差
し
上
げ

の
儀（
威
勢
良
く
宙
に
放
り
上
げ
る
）

を
し
ま
す
が
、
神
様
の
力
を
強
め
る

と
い
う
意
味
と
、
神
様
に
対
す
る
最

高
の
も
て
な
し
を
す
る
と
い
う
意
味

が
あ
り
ま
す
。５
月
４
日
の
当
日
は
、

13
時
か
ら
例
大
祭
式
典
が
あ
り
、
14

時
か
ら
雷
太
鼓
を
合
図
に
若わ

か
　
み
や宮

神
輿

（
守
山
地
域
）・
大お

お

宮み
や

神
輿
（
大
宝
地

域
）・
十

じ
ゅ
う

禅ぜ
ん

師じ

宮み
や

神
輿
（
治
田
地
域
）

の
３
基
に
続
き
、
さ
つ
き
神
輿
（
女

性
専
用
）
の
３
基
が
渡
御
し
ま
す
。

　

特
に
今
年
は
７
年
に
一
度
の
大
渡

し
行
事
の
あ
る
年
で
す
。
宮
座
行
列

と
し
て
、
綣
・
小
平
井
・
霊
仙
寺
の

村も
ろ
　
と
　
こ
う

生
人
講
、
綣
の
長お

と

老な

講こ
う

・
天て

ん

王の
う

講こ
う

の
行
列
が
あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
今
回
、

歴
史
あ
る
例
大
祭
を
見
学
く
だ
さ
い
。

　

３
・
４
・
５
歳
児
の
異
年
齢
グ
ル
ー

プ
を
作
り
、
一
緒
に
遊
ん
だ
り
、
散

歩
や
遠
足
に
行
っ
た
り
し
て
、
交
流

を
深
め
て
い
ま
す
。

　

初
め
は
お
互
い
に
ぎ
こ
ち
な
か
っ

た
子
ど
も
た
ち
も
、
回
数
を
重
ね
る

こ
と
で
「
あ
、
○
○
ち
ゃ
ん
！
」
と

声
を
か
け
合
っ
た
り
、
笑
顔
を
か
わ

し
た
り
す
る
姿
が
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　

３
月
９
日
に
は
異
年
齢
グ
ル
ー
プ

で
園
舎
内
の
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
を

し
ま
し
た
。
５
歳
児
と
３
・
４
歳
児

と
が
手
を
つ
な
ぎ
、「
次
ど
こ
に
行

く
？
」「
こ
こ
に
行
き
た
い
」
と
お

互
い
に
自
分
の
し
た
い
こ
と
を
言
っ

た
り
、
思
い
を
聞
い
た
り
し
て
、
過

ご
し
ま
し
た
。

　

同
年
齢
や
異

年
齢
の
交
流
を

と
お
し
て
、
お

互
い
の
存
在
を

大
切
に
思
う
仲

間
関
係
が
育
つ

こ
と
を
願
っ
て

い
ま
す
。

く
り
ち
ゃ
ん
元
気
い
っ
ぱ
い
運
動
　
第
３
弾

＊
あ
り
が
と
う
が
言
え
る
子
育
て
　
　
＊
26
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551-

０
１
４
９

女性による、華やかな「さつき御輿」。例大祭の詳細は大宝神社のホームページをご覧ください。

■
サ
ン
ヤ
レ
踊
り
を
地
域
の
皆
さ
ん
が
復
興

※
笠か

さ

川が
わ

と
市い

ち

川が

原わ
ら

地
域
の
皆
さ
ん
が
、
保

存
会
を
結
成
し
、
地
域
の
中
学
生
の
協

力
も
得
て
、
５
月
４
日
の
例
大
祭
で
、

サ
ン
ヤ
レ
踊
り
を
復
興
し
ま
す
。
サ
ン

ヤ
レ
踊
り
は
室
町
時
代
に
始
ま
り
栗
東
・

草
津
・
守
山
辺
り
で
広
く
行
わ
れ
て
い
ま

し
た
が
、
大
宝
神
社
で
は
明
治
に
入
り
、

途
絶
え
ま
す
。
大
正
４
年
に
復
興
さ
れ

ま
し
た
が
、
昭
和
７
年
に
再
び
途
絶
え

て
し
ま
い
ま
し
た
。
今
回
、
昭
和
７
年

の
資
料
を
も
と
に
サ
ン
ヤ
レ
踊
り
が
83

年
振
り
に
大
宝
神
社
に
奉
納
さ
れ
ま
す
。

問栗東歴史民俗博物館
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