
「
國こ
う
の府
祭ま
ち

と
は
」

國
府
祭
は
毎
年
、
５
月
５
日
、
神
奈
川
県

中
郡
大
磯
町
国こ
く
ふ府
本ほ
ん
ご
う郷
に
お
い
て
斎
行
さ
れ

る
祭
典
で
す
。
一
之
宮
の
寒
川
神
社
を
始
め
、

二
之
宮
川か
わ
わ勾
神
社
、
三
之
宮
比ひ

び

た
々
多
神
社
、

四
之
宮
前さ
き

鳥と
り

神
社
、
平

八
幡
宮
、
総
社
の

六ろ
く
し
ょ所
神
社
を
加
え
た
６
社
が
祭
場
に
参
集
し

祭
典
が
執
り
行
わ
れ
ま
す
。
昭
和
53
年
、
神

奈
川
県
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
お

り
、
古
く
は
「
端た
ん
ご午
祭さ
い

」、「
天て
ん
か下
祭さ
い

」
と
も

呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

國
府
祭
は
大
き
く
分
け
て
２
つ
の
神
事
か

ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
１
つ
は
国
府
本
郷

の
神か
み
そ
り
や
ま

揃
山
で
行
わ
れ
る
古
式
「
座ざ
も
ん
ど
う

問
答
」、
も

う
１
つ
は
神
揃
山
の
近
く
の
大お
お
や
ば

矢
場
で
行
わ

れ
る
「
神か
み
た
い
め

対
面
・
国こ
く
し司
奉ほ
う
べ
い幣
・
神か
み
さ
い
き
ょ

裁
許
」
の

神
事
で
す
。
一
般
的
に
「
國
府
祭
＝
座
問
答
」

と
捉
え
が
ち
で
す
が
、
神
揃
山
と
大
矢
場
の

２
つ
の
神
事
を
合
わ
せ
て
國
府
祭
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

相
模
國
は
か
つ
て
東
は
相さ

が
む武
、
西
は
磯し
な
が長

の
２
つ
の
国
に
分
か
れ
て
お
り
、
大
化
の
改

新
で
合
併
、
成
立
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
一
之
宮
で
あ
っ
た
寒
川
神
社
と
川

勾
神
社
の
一
之
宮
争
い
を
儀
式
化
し
た
も
の

が
座
問
答
と
い
わ
れ
て
お
り
、神
事
は
一
之
宮・

二
之
宮
・
三
之
宮
が
中
心
と
な
っ
て
執
り
行

わ
れ
、
御
神
前
に
向
け
て
一
之
宮
と
二
之
宮
が

交
互
に
虎
の
皮
を
敷
き
進
め
、
３
度
繰
り
返

す
と
三
之
宮
の
宮
司
が
「
い
ず
れ
明
年
ま
で
」

と
仲
裁
に
入
り
神
事
が
終
わ
り
ま
す
。

座
問
答
が
終
わ
る
と
、
総
社
で
あ
る
六
所

神
社
へ
神
事
が
滞
り
な
く
終
わ
っ
た
こ
と
を

伝
達
し
、
大
矢
場
へ
の
出
立
を
促
し
ま
す
。

六
所
神
社
の
大
矢
場
へ
の
出
立
と
同
じ
く
し

て
、
各
社
の
神
輿
も
大
矢
場
へ
と
向
か
い
ま

す
。
こ
の
時
、
大
矢
場
で
の
祭
場
で
は
鷺さ
ぎ

の

舞
が
奉
納
さ
れ
ま
す
（
舞
は
古
来
、
赴
任
し

て
く
る
国
司
へ
の
歓
迎
の
舞
で
あ
る
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
）。
そ
の
後
、
６
社
全
て
の
神
輿
が

集
ま
る
と
神
事
が
執
り
行
わ
れ
ま
す
。
各
社

宮
司
は
六
所
神
社
の
神
輿
前
に
立
ち
、
自
社

の
御ご
ぶ
ん
れ
い

分
霊
を
祀
っ
た
守し
ゅ
こ
う
じ
ん

公
神
を
御
神
前
へ
と

奉
る
神
対
面
の
儀
が
執
り
行
わ
れ
ま
す
。
次

に
大
磯
町
長
が
国
司
に
扮
し
て
各
社
巡
拝
、

国
司
奉
幣
の
儀
・
神
裁
許
の
儀
が
執
り
行
わ

れ
神
事
が
終
了
と
な
り
ま
す
。

國府祭國府祭

　寒川神社の國府祭は、海の日に行われる「浜降祭」に並ぶ「二大神幸祭」の

１つであり毎年、５月５日に中郡大磯町国府本郷にて斎行される祭典です。

【古式　座問答】

【鷺の舞】



【守公神】

【神対面の儀】

【神揃山祭】

【大矢場の渡御】

（
令
和
７
年
３
月
）

「
起　

源
」

大た
い
ほ
う宝
律り
つ
り
ょ
う令
制
定
後
、
国
内
は
国
・
群
・

里
の
行
政
制
度
に
編
成
さ
れ
、
国
の
行
政
官

「
国こ

く
し司
」
が
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
ま
し
た
。

国
司
は
行
政
・
司
法
・
軍
事
の
統
括
、
神
社

の
維
持
・
管
理
・
祭
祀
の
運
営
も
重
要
な
職

務
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
平
安
時
代

に
は
、
赴
任
し
た
国
司
に
よ
る
国
内
神
社
へ

の
巡
拝
行
事
が
慣
例
で
し
た
が
、
そ
の
煩
雑

さ
か
ら
次
第
に
制
度
は
簡
略
化
さ
れ
、
国
司

が
赴
任
す
る
国
府
近
く
に
国
内
諸
社
の
御み
た
ま霊

を
合
わ
せ
て
祀
る
「
総
社
」
を
設
け
て
巡
拝

す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

時
代
の
流
れ
と
共
に
、
こ
の
慣
例
も
徐
々

に
姿
を
消
し
て
い
き
ま
し
た
が
、
神
社
祭
祀

の
中
に
そ
の
姿
を
残
し
て
い
ま
す
。
國
府
祭

も
国
司
巡
拝
の
様
相
を
現
代
に
色
濃
く
残
す

祭
典
の
１
つ
と
い
え
ま
す
。

「
特　

徴
」

大
矢
場
で
執
り
行
わ
れ
る
「
国
司
奉
幣
・

神
裁
許
」
の
よ
う
に
、
総
社
に
国
内
諸
社
を

合
わ
せ
祀
る
形
式
を
有
し
た
神
事
は
、
全
国

各
地
で
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
古
式

「
座
問
答
」
の
よ
う
な
一
之
宮
争
い
を
儀
式

化
し
た
神
事
は
他
に
は
な
く
、
國
府
祭
特
有

の
神
事
と
い
え
ま
す
。
11
世
紀
か
ら
12
世
紀

に
か
け
て
国
内
神
社
に
序
列
を
定
め
る
「
一

宮
制
」
が
成
立
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

公
的
制
度
で
は
な
い
た
め
、
明
確
な
基
準
も

な
く
選
定
方
法
に
つ
い
て
も
諸
説
あ
り
ま
す
。

ま
た
序
列
が
必
ず
し
も
一
定
で
は
な
く
、

様
々
な
理
由
で
変
化
し
て
、
新
た
に
一
之
宮

と
し
て
台
頭
す
る
神
社
も
現
れ
、
互
い
の
序

列
を
巡
っ
て
争
い
が
起
こ
っ
た
と
し
て
も
不

思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
國
府
祭
は
歴
史
的

背
景
を
随
所
に
残
し
な
が
ら
継
承
さ
れ
て
い

る
大
切
な
神
事
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

「
浜
降
祭
と
の
関
係
」

天
保
９
年
（
１
８
３
８
年
）
の
國
府
祭
の

帰
路
に
お
い
て
、
馬
入
の
渡
し
場
（
現
平
塚

市
・
馬
入
ふ
れ
あ
い
公
園
付
近
）
で
地
元
氏

子
と
の
争
い
に
巻
き
込
ま
れ
、
大
雨
に
よ
り

増
水
し
た
相
模
川
に
寒
川
神
社
の
神
輿
が
転

落
し
相
模
湾
ま
で
流
出
し
て
し
ま
い
ま
し

た
。
捜
索
を
依
頼
し
て
か
ら
数
日
後
、
南
湖

の
浜
で
地
引
網
を
曳
い
て
い
た
地
元
の
漁
師

「
鈴
木
孫
七
」
に
よ
っ
て
神
輿
は
発
見
さ
れ
、

浜
降
祭
の
禊
場
も
現
在
の
南
湖
の
浜
へ
移
さ

れ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
國
府
祭
は
相
模
國
に
と
っ
て

最
大
の
祭
典
で
あ
り
、
寒
川
神
社
に
と
っ
て

も
「
浜
降
祭
」
に
密
接
に
関
係
す
る
重
要
な

祭
典
で
も
あ
る
の
で
す
。

結
び
に

本
誌
は
國
府
祭
の
基
礎
知
識
と
し
て
、
平

成
30
年
に
発
刊
の
「
相
模
國
の
神
々
が
集
う

相
模
國
府
祭
」
の
記
事
を
再
編
集
し
て
製
作

致
し
ま
し
た
。

國
府
祭
は
六
所
神
社
を
中
心
に
６
社
が

古
来
よ
り
大
切
に
し
て
い
る
祭
典
で
す
。

國
府
祭
が
途
切
れ
る
こ
と
な
く
後
世
に
受

け
継
が
れ
る
こ
と
を
衷
心
よ
り
祈
念
致
し

ま
す
。


