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◉ 
は
じ
め
に

　
本
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
は
、
石
川
県
輪
島
市
門
前
町
皆
月
の
山
王
祭
を
対
象
と
し
た
フ
ォ

ト
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
で
あ
る
。
こ
の
成
果
は
、
人
間
文
化
機
構
と
国
立
歴
史
民
俗
博

物
館
が
推
進
す
る
「
地
域
に
お
け
る
歴
史
文
化
研
究
拠
点
の
構
築
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の

中
間
発
表
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
。

　
そ
も
そ
も
皆
月
を
含
む
旧
門
前
町
七
浦
地
区
で
は
、
研
究
副
代
表
の
川
村
清
志
が
、

一
九
九
〇
年
代
の
始
め
か
ら
継
続
的
な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
っ
て
き
た
。
調
査
は
、

当
時
の
大
阪
大
学
文
学
部
小
松
和
彦
（
現
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
）
ゼ
ミ

ナ
ー
ル
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
一
環
と
し
て
始
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ゼ
ミ
ナ
ー

ル
と
し
て
の
集
団
調
査
は
三
年
で
終
了
し
、
成
果
物
も
刊
行
さ
れ
た
が
、
川
村
は
現
在

ま
で
継
続
し
て
祭
り
や
儀
礼
、
口
頭
伝
承
の
調
査
を
行
っ
て
き
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
六

年
度
か
ら
二
〇
一
一
年
に
か
け
て
は
、赴
任
し
て
い
た
札
幌
大
学
文
化
学
部
の
ゼ
ミ
ナ
ー

ル
で
、
こ
の
山
王
祭
に
学
生
と
と
も
に
参
与
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
ブ
ッ
ク
レ
ッ

ト
に
採
用
し
た
写
真
の
何
枚
か
は
、
そ
の
際
に
学
生
た
ち
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
た
も
の

も
含
ま
れ
る
。
さ
ら
に
二
〇
一
四
年
か
ら
は
二
年
間
に
わ
た
り
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物

館
の
民
俗
研
究
映
像
制
作
の
た
め
の
現
地
調
査
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
過
程
で
祭
り
を
運

営
す
る
地
元
の
青
年
会
員
た
ち
と
綿
密
な
連
携
体
制
を
と
る
と
と
も
に
、
作
品
の
制
作

に
も
協
力
を
仰
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
成
果
は
二
〇
一
六
年
度
に
発
表
し
た
『
明
日

に
向
か
っ
て
曳
け—

輪
島
市
皆
月
山
王
祭
の
現
在
』
に
結
実
し
て
い
る
。

　
こ
の
一
連
の
活
動
は
、
文
化
人
類
学
に
お
け
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
基
礎
で
あ
る

参
与
観
察
の
延
長
と
し
て
捉
え
て
き
た
。
異
文
化
研
究
を
専
ら
と
す
る
文
化
人
類
学
で

は
、
対
象
と
す
る
社
会
の
理
解
の
た
め
に
、
彼
ら
の
言
語
を
習
得
し
、
そ
の
生
活
空
間

に
居
住
し
、
五
感
を
持
っ
て
当
該
文
化
を
理
解
す
る
こ
と
を
研
究
の
柱
と
し
て
い
る
。

対
象
と
な
る
人
び
と
と
の
信
頼
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
が
何
よ
り
も
重
要
で
あ
り
、
必

要
な
資
料
だ
け
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
り
、
特
定
の
期
間
に
特
定
の
儀
礼
や
伝
承
を
記

録
す
る
こ
と
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
当
該
文
化
の
全
体
性
の
理
解
を
損
な
う
も
の
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
視
点
を
自
文
化
に
向
け
て
行
っ
て
き
た
調
査

で
あ
っ
た
が
、そ
こ
に
は
、現
在
進
行
し
て
い
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
目
指
す
「
研
究
拠
点
」

を
考
え
る
う
え
で
の
大
き
な
ヒ
ン
ト
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
は
、
地
域
文
化
の
拠
点
を
ど
の
位
相
に
位
置
づ
け
る
の
か
と
い

う
課
題
が
あ
る
。
研
究
者
た
ち
が
収
集
し
、
整
理
し
、
意
味
づ
け
て
き
た
文
化
の
内
実

を
、
地
域
社
会
の
ど
の
よ
う
な
立
場
の
人
々
に
送
り
返
す
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
地
域
の
博
物
館
や
資
料
館
が
、
文
化
研
究
の
フ

ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
で
あ
り
、
同
時
に
ス
ト
ッ
ク
ヤ
ー
ド
で
あ
る
と
捉
え
て
き
た
。
研
究
者

間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
充
実
し
、
博
物
館
・
資
料
館
の
連
携
を
密
に
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
研
究
手
法
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
を
図
る
と
と
も
に
、
そ
の
発
信
を
促
す
こ
と
は

重
要
な
課
題
で
あ
る
。
ま
た
、博
物
館・資
料
館
と
と
も
に
各
地
の
教
育
委
員
会
な
ど
も
、

地
域
で
の
研
究
・
調
査
の
窓
口
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
も
し
ば
し
ば
連
携
と
協
力
を
仰
い

で
き
た
。
そ
の
よ
う
な
つ
な
が
り
を
よ
り
実
践
的
な
形
態
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
す
る
こ

と
も
本
研
究
の
狙
い
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
博
物
館
や
資
料
館
は
、
決
し
て
文
化
の
担
い
手
自
身
に
は
な
れ
な
い
。
担

い
手
と
は
、
地
域
に
住
み
日
々
の
生
活
の
中
で
文
化
を
継
承
し
、
発
展
さ
せ
る
立
場
に

あ
る
人
び
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
か
つ
て
の
生
活
文
化
の
諸
相
を
積
極
的
に
受
け
止
め
、

継
承
し
よ
う
と
す
る
人
た
ち
こ
そ
、
研
究
者
が
こ
れ
ま
で
培
っ
て
き
た
成
果
を
、
送
り

返
す
対
象
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
拠
点
た
り
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
注
目

さ
れ
る
の
が
、
地
域
社
会
の
中
で
組
織
化
さ
れ
て
き
た
公
民
館
活
動
、
青
年
会
や
各
種

の
保
存
会
、
さ
ら
に
は
消
防
団
と
い
っ
た
自
治
的
な
組
織
の
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

組
織
は
、
一
方
で
か
つ
て
の
民
俗
学
が
研
究
対
象
と
し
て
き
た
儀
礼
集
団
や
村
の
社
会

組
織
と
重
な
り
合
っ
て
い
る
。
他
方
で
そ
れ
ら
の
組
織
は
、
近
現
代
の
マ
ク
ロ
な
社
会

動
態
の
中
で
、
再
編
さ
れ
新
た
に
意
味
づ
け
ら
れ
て
き
た
側
面
も
有
す
る
。
こ
の
よ
う
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な
再
編
過
程
で
人
々
は
、
自
分
た
ち
の
生
活
文
化
と
向
か
い
合
い
、
そ
れ
ら
を
発
展
的

に
継
承
す
る
た
め
の
方
途
を
探
り
つ
つ
あ
る
。
同
時
に
彼
ら
は
、
先
に
述
べ
た
博
物
館
・

資
料
館
や
教
育
委
員
会
と
も
直
接
、
間
接
的
に
関
わ
り
を
も
つ
こ
と
が
多
い
。
そ
の
意

味
で
も
、
こ
の
よ
う
な
担
い
手
こ
そ
が
、
地
域
の
生
活
文
化
の
研
究
拠
点
の
よ
り
実
践

的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
な
り
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
映
像
制
作
の
過
程
で
痛
感
し
た
の
も
、
自
分
た
ち
の
文
化
を
再
認
識
し
、
再
創
造
し

よ
う
と
す
る
人
々
の
意
志
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
多
様
な
選
択
の
中
か
ら
祭
り
の
継
承
や

存
続
に
汗
を
流
し
、
自
ら
の
生
活
の
一
部
と
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
祭
り
は
、
無
意

識
的
な
継
承
や
慣
習
的
な
実
践
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
点
は
、

文
化
の
継
承
と
再
創
造
に
際
し
て
は
、研
究
者
が
ま
と
め
た
都
合
の
良
い
面
だ
け
を
ピ
ッ

ク
ア
ッ
プ
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
者
た
ち
が
地
域

に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
文
化
の
大
半
は
、基
本
的
に
は「
文
化
財
」と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
っ

た
。
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
レ
ベ
ル
で
価
値
づ
け
う
る
、
歴
史
的
で
伝
統
的
で
他
地
域
に
対
し

て
優
越
す
る
よ
う
な
文
化
資
源
が
強
調
さ
れ
て
き
た
。

　
茅
葺
き
民
家
や
棚
田
の
よ
う
な
文
化
的
景
観
の
保
存
を
提
唱
す
る
研
究
者
は
多
い
。

何
百
年
も
続
く
祭
り
の
存
続
を
求
め
る
研
究
者
も
い
く
ら
で
も
い
る
。
し
か
し
、
民
家

や
棚
田
を
維
持
す
る
労
力
や
そ
の
た
め
の
経
済
的
な
裏
づ
け
ま
で
保
証
し
て
く
れ
る
研

究
者
は
、
ほ
ぼ
、
い
な
い
。
祭
り
を
継
承
す
る
社
会
が
直
面
す
る
過
疎
化
や
高
齢
化
の

問
題
に
対
し
て
、有
効
な
手
立
て
を
提
案
で
き
る
研
究
者
も
い
な
い
。も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、

研
究
者
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
当
該
社
会
を
組
み
こ
ん
だ
よ
り
マ
ク
ロ
な

社
会
に
お
け
る
構
造
的
、
全
体
的
な
課
題
で
あ
る
。
た
だ
だ
か
ら
と
い
っ
て
問
題
を
投

げ
出
し
て
い
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
確
か
な
こ
と
は
、
地
域
の
人
び
と
が
直
面
す
る
問
題
と
は
、
か
つ
て
営
ま
れ
て
き
た

文
化
と
、
今
日
、
彼
ら
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
と
が
矛
盾
し
、
齟
齬
を
き
た
し
、
軋
轢

を
生
じ
さ
せ
て
い
る
現
実
で
あ
る
。
こ
の
実
状
に
踏
み
止
ま
り
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
成

果
と
そ
こ
で
露
わ
に
な
っ
た
課
題
の
両
面
を
送
り
返
す
こ
と
で
、
は
じ
め
て
わ
れ
わ
れ

は
、
生
き
ら
れ
た
文
化
と
し
て
の
地
域
文
化
の
継
承
と
発
展
に
立
ち
会
い
、
真
の
意
味

で
の
連
携
と
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
実
践
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

　
そ
の
よ
う
な
試
み
の
一
つ
と
し
て
本
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
は
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で

紹
介
す
る
の
は
、
皆
月
山
王
祭
の
準
備
次
第
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
既
存
の
祭
り
・

祭
礼
研
究
で
は
、
こ
れ
ら
の
準
備
過
程
は
看
過
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
せ
い
ぜ
い
研
究

報
告
の
序
盤
で
、
付
加
的
に
紹
介
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
過
疎
化
、
高
齢
化
が

進
む
皆
月
で
は
、
準
備
過
程
の
継
承
と
改
変
こ
そ
が
祭
り
の
存
続
に
直
結
す
る
問
題
で

あ
る
。
こ
の
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
に
示
し
た
準
備
の
い
く
つ
か
が
継
続
不
可
能
に
な
れ
ば
、

山
王
祭
自
体
の
存
続
が
危
う
い
も
の
と
な
る
。
近
年
に
お
け
る
祭
り
の
準
備
過
程
を
で

き
る
だ
け
具
体
的
に
示
し
、
地
域
社
会
に
送
り
返
す
必
要
が
急
務
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
で
も
現
地
と
の
協
力
体
制
は
よ
り
緊
密
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

と
り
わ
け
元
青
年
会
長
で
あ
り
、
輪
島
市
職
員
で
も
あ
る
倉
本
啓
之
に
は
最
終
的
に
は

共
編
者
と
な
っ
て
も
ら
い
、
編
集
と
校
正
全
般
に
携
わ
っ
て
も
ら
っ
た
。
皆
月
青
年
会

の
役
員
に
は
、
作
業
の
撮
影
、
各
項
目
の
確
認
、
校
正
に
も
協
力
い
た
だ
い
た
。
末
尾

に
記
し
た
が
、
地
元
の
多
く
の
方
か
ら
画
像
資
料
も
提
供
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
ち

な
み
に
こ
の
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
は
、
こ
れ
で
完
結
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
言
う
ま

で
も
な
い
が
、
祭
り
当
日
の
詳
細
な
記
録
は
現
地
の
人
々
が
望
む
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
こ
の
続
編
と
な
る
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
に
お
い
て
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

ま
た
、
明
治
以
前
か
ら
こ
の
祭
り
は
、
多
く
の
変
遷
を
経
て
今
日
ま
で
続
け
ら
れ
て
き

た
。
地
域
の
中
に
は
高
度
経
済
成
長
期
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
の
祭
り
に
つ
い
て
の
多

く
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。当
時
の
文
書
記
録
、画
像
資
料
な
ど
を
収
集
す
る
こ
と
で
、

山
王
祭
の
変
遷
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
祭
り

の
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て
も
、
新
た
に
紹
介
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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◉ 
地
域
と
祭
り
の
概
要

皆
月
の
概
要　

　
皆み

な
づ
き月
は
、
日
本
海
を
臨の

ぞ

む
小
さ
な
入
江
沿
い
に
広
が
る
集
落
で
あ
る
。
石
川
県

の
能の

と
は
ん
と
う

登
半
島
の
外
浦
に
位
置
し
、
耕
作
に
適
し
た
平
地
は
多
く
な
い
。
海
岸
部
と

川
沿
い
の
比
較
的
開
け
た
場
所
に
家
々
が
軒
を
連
ね
て
い
る
。

　
村
は
、
北
か
ら
ニ
シ
デ
（
西
町
）、
本
町
、
デ
ム
（
ブ
）
ラ
（
河
南
）
に
分
か

れ
る
。
デ
ム
ラ
と
本
町
は
、
皆
月
川
で
隔
て
ら
れ
て
南
が
デ
ム
ラ
、
北
が
本
町
で

あ
る
。
本
町
と
ニ
シ
デ
は
、
日
吉
神
社
（
後
述
）
か
ら
下
る
坂
道
沿
い
の
家
よ
り

北
が
ニ
シ
デ
に
な
る
。
今
は
暗あ

ん
き
ょ渠
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
道
沿
い
に
も
小
川
が

流
れ
て
い
る
。
三
つ
の
地
区
は
、ほ
ぼ
各
々
の
谷
筋
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
坂
の
上
の
神
社
の
横
の
数
軒
の
家
は
ニ
シ
デ
に
属
し
て
い
る
。
か
つ
て

ニ
シ
デ
の
裏
山
の
一
部
が
崩
れ
た
た
め
、
数
世
帯
が
こ
の
場
所
に
移
っ
て
き
た
た

め
で
あ
る
。
な
お
皆
月
で
は
、
自じ

ち
そ
し
き

治
組
織
の
長
と
し
て
区
長
が
お
り
、
そ
の
下
に

一
〇
人
の
組
親
が
い
る
。
一
〇
の
組
の
う
ち
、
一
～
四
組
が
デ
ム
ラ
、
五
～
七
組

が
本
町
、
そ
し
て
、
八
～
一
〇
組
が
ニ
シ
デ
に
分
か
れ
る
。

　
明
治
期
か
ら
、
皆
月
は
旧
鳳ふ

げ
し
ぐ
ん
し
つ
ら
む
ら

至
郡
七
浦
村
の
中
心
的
な
集
落
で
あ
っ
た
。
七
浦

村
は
、
一
九
二
一(

明
治
二
二)

年
の
市
町
村
令
に
も
と
づ
い
て
成
立
し
た
。
戦

後
の
町ち

ょ
う
そ
ん
が
っ
ぺ
い

村
合
併
に
よ
っ
て
周
辺
の
町
村
と
と
も
に
旧
門
前
町
に
編
入
さ
れ
た
の
は

一
九
五
四
（
昭
和
二
九
）
年
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
門
前
町
も
平
成
の
大
合
併
を

機
に
、
二
〇
〇
六
（
平
成
一
八
）
年
、
輪わ

じ
ま
し

島
市
に
編
入
さ
れ
た
。
市
域
と
な
っ
て

も
村
の
過か

そ

か
疎
化
、高こ
う
れ
い
か

齢
化
に
歯
止
め
は
か
か
っ
て
い
な
い
。
戦
後
の
多
い
時
期
は
、

三
〇
〇
軒
近
く
あ
っ
た
世
帯
が
、
現
在
で
は
一
〇
〇
軒
を
き
っ
て
い
る
。

　
七し

つ
ら浦
地
区
は
全
部
で
一
三
の
集
落
か
ら
な
っ
て
い
た
。
皆
月
と
同
じ
入
江
の
周

り
に
は
、
餅も

っ
た田
、
鵜う
や
ま山

、
さ
ら
に
五い

ぎ

す
十
洲
の
集
落
が
あ
り
、
岬み

さ
きを
一
つ
隔
て
た
南

側
の
海
辺
に
は
吉よ

し
う
ら浦
の
集
落
が
あ
る
。
山
沿
い
の
集
落
と
し
て
、
百ど

う
め
き
お
お
が
く
ま

成
大
角
間
、

井い
も
り
あ
げ
さ
か

守
上
坂
、
中な

か
や
ち

谷
内
、
大お

お
た
き滝
、
矢や

と
く徳
、
樽た
る
み見
、
暮く

れ
さ
か坂
、
薄す

す
き
の野
の
各
集
落
が
あ
る
。

薄
野
や
樽
見
、
暮
坂
は
戸
数
が
五
軒
を
き
っ
て
お
り
、
独
居
世
帯
も
多
い
。
村
落

の
存
在
自
体
が
風
前
の
灯と

も
し
び火
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
他
の
集
落
も
多
く
は
一
〇
軒

前
後
、
皆
月
に
つ
い
で
大
き
な
集
落
で
あ
っ
た
五
十
洲
も
四
〇
軒
を
き
り
、
三
〇

代
以
下
の
青
年
層
が
一
人
も
見
あ
た
ら
な
い
。

　
一
九
五
〇
年
代
の
後
半
ま
で
皆み

な
づ
き月
を
は
じ
め
と
す
る
七
浦
沿
岸
部
の
村
々
で

は
、
親お

や
か
た
こ
か
た

方
子
方
制
度
に
よ
る
イ
ワ
シ
の
刺
し
網
漁
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
。
船

を
所
有
す
る
親
方
が
、
数
軒
の
家
を
子
方
と
し
て
雇
い
、
沿
岸
部
で
漁
を
す
る
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
漁
期
は
四
～
六
月
で
、
ち
ょ
う
ど
イ
ワ
シ
の
産
卵
期
と
重

な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
潮
流
の
変
化
や
大
型
船
の
進
出
に
と
も
な
う
漁ぎ

ょ
か
く
だ
か

獲
高
の

激
減
の
た
め
、
漁
の
運
営
が
困
難
に
な
る
。
全
て
の
親
方
の
家
が
船
を
手
放
し
た0-1 輪島市門前町皆月付近図（国土地理院を元に作成）
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の
は
一
九
六
〇
年
代
の
中
頃
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
多
く
の
者
が
海
外
航
路
の
船

乗
り
と
し
て
村
を
後
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
旧
門
前
町
全
体
で
は
船
会
社
に
勤
め

る
者
が
八
〇
〇
人
を
超
え
た
時
期
も
あ
り
、
親し

ん
せ
き戚
や
近き

ん
り
ん隣
の
縁
故
を
頼
っ
て
職
に

つ
い
た
者
も
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
も
一
九
九
〇
年
代
の
中
頃
ま
で
は
、
二
ト
ン
か
ら
五
ト
ン
ク
ラ
ス
の
船

で
、
タ
チ
ウ
オ
を
中
心
と
す
る
延は
え
な
わ縄
漁
や
刺
し
網
漁
に
従
事
す
る
漁
師
の
家
が

一
〇
軒
以
上
あ
っ
た
。
し
か
し
、
漁
を
続
け
る
者
も
年
々
減
少
し
て
い
き
、
現
在

で
は
、
刺
し
網
や
釣
漁
を
行
う
家
が
数
軒
あ
る
程
度
で
あ
る
。

番
多
い
。
妙み

ょ
う
ぎ
ょ
う
じ

行
寺
は
、皆
月
新
橋
を
デ
ム
ラ
側
に
進
み
、

正
面
の
路
地
を
上
が
っ
た
所
に
甍い

ら
かを
構
え
る
。
も
う
一

つ
の
超ち

ょ
う
が
ん
じ

願
寺
も
、デ
ム
ラ
の
丘
の
中
腹
に
立
っ
て
い
る
。

　
日
吉
神
社
は
、
本
町
と
ニ
シ
デ
の
境
と
な
る
坂
道
を

上
っ
た
丘
の
上
に
あ
る
。
こ
こ
ま
で
上
が
る
と
先
の
善

行
寺
は
、
日
吉
神
社
よ
り
少
し
く
だ
っ
た
本
町
側
に
本

堂
を
構
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
デ
ム
ラ
の

神し
ん
め
い明
社
は
、
妙み

ょ
う
ぎ
ょ
う
じ

行
寺
と
超ち

ょ
う
が
ん
じ

願
寺
の
中
ほ
ど
の
丘
の
上
に

あ
る
小
さ
な
社
で
あ
る
。
日
吉
神
社
と
こ
の
神
明
社
だ

け
で
な
く
、
七し

つ
ら浦
の
各
村
落
の
神
社
は
、
皆
月
の
番
場

家
が
社
家
と
し
て
、
祭
式
を
執
り
行
う
。　

祭
り
の
行
事
次
第　

　
皆み

な
づ
き月
が
唯
一
賑
わ
う
の
が
、
八
月
一
〇
日
、
一
一
日

の
山
王
祭
の
祭
日
で
あ
る
。
山
王
祭
は
、
村
を
見
下
ろ

す
小
高
い
丘
の
上
に
あ
る
日
吉
神
社
の
夏
祭
り
で
あ

る
。
日
吉
神
社
は
、
山さ

ん
の
う
ご
ん
げ
ん

王
権
現
を
祀ま

つ

る
か
つ
て
の
旧
七

浦
村
の
村
社
で
あ
っ
た
。
祭
り
の
際
に
は
、
境け

い
だ
い内
や
宮

　
し
か
し
、
現
在
、
営
業
し
て
い
る
酒
屋
は
一
軒
の
み
で
あ
る
。
雑
貨
屋
も
一
軒

を
残
し
て
店
を
閉
じ
た
。
七し

つ
ら浦
小
学
校
、
中
学
校
は
共
に
廃は

い
こ
う校
と
な
り
、
か
つ
て

の
中
学
校
が
、
現
在
は
七
浦
公
民
館
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。
二
軒
の
旅
館
、

三
軒
の
民
宿
も
実
質
的
に
営
業
を
休
止
し
て
い
る
。
昔
か
ら
の
常
連
が
泊
ま
り
に

来
た
り
、
村
で
法
事
な
ど
が
あ
れ
ば
、
料
理
を
提
供
す
る
く
ら
い
で
あ
る
。

　
な
お
、
村
内
に
は
三
つ
の
寺
院
（
全
て
真
宗
大
谷
派
）
が
あ
る
ほ
か
、
旧
七し

つ
ら浦

村
の
村
社
で
あ
っ
た
日
吉
神
社
と
、
神し

ん
め
い明
社
の
二
つ
の
社
殿
が
鎮ち
ん
ざ座

す
る
。
三
つ

の
寺
の
中
で
善ぜ

ん
ぎ
ょ
う
じ

行
寺
は
、
本
町
の
坂
の
上
に
位
置
す
る
。
皆
月
で
も
檀だ
ん
か家
数
が
一

0-2 皆月日吉神社全景

　
も
と
も
と
皆み

な
づ
き月
に
は
平
地
が
少
な
く
、
戦
前
か
ら
稲

作
よ
り
も
畑
作
が
中
心
で
あ
っ
た
。
豆
類
や
イ
モ
類
を

中
心
に
各
種
の
野
菜
類
が
栽
培
さ
れ
て
い
る
が
、
大
半

は
自
家
消
費
用
で
、
わ
ず
か
に
ジ
ャ
ガ
イ
モ
な
ど
を
農

協
に
出
荷
し
て
い
る
。
農
作
物
に
関
し
て
は
七
浦
の
他

の
地
域
も
ほ
ぼ
皆
月
と
同
じ
よ
う
な
状
況
に
あ
る
。
近

年
で
は
わ
ず
か
な
水
田
も
放
置
さ
れ
た
り
、
畑
に
切
り

か
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
稲
の
栽
培
に
は
、
周
年
を

通
じ
て
手
間
が
か
か
り
、
そ
の
人
手
が
な
い
た
め
で
あ

る
。

　
皆
月
に
は
、
地
域
の
人
々
の
日
常
生
活
を
送
る
た
め

の
商
店
や
施
設
が
集
ま
っ
て
い
た
。
日
常
雑
貨
店
や
酒

屋
が
数
軒
ず
つ
あ
っ
た
ほ
か
、
農
協
、
郵ゆ

う
び
ん
き
ょ
く

便
局
な
ど
の

公
共
施
設
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。
小
、
中
学
校
、
公
民

館
な
ど
も
村
落
に
隣り

ん
せ
つ接
し
て
い
た
。
そ
の
他
に
二
軒
の

旅
館
と
三
軒
の
民
宿
が
営
ま
れ
、
村
の
は
ず
れ
の
コ
ウ

ラ
ケ
ダ
と
呼
ば
れ
る
高
台
に
は
、
国
民
休き

ゅ
う
か
む
ら

暇
村
が
開
設

さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
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に
上
る
坂
が
祭
り
の
主
要
な
舞
台
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
祭
り
の
準
備
に
関
わ
る

諸
々
の
作
業
も
、
主
に
こ
の
場
所
で
行
わ
れ
て
き
た
。

　
山
王
祭
で
中
心
的
な
行
事
は
、
村
落
内
を
回
る
曳ヤ

マ山
引
き
と
神み

こ
し輿
の
行
列
で
あ

る
。
一
〇
日
の
午
前
九
時
す
ぎ
、神
職
に
よ
る
神
事
と
と
も
に
宵よ

い
ま
つ祭

り
は
始
ま
る
。

そ
れ
に
先
立
っ
て
子
供
た
ち
が
「
ヤ
マ
引
き
に
で
て
く
ん
せ
っ
し
～
」
と
言
っ
て

村
落
の
中
を
回
る
。
舟
形
の
上
下
二
層
式
に
な
っ
た
ヤ
マ
に
は
、
シ
タ
ヤ
マ
に
小

学
生
が
乗
り
こ
ん
で
鉦か

ね

や
小こ

だ
い
こ

太
鼓
、横
笛
を
演
じ
、タ
カ
ヤ
マ
に
中
学
生
が
上
が
っ

て
、
タ
ケ
の
立
て
下
ろ
し
な
ど
の
仕
事
を
こ
な
し
て
い
く
。
ヤ
マ
を
引
く
の
は
主

に
青
年
会
の
OB
で
あ
る
壮
年
層
の
男
性
で
あ
る
。

　
ヤ
マ
は
午
前
中
に
村
落
の
北
側
を
移
動
し
、
休き

ゅ
う
け
い憩
を
は
さ
ん
だ
午
後
五
時
か
ら

は
、
村
落
の
南
側
を
回
る
。
そ
の
後
、
海
岸
道
路
で
ヤ
マ
全
体
に
提
灯
を
灯
し
、

村
の
中
心
部
の
海
岸
近
く
に
設
置
さ
れ
た
御お

か
り
や

仮
屋
ま
で
引
か
れ
て
い
く
。
こ
の

提ち
ょ
う
ち
ん
灯
を
点
灯
し
た
ヤ
マ
の
姿
は
、
山
王
祭
の
な
か
で
も
っ
と
も
有
名
な
シ
ー
ン
の

一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
神み

こ
し輿
の
行
列

は
、
午
後
四
時
す
ぎ
に
神
社
を
出
発
し
、
ヤ

マ
と
同
じ
経
路
で
村
落
内
を
巡
る
。こ
の
間
、

御
神
体
に
ゆ
か
り
の
あ
る
岩
と
井
戸
に
対
し

て
の
神
事
が
行
わ
れ
る
。
途
中
で
ヤ
マ
に
追

い
つ
い
た
神
輿
の
行
列
は
、
そ
の
ま
ま
一
つ

の
行
列
と
な
り
、
午
後
八
時
す
ぎ
に
御
仮
屋

に
入
る
。
御
仮
屋
で
は
神み

こ
し輿
入
り
の
前
に
、

御ご
へ
い幣
ギ
リ
コ
の
お
向
か
え
と
馬
駆か

け
の
神
事

が
行
わ
れ
て
い
た
。

　
翌
日
の
本
祭
り
で
は
、
午
前
中
に
御お

か
り
や

仮
屋

へ
の
お
参
り
が
行
わ
れ
、
ヤ
マ
引
き
は
午
後

二
時
か
ら
始
ま
る
。
一
時
間
遅
れ
て
、
神
輿

の
行
列
も
御
仮
屋
を
出
発
す
る
。
ヤ
マ
と
神み

こ
し輿
は
主
に
村
落
の
中
心
部
を
巡
っ
た

あ
と
神
社
に
戻
る
。
村
の
中
を
回
る
際
に
は
「
ヤ
ッ
サ
ー
」
が
行
わ
れ
、
オ
オ
テ

ブ
リ
に
よ
る
ヤ
マ
の
方
向
転
換
も
行
わ
れ
る
。「
ヤ
ッ
サ
ー
」
は
、
タ
カ
ヤ
マ
の

前
面
に
青
年
会
員
た
ち
が
出
張
り
、
か
け
声
を
あ
げ
な
が
ら
、
ヤ
マ
の
上
で
暴
れ

る
こ
と
を
指
す
。
一
方
、
オ
オ
テ
ブ
リ
は
、
テ
コ
の
原
理
で
ヤ
マ
の
方
向
を
変
え

る
太
い
木
の
棒ぼ

う

の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
車
軸
に
あ
て
が
い
、
青
年
会
員
た
ち
が

力
を
か
け
て
回
す
こ
と
で
、
ヤ
マ
の
方
向
が
修
正
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
宮
の
坂
を

上
り
き
り
、
神
社
の
境け

い
だ
い内
で
も
う
一
度
馬
駆
け
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
あ
と
、
御
仮

屋
と
同
じ
く
神み

こ
し輿
が
宮
と
鳥
居
の
間
を
三
往
復
し
て
宮
に
納
ま
り
、
祭
り
は
終
了

す
る
。

　
か
つ
て
こ
の
山
王
祭
で
は
、
祭
り
当
日
の
一
週
間
前
か
ら
準
備
が
始
ま
っ
て
い

た
。準
備
に
携
わ
る
組
織
は
大
ま
か
に
三
つ
に
分
か
れ
る
。ま
ず
子
供
会
が
あ
り
、

皆
月
の
小
学
四
年
生
か
ら
中
学
三
年
ま
で
の
少
年
男
子
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。

次
が
青
年
会
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
学
卒
業
後
、
三
七
才
ま

で
の
男
性
が
所
属
す
る
。
最
後
の
人に

ん
そ
く足
は
地
理
的
に
三
つ

に
区
分
さ
れ
て
い
た
。
既
述
し
た
よ
う
に
皆
月
は
村
落
の

北
か
ら
ニ
シ
デ
（
西
町
）、
本
町
、
デ
ム
ラ
（
河
南
）
の

三
つ
の
地
区
に
分
か
れ
て
各
々
の
班
を
構
成
し
て
お
り
、

こ
れ
が
毎
年
交
代
で
祭
り
の
準
備
に
携
わ
っ
て
い
た
。
か

つ
て
の
皆
月
で
は
、
三
年
に
一
度
、
祭
り
の
準
備
の
分
担

が
回
っ
て
き
た
こ
と
に
な
る
。

　
た
だ
し
、
祭
り
の
準
備
の
大
半
は
、
子
供
会
と
青
年
会

が
行
っ
て
い
た
。
人
足
の
仕
事
が
実
質
的
に
八
日
、
九
日

に
集
中
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
子
供
会
と
地
元
在
住
の

青
年
会
員
は
、
四
日
か
ら
休
み
な
く
作
業
を
こ
な
し
て
い

か
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
祭
り
前
日
か
ら
宵よ

い
ま
つ祭
り
の
朝
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に
か
け
て
、
子
供
た
ち
は
ほ
ぼ
徹て
つ
や夜

で
準
備

に
従
事
し
た
。
約
三
〇
年
前
ま
で
彼
ら
は
、

祭
り
の
準
備
の
た
め
に
神
社
の
拝
殿
に
泊
り

こ
み
で
作
業
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
二
〇
〇
〇
年
代
の
は
じ
め
に
皆

月
で
は
、
準
備
に
携
わ
る
小
、
中
学
生
が
い

な
く
な
る
。
結
果
と
し
て
祭
り
の
準
備
の
多

く
を
、
青
年
会
と
人に

ん
そ
く足
に
割
り
ふ
る
必
要
に

迫
ら
れ
た
。
し
か
し
、
青
年
会
で
も
地
元
在

住
の
会
員
が
減
少
を
続
け
て
お
り
、
準
備
期

間
に
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
皆
月
で
作
業
す
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
青
年
会
で

は
、
か
つ
て
の
子
供
た
ち
が
行
っ
て
い
た
一

連
の
宮
仕
事
を
、
祭
り
の
二
週
間
前
と
一
週

間
前
の
週
末
に
行
っ
て
い
る
。

　
他
方
で
人に

ん
そ
く足
の
割
り
ふ
り
も
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
三
班
体
制
を
維
持
で
き
な
く

な
っ
て
い
た
。
班
に
よ
っ
て
世
帯
の
減
少
や
高こ
う
れ
い
か

齢
化
の
著
し
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た

た
め
で
あ
る
。
そ
こ
で
各
組
ご
と
に
一
日
二
人
ず
つ
、計
二
〇
人
の
人
足
が
出
て
、

毎
年
、
合
同
で
祭
り
の
準
備
に
あ
た
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
。
本
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト

で
は
、
こ
の
体
制
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
二
〇
一
〇
年
代
以
後
を
中
心
に
、

近
年
の
山
王
祭
の
準
備
過
程
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

本
書
の
構
成

　
本
書
は
、
基
本
的
に
近
年
の
準
備
期
間
を
時
系
列
に
そ
っ
て
紹
介
し
て
い
く
。

ま
た
、
作
業
が
集
中
す
る
八
月
の
八
日
、
九
日
に
つ
い
て
は
、
青
年
会
や
人
足
と

い
っ
た
主
体
と
な
る
集
団
ご
と
に
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
近
年
で
は
祭
り
の
二
週
間
前
の

週
末
か
ら
祭
り
の
準
備
が
始
め
ら
れ
る
。
最
初
に
紹
介
す

る
の
が
、
か
つ
て
中
学
生
ま
で
の
子
供
た
ち
が
宮
で
行
っ

て
い
た
準
備
作
業
で
あ
る
。
幕
を
通
す
た
め
の
タ
ケ（
笹
）

切
り
、
オ
リ
ナ
ワ
や
ナ
ッ
ト
ウ
な
ど
の
ワ
ラ
縄
、
タ
ケ

や
ア
テ
の
葉
を
結
わ
え
る
ヌ
イ
ゴ
な
ど
の
準
備
な
ど
が
あ

る
。
ま
た
、
こ
の
日
に
宮
の
倉
庫
に
保
管
さ
れ
て
い
る
キ

リ
コ
や
鳥
居
の
木き

わ
く枠
を
水
洗
い
し
、
一
週
間
前
に
は
、
ヤ

マ
の
組
立
て
を
行
う
。
最
初
に
こ
れ
ら
か
つ
て
の
宮
仕
事

の
概
要
を
紹
介
す
る
。

　
次
に
八
月
四
日
か
ら
進
め
ら
れ
る
奉ほ

う
と
う灯
貼は

り
の
作
業
を

み
て
い
く
。
御ご

へ
い幣
ギ
リ
コ
、
旗
キ
リ
コ
、
鳥
居
の
各
部
位

の
貼は

り
つ
け
を
主
に
地
元
在
住
の
青
年
会
員
と
そ
の
0B
が

行
う
。
現
在
、
作
業
は
皆
月
の
集
会
所
で
行
な
わ
れ
る
。

ま
た
、
提
灯
と
電
池
式
の
ロ
ウ
ソ
ク
、
ボ
ン
ボ
リ
の
点
検

と
補
修
や
貼は

り
つ
け
も
並
行
し
て
行
う
。

　
八
月
八
、九
日
の
作
業
と
し
て
は
、タ
ケ
ダ
シ
と
タ
ケ
飾か

ざ

り
、御
仮
屋
の
組
立
て
、

ヤ
マ
の
各
部
を
固
定
す
る
ネ
ジ
ン
カ
キ
や
ダ
シ
オ
コ
シ
な
ど
の
作
業
を
説
明
し
て

お
き
た
い
。
作
業
の
手
順
を
説
明
す
る
関
係
上
、
曳ヤ

マ山
タ
テ
に
つ
い
て
も
、
ネ
ジ

ン
カ
キ
の
直
前
に
紹
介
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
最
後
に
、
八
月
一
〇
日
の
早
朝
に
行
わ
れ
る
ヤ
マ
飾か

ざ

り
の
作
業
が
あ
る
。
個
々

に
作
業
を
行
っ
て
き
た
幕
や
ヒ
ヨ
コ
ダ
シ
、
タ
ケ
や
ア
テ
葉
、
サ
ル
コ
を
つ
け
た

松
な
ど
、
全
て
の
部
材
が
ヤ
マ
に
飾
り
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

0-3 宵祭り。ヤマに続く神輿の一行0-3 宵祭り。ヤマに続く神輿の一行
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日時 青年会
有志 

（青年会 OB、 
太鼓保存会、等）

人 足

2 週間前の週末
・奉灯洗い 
・幕のタケ切り 
・玉縄のチェック、注文 
・提灯の調達

1 週間前の週末
・ヤマタテ 
・オリナワ制作
・ナットウ制作

8 月 4 日〜 9 日

・奉灯貼り 
・ロウソクのチェック 
・ロウソクの入れかえと
提灯のセット 
・ボンボリ張り 
・ボンボリ文字入れ

・奉灯貼り 
・ロウソクのチェック 
・ロウソクの入れかえと
提灯のセット 
・ボンボリ張り 
・ボンボリ文字入れ 
・曳山運行時刻表制作

8 日

 
 
 
・ネジンカキ

・ボンボリのスタンプ 
・ボンボリ、運行表の色
つけ

 
 
・ネジン綱作り 
・ネジンカキ

・ボンボリのスタンプ 
・ボンボリ、運行表の色
つけ

・宮掃除 
・旗、ヤマの松の用意
・御仮屋たて、旗たて

・ネジン綱作り 
・ネジンカキ
・天守閣のネジンカキ

9 日午前

・タケ取り 
・タケの切り揃え：ハタ
ダケ、ダシダケの制作

・タケ取り 
・タケの長さ揃え：ハタ
ダケ、ダシダケの制作

・アテ葉のサルコつけ
・ハタ、吹き流しの括り
つけ

・ダシダケ編み

9 日午後

・ダシオコシ 

・ヤマ下ろし（鳥居の前
までヤマを下ろす） 
・鳥居の部分組立て

・ダシオコシ 

・ヤマ下ろし（鳥居の前
までヤマを下ろす） 
・鳥居の部分組立て

・ダシオコシ 
・オシミの滑り止めつけ 
・ヤマ下ろし（鳥居の前
までヤマを下ろす） 

10 日

・ヤマ飾り 
 
・旗キリコの設置 
・御幣ギリコの組立て 
・鳥居の組立て 

・ヤマ飾り 
 
・旗キリコの設置 
・御幣ギリコの組立て 
・鳥居の組立て 

主な準備作業一覧

0-6 神社倉庫内⑶、右手は奉
ほうとう

灯
の木枠、奥には天

てんしゅかく

守閣
0-5 神社倉庫内⑵、ハタ、吹き流し、
サルコ（申子）などの箱

0-4 神社倉庫内⑴、御仮屋 ( 右側）
とヤマの部材（左側）

※ ネジンカキや御仮屋の作業は、年によって作業する日に変動がある
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１ 
宮
仕
事

　
こ
こ
で
宮
仕
事
と
し
て
一い

っ
か
つ括
し
た
も
の
は
、
か
つ
て
中
学
生
ま
で
の
子
供
た
ち

が
行
な
っ
て
い
た
準
備
作
業
を
指
す
。
ヒ
ヨ
コ
ダ
シ
を
縛し

ば

る
ミ
ツ
ナ
ワ
編
み
や
ヌ

イ
ゴ
の
切
り
そ
ろ
え
、
幕
を
通
す
た
め
の
タ
ケ
（
笹サ

サ

）
切
り
、
オ
リ
ナ
ワ
や
ナ
ッ

ト
ウ
な
ど
の
藁ワ

ラ
ナ
ワ縄
の
準
備
が
含
ま
れ
る
。
こ
の
う
ち
ミ
ツ
ナ
ワ
編
み
は
、
手
間
が

か
か
る
た
め
、
近
年
は
作
ら
れ
て
お
ら
ず
、
祭
り
の
際
に
は
市し

は
ん販
の
ロ
ー
プ
を
補

強
し
て
使
っ
て
い
る
。

　
現
在
、
こ
れ
ら
の
作
業
は
、
祭
り
の
二
週
間
前
の
週
末
に
行
わ
れ
る
。
ま
ず
、

奉ほ
う
と
う灯
類
の
水
洗
い
を
行
い
、
和
紙
の
貼は

り
つ
け
や
組
立
て
を
行
う
集
会
所
ま
で
運

ん
で
お
く
。
こ
の
後
、
幕
用
の
タ
ケ
切
り
に
行
く
。
タ
ケ
切
り
に
は
あ
る
程
度
の

人
数
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
後
、
ワ
ラ
縄
が
す
で
に
発
注
さ
れ
て
い
た
り
、
昨
年

の
残
り
が
多
か
っ
た
り
す
る
場
合
に
は
、
オ
リ
ナ
ワ
と
ナ
ッ
ト
ウ
を
製
作
す
る
。

年
に
よ
っ
て
は
こ
の
時
点
で
必
要
な
ワ
ラ
縄
や
サ
イ
ザ
ル
縄
を
数
え
て
、
発
注
す

る
こ
と
も
あ
る
。

　
ヤ
マ
の
面
幕
と
桐き

り
ま
く幕
と
に
使
う
タ
ケ
は
、
皆
月
の
周
囲
に
自
生
し
て
い
る
ニ
ガ

タ
ケ
（
メ
ダ
ケ
）
で
あ
る
。
分
類
学
上
は
笹サ

サ

の
仲
間
に
な
り
、
成
長
し
て
も
幹
に

粗あ
ら
か
わ皮
が
残
る
。
ニ
ガ
タ
ケ
は
、
畑
の
縁ふ

ち

や
丘き

ゅ
う
り
ょ
う
ぶ

陵
部
、
河か

せ
ん
じ
き

川
敷
な
ど
い
た
る
と
こ
ろ

に
見
ら
れ
る
が
、
あ
る
程
度
の
太
さ
と
弾
力
が
な
い
と
幕
に
は
使
え
な
い
。
か
つ

て
は
宮
の
周
り
に
も
太
い
ニ
ガ
タ
ケ
が
生は

え
て
い
た
と
い
う
が
、
現
在
で
は
細
い

タ
ケ
の
茂
み
し
か
見
当
た
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
皆
月
や
そ
の
周
辺
部
に
残
る
よ
く

茂
っ
た
ヤ
ブ
を
探
す
こ
と
に
な
る
。

　
幕
用
に
は
タ
ケ
が
三
〇
本
ほ
ど
必
要
と
さ
れ
る
。
長
さ
は
約
二
メ
ー
ト
ル
、
径

二
セ
ン
チ
ほ
ど
で
あ
る
。
あ
ま
り
径
が
大
き
い
と
幕
の
乳ち

ち

を
通
せ
な
い
が
、
成
長

し
た
ニ
ガ
タ
ケ
で
も
、
そ
れ
以
上
太
く
な
る
も
の
は
少
な
い
。

1-0 取ってきた幕のタケ1-0 取ってきた幕のタケ
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□ 
幕マ

ク

の
タ
ケ
切
り 

□

1-1 〜 3 本文でも記したが、太ったニガタケを得るためにはよく茂ったヤブを探さなければならない。
しかし、よく茂ったヤブにはほぼ間違いなく、あまり出会いたくない生き物がいる。藪

や ぶ か

蚊などはおと
なしいほうで、この時期には、マクタケ切りの大きな障害となるアブやハチがいる。それがわかって
いる青年会員たちは、できるだけヤブに入らずに遠くから暖かい視線を送る。やがて痺

しび

れを切らした
者が一人二人とヤブに入っていき、その勇気を表面上は称賛される。さらに狡

こ う ち

知にとんだ者は、ヤブ
の外で切ったタケを預かる係を引き受け、ヤブに入った者が作業を終えるまで出られなくしてしまう。
彼らのチームワークは鉄

てっぺき

壁である

1-31-3

1-11-1

1-21-2
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一
二
ペ
ー
ジ
は
、
皆
月
に
隣り

ん
せ
つ接
す
る
集
落
の
鵜う

や
ま山
か
ら
百ど

う
め
き成
大お

お
が
く
ま

角
間
に
向
か
う

傾け
い
し
ゃ
ち

斜
地
の
ヤ
ブ
で
ニ
ガ
タ
ケ
を
取
っ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
神
社
か
ら
も
一
キ
ロ

ほ
ど
離
れ
て
い
る
。
子
供
た
ち
が
準
備
を
し
て
い
た
頃
は
、
宮
の
倉
庫
に
あ
っ
た

一
輪
車
を
出
し
て
タ
ケ
を
運
ん
で
い
た
。
現
在
で
は
軽
ト
ラ
ッ
ク
を
移
動
と
運う

ん
ぱ
ん搬

に
用
い
る
。
多
少
離
れ
て
い
て
も
、
車
で
現
地
に
い
け
る
こ
の
場
所
は
、
都
合
が

良
い
よ
う
で
あ
る
。
ち
な
み
に
一
三
ペ
ー
ジ
上
の
写
真1-4

は
、
二
〇
一
一
年
、

日
吉
神
社
の
向
か
い
の
山
の
麓ふ

も
とで
の
ニ
ガ
タ
ケ
採
集
の
様
子
で
あ
る
。
こ
こ
へ
は

車
で
の
移
動
が
で
き
な
い
た
め
、
以
後
、
採
集
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

　
ニ
ガ
タ
ケ
の
う
ち
節ふ

し

や
粗あ

ら
か
わ皮
の
綺き

れ
い麗
な
も
の
は
選
ば
な
い
。
そ
れ
ら
は
そ
の
年

に
は
え
た
若
タ
ケ
の
た
め
、
柔や

わ

ら
か
す
ぎ
て
幕
用
に
は
使

え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
節ふ

し

が
途
中
で
曲
が
っ
て
い

る
も
の
も
使
え
な
い
。
幕
の
乳ち

ち

に
通
す
こ
と
が
で
き
な
い

か
ら
で
あ
る
。
同
じ
理
由
で
あ
ま
り
に
太
い
も
の
も
使
え

な
い
が
、
と
り
あ
え
ず
切
り
出
し
て
、
利
用
で
き
る
長
さ

を
調
整
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
宮
に
持
ち
帰
っ
た
タ
ケ
は
、陰か

げ
ぼ干
し
し
て
乾か

ん
そ
う燥
さ
せ
る
。

次
の
機
会
に
は
、粗あ

ら
か
わ皮
を
で
き
る
だ
け
綺き

れ
い麗
に
剥は

が
し
て
、

長
さ
を
揃そ

ろ

え
て
切
る
こ
と
に
な
る
。

1-6 切り出したタケは、一まとめにして宮に運ぶ。昔はすぐに粗
あらかわ

皮を
むいたが、今は祭りまで日があるので、陰干しして外しやすくする

1-5 先の部分や枝など使わない部分は現地で切り落とす

1-4 宮の向かいの山でタケを切り出している様子

1-71-7
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□ 

オ
リ
ナ
ワ
と
ナ
ッ
ト
ウ 

□

　
オ
リ
ナ
ワ
と
ナ
ッ
ト
ウ
は
、
と
も
に
市し

は
ん販
の
ワ
ラ
縄
を
加
工
し
て
作
る
。
か
つ

て
オ
リ
ナ
ワ
は
主
に
小
学
生
が
作
り
、
少
し
複
雑
な
ナ
ッ
ト
ウ
は
、
中
学
生
の
仕

事
で
あ
っ
た
。
ワ
ラ
縄
は
、
皆
月
内
の
農
協
か
ら
購
入
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
手

に
入
ら
な
い
時
期
は
、
隣と

な
りの
穴あ

な
み
ず
ま
ち

水
町
ま
で
買
い
に
い
く
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
オ
リ
ナ
ワ
は
、
主
に
タ
カ
ヤ
マ
で
タ
ケ
を
結
ん
で
固
定
す
る
と
き
に
使
う
。
ダ

シ
ダ
ケ
の
根
元
の
固
定
に
始
ま
り
、
松
や
人
形
飾か

ざ

り
に
も
オ
リ
ナ
ワ
を
用
い
る
。

ヤ
マ
の
運
行
中
に
タ
ケ
を
倒
し
て
ヤ
マ
の
両
側
に
固
定
す
る
際
に
も
、
た
く
さ
ん

の
オ
リ
ナ
ワ
を
使
う
。
村
の
中
を
曳
山
が
運
行
す
る
際
に
は
、電
線
が
あ
る
た
め
、

竹
を
全
て
倒
す
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
オ
リ
ナ
ワ
の
製
作
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
ワ
ラ
縄
フ
タ
ヒ
ロ
半
分

（
ヒ
ト
ヒ
ロ
は
人
が
両
手
を
横
に
伸
ば
し
た
長
さ
）
を
は
か
り
、
そ
の
長
さ
に
合

わ
せ
て
二
人
を
立
た
せ
、
ワ
ラ
縄
を
往
復
さ
せ
る
（
写
真1-9

）。
二
〇
往
復
ほ

ど
し
た
時
点
で
両り

ょ
う
た
ん端
を
切
り
揃そ

ろ

え
る
と
、
一
定
の
長
さ
の
縄
が
で
き
る
（
写
真

1-10

）。
こ
の
作
業
を
三
か
ら
四
回
繰
り
返
し
、
オ
リ
ナ
ワ
の
も
と
を
準
備
す
る
。

こ
の
短
い
縄
の
一
方
の
端は

し

を
手
で
持
ち
、
肘ひ

じ

に
引
っ
か
け
て
三
、四
回
巻
い
て
輪

を
作
る
。
と
け
な
い
よ
う
に
端
を
結
ベ
ば
で
き
あ
が
り
で
あ
る
。

1-10 長さを合わせて両端を切り揃
そろ

える

1-9 測った長さに合わせて人を立たせ、ワラ縄を往復させる

1-8 購
こうにゅう

入されたばかりのワラ縄
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1-12 まとめられたオリナワ。これで 100 個ある

1-11 オリナワの作り方の指導1-11 オリナワの作り方の指導

1-13 完成したナットウ。人により長さにばら
つきがあることがわかる

　
ナ
ッ
ト
ウ
は
、オ
リ
ナ
ワ
よ
り
も
か
な
り
長
い
。
八
月
一
〇
日
の
宵よ

い
ま
つ祭
り
の
夜
、

提ち
ょ
う
ち
ん
灯
を
灯
す
時
に
、
こ
の
ナ
ッ
ト
ウ
を
用
い
る
。
ナ
ッ
ト
ウ
を
ダ
シ
ダ
ケ
の
端は

し

か

ら
初
め
て
、
ハ
タ
ダ
ケ
を
へ
て
反
対
の
ダ
シ
ダ
ケ
ま
で
、
一
巻
き
ず
つ
さ
せ
な
が

ら
横
に
伸
ば
し
て
い
く
。
タ
ケ
と
タ
ケ
の
間
の
ナ
ワ
に
一
つ
ず
つ
、
提ち

ょ
う
ち
ん灯
を
飾か

ざ

り

つ
け
る
。

　
ナ
ッ
ト
ウ
は
、
①
ま
ず
、
オ
リ
ナ
ワ
と
同
じ
手
順
で
作
っ
た
も
の
を
伸
ば
し
て

芯し
ん

に
す
る
。②
次
に
そ
の
芯
に
沿
っ
て
ワ
ラ
縄
を
コ
イ
ル
の
よ
う
に
巻
い
て
い
く
。

③
端は

し

ま
で
巻
い
て
い
く
と
今
度
は
折
り
返
し
て
、重
ね
て
巻
い
て
い
く
。
た
だ
し
、

端は
し

の
部
分
は
最
後
に
縄
を
結
ぶ
の
に
使
う
の
で
数
セ
ン
チ
余
ら
せ
る
。
④
二
往
復

巻
き
あ
げ
る
と
、
縄
が
緩ゆ

る

ま
な
い
よ
う
に
、
両り

ょ
う
た
ん端
に
縄
の
残
り
を
通
し
て
固
定
す

る
。

　
近
年
で
は
オ
リ
ナ
ワ
と
ナ
ッ
ト
ウ
は
祭
り
の
一
週
間
前
の
週
末
に
作
る
。
オ
リ

ナ
ワ
は
一
二
〇
か
ら
一
五
〇
ほ
ど
、ナ
ッ
ト
ウ
は
一
二
か
ら
一
五
個
ぐ
ら
い
作
る
。

青
年
会
員
は
事
前
に
ワ
ラ
縄
の
昨
年
の
残
り
を
数
え
、
作
業
に
必
要
な
分
を
注
文

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
提ち

ょ
う
ち
ん灯
な
ど
を
括く

く

る
の
に
使
う
ヌ
イ
ゴ
の
元
に
な

る
サ
イ
ザ
ル
縄
も
同
様
で
あ
る
。



１ 宮仕事

16

①①

②②

③③

④④

1-14 〜 17 ナットウは宵祭りの夜、提灯を飾る時に用いるワラ縄の通称である。納
なっとう

豆を入れる藁
わらずと

苞に似ているため
についた名前だが、命名されたのはそれほど古いことではない。タケに巻きながらタカヤマの端から端まで張るた
め、かなりの長さが必要になる。両側に 4 段から５段ずつ、さらにヤマの前後にも使うので、10 数個、用意しておく。
　ナットウは、①まず、オリナワと同じ手順で作ったものを伸ばして芯にする。②次にその芯に沿ってワラナワを
コイルのように巻いていく。③端まで巻いていくと今度は折り返して、重ねて巻いていく。ただし、端の部分は最
後にワラを結ぶのに使うので数センチ余らせる。④ 2 往復巻きあげると、縄が緩

ゆる

まないように、両端にワラの残
りを通して固定する 

1-141-14

1-151-15

1-161-16

1-171-17



１ 宮仕事

17

□ 

ヌ
イ
ゴ 

□

1-19 かつてヒヨコダシの取りつけに使われて
いたミツナワ。これらも小・中学生がヌイゴを
編んで製作していた。さらに時代がさかのぼる
と、カラムシの繊

せ ん い

維を編んで作っていたという

1-20,21 ヌイゴは肩幅を少し超えるくらい、だい
たい 1 ｍ前後に切りそろえるというが、個人差
はある。切りそろえたヌイゴは、タカヤマの天守
閣の横に結

ゆ

わえて使えるようにしておく

1-18 市
し は ん

販のサイザル縄。ここから
ヌイゴやミツナワを作る

1-211-21

1-201-20
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２ 

御ご
へ
い幣

ギ
リ
コ

 　
御ご

へ
い幣

ギ
リ
コ
は
、
文
字
通
り
御
幣
の
形
を
か
た
ど
っ
た
高
さ
三・五
メ
ー
ト
ル

ほ
ど
の
キ
リ
コ
で
あ
る
。
こ
の
キ
リ
コ
を
木
の
台
に
据
え
、
そ
の
台
に
前
後
左
右

に
二
本
ず
つ
、
計
四
本
の
横
棒
を
差
し
こ
ん
で
若
い
衆
が
担か

つ

ぐ
。
宵よ

い
ま
つ祭
り
の
夜
に

御お
か
り
や

仮
屋
と
鳥
居
の
間
で
神み

こ
し輿
を
迎
え
る
た
め
に
三
往
復
す
る
。
御
幣
ギ
リ
コ
は
神

輿
の
神
様
を
迎
え
に
あ
が
る
の
だ
か
ら
、
御お

か
り
や

仮
屋
か
ら
神み

こ
し輿
の
待
つ
鳥
居
の
前
ま

で
は
ゆ
っ
く
り
と
、
鳥
居
か
ら
御お

か
り
や

仮
屋
ま
で
は
掛か

け
声
と
共
に
駆か

け
ぬ
け
る
。

2-0 キリコを台座に据える2-0 キリコを台座に据える

　
こ
の
キ
リ
コ
は
、
五
つ
の
パ
ー
ツ
に
分
か
れ
て
い
る
。
軸
と
な
る
細
長
い
方
形

の
部
分
（
①
）、
紙し

で垂
を
か
た
ど
っ
た
左
右
の
凹お

う
と
つ凸
の
あ
る
部
分
（
②
、
③
）、
カ

シ
ラ
と
な
る
凹お

う

型
の
部
分
（
④
）、
そ
し
て
台
座
の
部
分
で
あ
る
（
⑤
）。
台
座
を

除
く
各
部
分
に
は
、
電
球
の
ソ
ケ
ッ
ト
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
各
パ
ー
ツ
か
ら
は

コ
ー
ド
が
で
て
い
る
。
祭
り
の
時
に
は
電
源
と
な
る
バ
ッ
テ
リ
ー
が
、
台
座
に
置

か
れ
て
バ
ン
セ
ン
で
固
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
木
の
台
座
と
御ご

へ
い幣
ギ
リ
コ
全
体

も
バ
ン
セ
ン
で
固
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
縄
を
カ
シ
ラ
と
軸
の
接
合
付

近
に
結
び
つ
け
、
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
オ
シ
ミ
と
し
て
利
用
す
る
。
こ
れ
ら
の
固
定

作
業
は
、
宵よ

い
ま
つ祭
り
の
昼
休
み
中
に
行
わ
れ
る
。



２ 御幣ギリコ

19

□ 
御
幣
ギ
リ
コ 

組
立
て
前
図 

□

95㎝

120

㎝

237

〜238

㎝

299

㎝

73

㎝

37.2㎝

17.8

㎝

17

㎝

93
.5
㎝

20.5㎝

12.4

㎝

27㎝

20.3

㎝

72.8
㎝

96.5
㎝

234

〜236

㎝

④

② ③

①

⑤
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26
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2-4 〜 6 これは、御
ご へ い

幣ギリコの補修の様子である。2013（平成 25）年
にマンタカ（島本家）が担当した。カシラの部分と両側の紙

し で

垂にあたる
部分は、完全に新調されている。本体の部分もカシラとジョイントし易
いように上部が加工された。これによって本体とカシラの部分、また、
本体と紙垂の部分もボルトで留めることができるようになり、バンセン
での作業が軽減された

2-1 〜 3 かつての御
ご へ い

幣ギリコの組立てと接続の様子。和紙を貼り終えると、組立ても行った。基本的に各パーツは、
番線を使って固定する。紙垂の部分と柱、カシラの部分と柱も全てバンセンを通して固定した。そのため年によって
は、カシラがやや傾いて見えることもあった

2-22-2

2-12-12-32-3

2-52-5

2-62-6

2-42-4
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御ご

へ
い幣
ギ
リ
コ
の
準
備
は
、
八
月
四
日
か
ら
始
ま
る
青
年
会
の
作
業
の
中
で
行
わ

れ
る
。
最
初
に
木き

わ
く枠
ご
と
に
和
紙
を
貼は

り
つ
け
る
。
次
に
各
々
の
パ
ー
ツ
を
バ
ン

セ
ン
で
く
く
り
つ
け
て
固
定
す
る
。
多
少
、和
紙
に
穴
を
あ
け
る
こ
と
に
な
る
が
、

遠
目
に
見
る
と
目
立
た
な
い
の
で
、
こ
れ
ら
の
部
分
に
特
に
補ほ

し
ゅ
う修
は
な
い
。
括く

く

り

つ
け
た
バ
ン
セ
ン
は
ニ
ッ
パ
で
何
度
も
巻
き
あ
げ
て
固
定
す
る
（
写
真2-2,3

）。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
作
業
は
二
〇
一
三
年
の
キ
リ
コ
の
補ほ

し
ゅ
う修
以
後
、
大
幅
に
軽
減

さ
れ
た
（
写
真2-4
～6
）。

　

八
月
一
〇
日
、
宵よ

い
ま
つ祭
り
の
午
前
中
の
運
行
が
終
わ
る
と
青
年
会
員
た
ち
は
、

御お
か
り
や

仮
屋
の
周
辺
で
キ
リ
コ
と
鳥
居
の
組
立
て
と
飾か

ざ

り
つ
け
を
お
こ
な
う
。
御ご

へ
い幣
ギ

リ
コ
の
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
も
、
そ
れ
ら
の
作
業
の
一
環
で
あ
る
。
キ
リ
コ
の
カ
シ
ラ

と
軸
の
あ
た
り
に
ワ
ラ
縄
を
結
び
つ
け
る
。
前
後
左
右
の
四
本
で
あ
る
。

　
そ
の
作
業
が
終
わ
る
と
、
接
合
部
分
に
負ふ

か荷
が
か
か
ら
な
い
よ
う
に
ゆ
っ
く
り

と
持
ち
あ
げ
、
台
座
の
部
分
に
組
み
合
わ
せ
る
。
台
座
に
は
、
鉄
製
の
受
け
口
が

あ
り
、そ
こ
に
キ
リ
コ
の
軸
を
差
し
こ
ん
で
固
定
す
る（
写
真2-10

～14

）。
ま
た
、

台
座
に
は
あ
ら
か
じ
め
、前
後
左
右
に
二
本
ず
つ
持
ち
手
用
の
棒ぼ

う

を
さ
し
て
お
く
。

さ
ら
に
台
座
に
小
型
の
バ
ッ
テ
リ
ー
を
取
り
つ
け
て
、
キ
リ
コ
の
電
線
と
つ
な
げ

る
。
キ
リ
コ
の
電
球
が
つ
く
か
ど
う
か
を
確
認
す
れ
ば
、
準
備
完
了
で
あ
る
。

2-7 〜 9 かつての御幣ギリコにオシミを結んでいる。カシラの根元部分
にワラナワを結びつけ、4 方のオシミを作る。これは、宵祭りのときに
御幣キリコを担ぐ際のバランスを保つナワである

2-72-7

2-82-8

2-92-9
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2-14 オシミの張り具合を確認して、バランスをとる。この後、バッテリーを台座に
取りつける

2-10〜13 御幣ギリコを立てて、台座に固定する作業。
油断すると接合部の鉄線が曲がって、和紙が破れた
り、最悪、外れてしまうこともある

2-102-10

2-112-11

2-122-12

2-132-13
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上：2012（平成 24）年までの御幣
ギリコ。カシラと柱の部分の接続が
バンセンで行われていたため、浮き
あがって不安定にみえる

右：2013（平成 25）年に補修され
た御幣ギリコ。カシラが柱にはまり、
ボルトで固定できる構造になってい
る。見た目もエッジがきいたシャー
プなフォルムになった。また、一見
すると分かりにくいが、紙

し で

垂をかた
どった両側の部分も新調されてい
る。こちらも柱とボルトで固定でき
るようになった

■ 
御
幣
ギ
リ
コ 

完
成
図 

■
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2-16 集会所の納
な ん ど

戸に仕舞われている奉灯や大提
灯。部屋の天井の関係で、宝

ほうじゅ

珠の部分は外して保
管している

2-15 宵祭りの夜、御仮屋からお迎えに向かう御
ご へ い

幣ギリコ。鳥居の
手前では、神輿の一行が待機している

□ 

奉ほ
う
と
う灯 

□

　
本
来
、
青
年
会
が
担
当
す
る
「
奉ほ

う
と
う灯
貼は

り
」
と
い
う
作
業
の
名
前
は
、
御お

か
り
や

仮
屋

の
前
を
飾か

ざ

る
四
基
の
奉
灯
に
由
来
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　
か
つ
て
は
パ
ー
ツ
ご
と
に
分
け
て
、
毎
年
、
和
紙
を
貼は

り
、
御お

か
り
や

仮
屋
前
で
組
立

て
て
い
た
。
奉ほ

う
と
う灯
は
、
重お

も
し石
以
外
に
宝ほ

う
じ
ゅ珠
、
笠
、
火ひ

ぶ
く
ろ袋
、
中
台
、
竿さ

お

、
基
礎
、
基

盤
の
七
つ
の
パ
ー
ツ
に
分
か
れ
て
お
り
、
笠
の
部
分
な
ど
に
は
、
か
な
り
複
雑
な

曲
面
が
含
ま
れ
て
い
る
（
写
真2-17

）。
こ
れ
ら
の
曲
面
に
和
紙
を
貼は

る
に
は
独

特
の
作
業
手
順
が
必
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
二
〇
〇
三
（
平
成
一
五
）
年
に
奉

灯
が
新
調
さ
れ
た
際
に
は
、
防
水
加
工
を
施
し
た
和
紙
が
貼は

ら
れ
て
、
複
数
年
の

使
用
が
可
能
と
な
っ
た
。
現
在
は
、
御お

か
り
や

仮
屋
が
設
置
さ
れ
る
場
所
に
近
い
集
会
所

内
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
管
理
は
、
奉ほ

う
と
う灯
を
製
作
し
た
地
区
の
者
に
皆
月
区
が
委い

た
く託
し
て
い
る

た
め
、
基
本
的
に
青
年
会
は
関
与
し
な
い
。
宵よ

い
ま
つ祭
り
の
準
備
の
際
に
集
会
所
か
ら



２ 御幣ギリコ

25

宝珠

笠

火袋

中台

竿

台座
基礎
基盤

2-17 現在の奉灯の正面図。各部の取り外しは可
能だが、ほとんど取り外すことはない。火袋の火
窓の位置は、宮の灯籠の形式に準じる

の
運
び
出
し
を
手
伝
う
程
度
で
あ
る
。
こ
れ
ら
四
基
の
奉
灯
の
貼は

り
か
え
を
省
略

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
だ
け
で
も
、
青
年
会
の
準
備
作
業
は
大
幅
に
軽
減
さ
れ
た

と
い
え
る
。

　
写
真2-17
の
よ
う
に
奉ほ

う
と
う灯
は
、
屋
根
（
笠
）
の
上
部
と
重お

も
し石
と
を
バ
ン
セ
ン

で
接
続
し
て
固
定
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
移
動
の
際
に
は
、
こ
の
笠
の
部
分
ま
で

を
一
体
で
運
び
出
す
ほ
う
が
良
い
。
し
か
し
、
年
に
よ
っ
て
、
笠
や
中
台
よ
り
下

の
部
分
を
分
け
て
運
び
出
す
こ
と
も
多
い
。
そ
う
す
る
と
火ひ

ぶ
く
ろ袋
の
方
向
が
、
あ
や

ま
っ
て
据
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
実
は
写
真2-15

と2-17

の
火
袋
の
部
分
で

は
方
向
に
ズ
レ
が
生
じ
て
い
る
。

　
な
お
、
い
ち
ば
ん
上
に
つ
け
る
宝ほ

う
じ
ゅ珠
の
部
分
は
、
普
段
か
ら
外
し
た
状
態
で
保

管
し
て
い
る
。
運
ぶ
際
に
も
落
下
の
恐
れ
が
あ
る
の
で
、
御お

か
り
や

仮
屋
前
に
本
体
を
設

置
し
て
か
ら
、
つ
け
直
す
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
複
数
年
度
の
使
用
に
耐
え
る
一

方
で
、
雨
ざ
ら
し
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
祭
り
の
前
後
で
降
雨
が
あ
っ
た
場

合
に
は
、速
や
か
に
御お

か
り
や

仮
屋
の
中
や
集
会
所
に
、運
び
こ
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３ 

旗
キ
リ
コ

　　
旗
キ
リ
コ
は
、
御お

か
り
や

仮
屋
の
前
に
飾か

ざ

る
設
置
型
の
キ
リ
コ
で
あ
る
。
祭
り

の
日
に
は
、
海
側
、
山
側
に
計
二
基
が
飾か

ざ

ら
れ
る
。
高
さ
四
七
九・五
㎝
、

横
一
〇
八・五
㎝
、
厚
さ
二
六・三
㎝
で
あ
る
。
皆
月
の
キ
リ
コ
で
は
も
っ

と
も
大
き
く
、
文
字
通
り
旗
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
長
方
形
の
キ
リ
コ
で
あ

る
。
長
方
形
の
貼は

り
紙
の
部
分
は
旗
の
本
体
を
示
し
、
向
か
っ
て
右
側
に

等と
う
か
ん
か
く

間
隔
で
空
い
た
六
つ
の
方
形
は
、
旗
の
乳ち

ち

を
表
し
て
い
る
。
こ
こ
に
和

紙
を
貼は

る
こ
と
で
、
柱
に
旗
を
通
し
た
姿
を
再
現
し
て
い
る
。
同
様
に
キ

リ
コ
の
上
部
の
二
つ
の
方
形
も
乳
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
上
部
に
あ
る
横
棒

は
、
旗
の
カ
ン
ザ
シ
を
か
た
ど
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。

　
準
備
の
基
本
は
他
の
キ
リ
コ
や
鳥
居
と
同
じ
く
、木き

わ
く枠
に
和
紙
を
貼
る
。

た
だ
し
、
軸じ

く
ぼ
う棒
を
差
し
こ
む
部
分
は
、
強
度
を
あ
げ
る
た
め
に
木
枠
の
比

率
が
高
い
。
そ
の
た
め
、
全
体
の
重
量
は
か
な
り
重
く
な
っ
て
い
る
。

　
最
初
に
メ
ー
ト
ル
法
で
キ
リ
コ
の
大
き
さ
を
示
し
た
が
、
実
際
の
制
作

は
尺し

ゃ
っ
か
ん
ほ
う

貫
法
を
用
い
て
作
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
乳ち

ち

の
部
位

を
除
い
た
長
方
形
の
部
分
は
、
ち
ょ
う
ど
縦
が
二
間
半
、
横
が
半
間
の
長

さ
だ
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
縦
の
木き

わ
く枠
ご
と
の
幅
も
半
間
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。

　
旗
キ
リ
コ
は
、
裏
面
に
電
球
の
コ
ー
ド
を
は
わ
せ
て
目
立
た
な
く
し
て

い
る
。（
次
ペ
ー
ジ
の
作
業
前
図
を
参
照
）。
各
コ
ー
ド
は
軸
を
通
す
木
組

み
に
添
っ
て
配
さ
れ
、
下
部
で
一
本
に
な
っ
て
い
る
。

　
キ
リ
コ
の
部
分
に
は
、
障し

ょ
う
じ
が
み

子
紙
を
貼は

り
つ
け
る
。
ま
た
、
木
枠
の
桝ま

す
め目

ご
と
に
は
、
タ
コ
糸
が
交
差
し
て
張
ら
れ
て
い
る
。
立
て
た
キ
リ
コ
に
風

の
圧
力
が
か
か
り
、
紙
が
破
れ
る
の
を
防
ぐ
た
め
で
あ
る
。

3-0 旗キリコを立てる3-0 旗キリコを立てる
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正　面裏　面

479.5

㎝

□ 
旗
キ
リ
コ 

作
業
前
図 

□

26.3

㎝

25.3㎝

27㎝

91

㎝

108.5㎝

91

㎝

91

㎝

91

㎝

91

㎝
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こ
の
旗
キ
リ
コ
に
は
朱し

ゅ
ぼ
く墨
で
、「
御ご

し
ん
と
う

神
燈
」
と

大
き
く
書
か
れ
、
下
に
細
字
で
「
青
年
会
」
と
記

さ
れ
る(

写
真3-0, 3-18

）。

　

こ
の
字
を
書
く
係
は
、
時
代
ご
と
に
ほ
ぼ
決

ま
っ
て
い
た
。
一
九
八
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年

代
ま
で
は
、
本
町
の
政
木
喜
久
雄
さ
ん
が
そ
の
役

を
担
っ
て
い
た
。
準
備
期
間
の
後
半
、
八
月
の
八

日
か
九
日
の
間
に
、書
か
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

青
年
会
が
事
前
に
お
願
い
に
い
き
、
字
が
書
け
る

よ
う
に
キ
リ
コ
を
横
に
倒
し
て
、
足
場
の
用
意
も

し
て
お
い
た
。「
御
神
燈
」
の
字
は
非
常
に
大
き

い
た
め
、
小
型
の
ホ
ウ
キ
を
筆
に
用
い
て
い
た

（
写
真3-6

）。
ま
た
、
祭
り
の
後
に
は
、
音お

ん
ど
と

頭
取

り
や
テ
ブ
リ
の
係
と
同
様
に
、
酒
一い

っ
し
ょ
う
升
を
お
礼
に

も
っ
て
い
く
。

　
二
〇
一
四
（
平
成
二
六
）
年
か
ら
こ
の
係
は
、

当
時
、
会
長
を
務
め
て
い
た
島
本
真
吾
が
担
当
し

て
い
る
。
彼
は
普
段
は
金
沢
の
会
社
に
勤
務
し
て

い
る
。
そ
の
た
め
文
字
の
下
書
き
は
、
彼
の
父
が

行
い
、そ
れ
を
見
本
と
し
て
真
吾
が
書
い
て
い
た
。

朱
墨
の
文
字
は
祭
り
の
準
備
期
間
の
前
に
書
い
て

あ
る
の
で
、
青
年
会
で
は
、
す
で
に
文
字
が
書
か

れ
た
障し

ょ
う
じ
が
み

子
紙
を
木き

わ
く枠
に
貼は

り
つ
け
る
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、
二
〇
一
七
年
の
祭
り
で
は
、
か
つ

て
と
同
じ
よ
う
に
枠
に
貼は

ら
れ
た
障
子
紙
に
、
直

接
、
文
字
が
記
さ
れ
た(

写
真3-3

）。

3-2 旗キリコの広い面は、障
しょうじがみ

子紙をそのまま伸ばす。接着面が少ないため慎
しんちょう

重に木部に貼りつける

3-1 水洗いが終わり、集会所の駐車場で乾かされていた旗キリコの木枠
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3-3 この年、初めて、旗キリコに張った障
しょうじがみ

子紙での清書に挑
ちょうせん

戦した島本真吾元会長（2017 年撮影）

3-5 弘法も筆のあやまり。アイカメラに記録された映像
には、残念な瞬間が残されていた

3-4 朱
しゅぼく

墨をとく。筆はネットで購入したそうで
ある。年によっては食紅が使われたこともある
が、色が薄く見栄えがよくなかった

3-6 朱墨と小ボウキ、かつての係はこの小ボウキで字
を書いていた
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3-7 旗キリコに軸棒を通す。軸棒を通すキリコには、節がある
ため、あたらないように慎重に通していく
3-8 軸棒の先とキリコのパーツをワラ縄で固定する
3-9 キリコの橋を支柱の側まで動かし、カンザシの部分には滑
車から下りているロープの一方を結びつけ、軸棒の部分にはバ
ンセンを余裕をもって、幾重にも巻いていく　軸近くのカンザ
シにもロープを結ぶことがある
3-10,11 バンセンの輪が引っかからないように、補助の棒で押
し上げながら、キリコを立てていく。3-11 では、バンセンを
押しあげて調整している
3-12 オシミを三方から引っ張り、キリコを立てる。
3-13 右上のあたり、支柱に取りつけられた滑

かっしゃ

車の様子、真下
に伸びるロープを係が引っ張っている
3-14 キリコを立てるとともに、軸の部分を柱に近づけていき、
柱の重石の上にキリコの軸棒を据える 3-93-9

3-83-8 3-73-7

3-103-10



３ 旗キリコ

31

□ 

旗
キ
リ
コ
の
設
置 

□

　
御ご

へ
い幣
ギ
リ
コ
の
準
備
が
、
四
、五
人
で
行
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、

旗
キ
リ
コ
に
は
一
〇
人
前
後
が
集
ま
る
。
旗
キ
リ
コ
を
実
際
に
も

ち
あ
げ
る
者
が
四
、五
人
お
り
、
軸じ

く
ぼ
う棒
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
者

や
支
柱
の
ロ
ー
プ
を
三
方
か
ら
固
定
す
る
係
も
必
要
だ
か
ら
で
あ

る
。
も
っ
と
も
、
軸じ

く
ぼ
う棒
を
通
す
作
業
や
軸
棒
と
キ
リ
コ
の
上
部
を

結
び
つ
け
る
作
業
に
、
そ
れ
ほ
ど
人
数
は
必
要
な
い
。
む
し
ろ
、

技
能
に
長た

け
た
者
に
任
せ
る
こ
と
も
多
い
。

　
最
初
に
二
つ
の
旗
キ
リ
コ
を
御
仮
屋
前
に
運
び
出
し
、
乳ち

ち

を
か

た
ど
っ
た
部
分
を
下
に
し
て
立
て
る
。
こ
こ
に
旗
キ
リ
コ
用
の

3-113-11

3-123-12

3-133-13

3-143-14
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軸じ
く
ぼ
う棒
を
差
し
こ
む(

写
真3-7)

。
ち
な
み
に
旗
キ

リ
コ
の
支
柱
は
、
す
で
に
人
足
に
よ
っ
て
オ
カ
リ

ヤ
前
に
立
て
ら
れ
て
い
る
。重お

も
し石
に
は
め
こ
ま
れ
、

三
方
か
ら
ロ
ー
プ
で
固
定
さ
れ
て
い
る
。

　
旗
キ
リ
コ
の
軸じ

く
ぼ
う棒
の
先
の
三
〇
㎝
ほ
ど
は
、
半

円
状
に
削け

ず

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
が
削
ら
れ
て

い
な
い
と
旗
キ
リ
コ
の
上
部
の
薄
い
板
に
つ
か
え

て
し
ま
う
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
板
は
、
旗
の
横
軸

と
な
る
「
カ
ン
ザ
シ
」
を
か
た
ど
っ
た
も
の
だ
ろ

う
。
そ
の
部
分
を
重
ね
合
わ
せ
、
ワ
ラ
縄
で
し
っ

か
り
と
固
定
す
る
（
写
真3-8

）。
次
に
旗
キ
リ

コ
を
横
に
動
か
し
、
固
定
部
を
支
柱
の
根
元
ま
で

近
づ
け
る
。
こ
の
部
分
と
支
柱
に
バ
ン
セ
ン
を
通

し
、
四
、五
回
巻
き
こ
む
。
バ
ン
セ
ン
は
支
柱
を

接
続
す
る
と
と
も
に
、
旗
を
あ
げ
る
際
の
タ
ガ
の

役
割
を
果
た
す
の
で
、
強
く
巻
く
こ
と
は
な
い
。

ま
た
、
カ
ン
ザ
シ
の
中
央
部
に
ロ
ー
プ
を
結
び
つ

け
て
固
定
す
る
。
こ
の
ロ
ー
プ
は
、
支
柱
の
上
部

に
取
り
つ
け
ら
れ
た
滑か

っ
し
ゃ車
に
つ
な
が
っ
て
い
る

（
写
真3-13

）。
こ
の
滑
車
か
ら
伸
び
る
ロ
ー
プ

を
受
け
持
つ
引
き
手
が
お
り
、
旗
キ
リ
コ
を
上
向

き
に
引
き
あ
げ
る
こ
と
に
な
る
。

　
準
備
が
整
う
と
会
員
た
ち
七
、八
人
が
前
後
か

ら
キ
リ
コ
を
押
し
あ
げ
る
。
同
時
に
バ
ン
セ
ン
を

タ
ケ
の
棒ぼ

う

な
ど
で
押
し
あ
げ
る
。
力
を
入
れ
る
向

き
が
ず
れ
る
と
、
バ
ン
セ
ン
が
支
柱
に
引
っ
掛か

か

3-15 軸が上までいくと慎重にキリコを重
お も し

石の上におく3-16,17 軸棒を重
お も し

石に乗せてバランスと方向を
調整し、ロープとワラナワで支柱に固定する
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御御  
神神  

燈燈  

青青　
年
　
年

　
　
会

　
　
会

軸棒

乳

カンザシ

旗の文字部分

り
動
か
な
く
な
る
。
直
接
手
で
触
れ
る
と
危
険
な
の
で
、
タ
ケ
や
木
の
棒
を
使
っ

て
押
し
あ
げ
て
い
く
。
キ
リ
コ
を
徐
々
に
立
て
な
が
ら
支
柱
に
近
づ
け
、
最
後
に

重お
も
し石
の
上
に
軸じ

く
ぼ
う棒
を
の
せ
る
。
軸
棒
と
支
柱
を
ロ
ー
プ
と
ワ
ラ
縄
で
強
く
固
定
す

れ
ば
完
成
で
あ
る
（
写
真3-16, 17

）。

　
旗
キ
リ
コ
は
、
必
ず
支
柱
よ
り
も
海
側
に
据
え
る
。
御お

か
り
や

仮
屋
を
正
面
か
ら
見
れ

ば
、
左
側
に
旗
キ
リ
コ
が
位
置
す
る
。
山
か
ら
海
に
向
か
う
ア
イ
の
風
に
吹
か
れ

て
い
る
よ
う
に
配
置
す
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
御
神
燈　
青
年
会
」
と
書
か

れ
た
ほ
う
が
、表
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
旗
キ
リ
コ
を
立
て
る
際
に
は
、

支
柱
の
ロ
ー
プ
を
三
方
か
ら
張
り
な
お
し
て
調
整
す
る
。
旗
キ
リ
コ
が
横
に
立
て

ら
れ
た
分
、
支
柱
の
重
心
も
変
わ
る
た
め
で
あ
る
。
以
上
の
作
業
を
も
う
一
度
繰

り
返
せ
ば
、
二
本
の
旗
キ
リ
コ
が
、
御お

か
り
や

仮
屋
の
前
、
四
対
の
奉ほ

う
の
う納
旗
と
奉
灯
の
間

に
並
ぶ
こ
と
に
な
る
。

3-18 完成した旗キリコ
（ 2017 年の旗キリコ）
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3-19 宵祭りの午後 7 時すぎ、ヤマがデムラで提灯を灯し、御仮屋を目指して移動を始める。同じ頃、まだ人の
まばらな御仮屋でも、旗キリコや奉灯に明かりが点される
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４ 
鳥 

居

　
鳥
居
は
、
全
部
で
一
一
個
の
パ
ー
ツ
か
ら
な
る
。
奉ほ

う
と
う灯

貼は

り
を
行
う
パ
ー
ツ

の
中
で
、
最
も
数
が
多
い
。
主
な
材
料
は
、
他
の
奉
灯
や
キ
リ
コ
と
同
じ
木
製

だ
が
、
台だ

い
わ輪
や
島
木
の
一
部
に
は
補
強
の
た
め
に
鉄
板
が
貼は

り
つ
け
ら
れ
て
い

る
。
各
パ
ー
ツ
は
、
大
き
さ
や
長
さ
に
従
っ
て
、
障し

ょ
う
じ
が
み

子
紙
や
ロ
ー
ル
紙
、
あ
る

い
は
中
折
を
使
い
分
け
る
。
た
だ
し
神し

ん
が
く額
は
、毎
年
貼
り
か
え
る
わ
け
で
な
く
、

数
年
ご
と
に
新
し
く
し
て
い
る
。

　
鳥
居
は
御お

か
り
や

仮
屋
か
ら
や
や
離
れ
た
新
橋
の
た
も
と
に
立
て
ら
れ
る
。
パ
ー
ツ

間
の
接
続
や
配
線
の
確
認
、
軸じ

く
ぼ
う棒
を
通
し
て
か
ら
の
立
ち
あ
げ
な
ど
、
最
も
人

数
と
手
間
の
か
か
る
作
業
で
あ
る
。

□ 

鳥
居
作
業
前
図 

□

4-0  10 日の午後、鳥居を4-0  10 日の午後、鳥居を
立ちあげる立ちあげる

87.5 〜 88㎝

178㎝

46.5

㎝

55

㎝

36.5

㎝
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86㎝ 278㎝

36.5

㎝

36.5

㎝

44,5㎝

177㎝

55.5

㎝

45,5㎝

19

㎝

17.5

㎝

17.8

㎝

265㎝
46.5

㎝40

㎝

45.5

㎝

383

㎝

38.5 〜 38.8㎝

62 〜 62.5㎝

83

〜84

㎝

32㎝

40

㎝

168㎝

383

㎝

18.5

㎝
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4-1 〜 3 各々のパーツには幅や長さに合わせて異なる用紙を使う。上と右下の鳥居のパーツは、障
しょうじがみ

子紙を使って貼
りつける。左下の鳥居の柱は、6 角形の面ごとにロール紙を用いて貼りつけていく。縦に長いパーツはこのロール
紙がよく用いられる。30 年ほど前までは、ほとんどのパーツに中折を何枚も重ねて貼っていたという

4-1 貫への貼りつけ4-1 貫への貼りつけ

4-2 島木4-2 島木4-3 柱4-3 柱
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4-4 〜 7 近年では、鳥居の一部をあらかじめ組み合わせておく。御仮屋を立てる場所に近い集会所での準備になっ
たため、可能となった作業である。①、②島木の 3 つのパーツは、ボルトで固定され、さらにバンセンで補強される。
④貫の横側と柱も事前にバンセンで組み合わせる。③その際、電球用のソケットの接続も忘れてはならない。この
作業により、10 日の午前中の組立て作業が大幅に緩

か ん わ

和され、限られた人数でも実施できるようになった

4-4 島木の接合4-4 島木の接合

4-6 柱と貫の電線の接続4-6 柱と貫の電線の接続

4-5 ボルトの確認4-5 ボルトの確認

4-7 接合された貫と柱4-7 接合された貫と柱
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4-8 〜 10 神額の縁は、木組みと厚紙で作られてお
り、毎年、張りかえられるわけではない。上の写
真は黄ばみがひどく、土台の補修も必要であった
2013（平成 25）年の様子である

□ 

鳥
居
の
組
立
て 

□

　
前
ペ
ー
ジ
ま
で
で
見
た
よ
う
に
、
あ
ら
か
じ
め
島し

ま
き木
は
三
つ
の
パ
ー
ツ
を
接
続

し
、貫ぬ

き

の
横
側（
木
鼻
）と
柱
も
バ
ン
セ
ン
で
組
み
合
わ
せ
る
。
こ
の
時
点
で
パ
ー

ツ
は
七
個
に
減
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
パ
ー
ツ
を
集
会
所
か
ら
運
び
出
す
。
そ
れ

ら
を
地
面
の
所
定
の
位
置
に
お
い
た
様
子
が
四
一
ペ
ー
ジ
で
あ
る
。

　
こ
の
時
、
島
木
の
接
続
部
は
あ
ら
か
じ
め
紙
を
は
が
し
て
い
る(

写
真4-13)

。

ボ
ル
ト
で
固
定
す
る
際
に
切
り
取
っ
た
も
の
だ
が
、
軸じ

く
ぼ
う棒
を
通
す
際
に
も
位
置
を

調
整
す
る
の
に
役
立
つ
。
貫
の
長
い
部
分
と
柱
の
接
続
も
行
う
。
こ
れ
は
位
置
を

調
整
し
な
が
ら
、
バ
ン
セ
ン
で
つ
な
ぎ
と
め
る
。
神し

ん
が
く額
は
、
島
木
と
貫ぬ

き

の
中
間
あ

た
り
に
配
置
す
る
が
、
こ
れ
も
経
験
的
な
も
の
で
あ
る
。
四
二
ペ
ー
ジ
に
あ
る
よ

う
に
神し

ん
が
く額
の
電
灯
は
、
島
木
か
ら
電
線
を
接
続
し
て
い
る(

写
真4-16)

。
電
気

が
通
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
に
、
灯
り
を
つ
け
て
い
る
の
が
わ
か

る
。
こ
の
電
灯
を
神
額
の
上
部
か
ら
挿そ

う
に
ゅ
う入
す
れ
ば
、
鳥
居
を
立
て
た
時
に
は
、
穴

は
見
え
な
い
。

　
旗
キ
リ
コ
な
ど
の
作
業
が
終
わ
り
、鳥
居
の
組
立
て
に
人
数
が
揃そ

ろ

っ
て
く
る
と
、

柱
に
軸じ

く
ぼ
う棒
を
通
す
作
業
に
は
い
る
。
慎し

ん
ち
ょ
う重
に
柱
と
台だ

い
わ輪
を
通
し
、
最
後
に
島
木
の

穴
を
通
す
。
無
事
に
軸
棒
が
通
る
と
突
き
出
た
端は

し

に
は
松
を
結
び
つ
け
て
お
く
。

ま
た
、
貫
の
下
に
は
神
主
が
用
意
し
た
注し

め
な
わ

連
縄
を
張
っ
て
お
く
。

　
ま
た
、
円
形
の
重お

も
し石
を
所
定
の
柱
の
根
元
部
分
に
配
置
す
る
。
ち
な
み
に
奉ほ

う
の
う納

旗
や
旗
キ
リ
コ
な
ど
を
含
め
た
全
て
の
重お

も
し石
は
、
普
段
は
、
新
橋
の
た
も
と
に
置

か
れ
て
い
る
。
他
方
で
軸じ

く
ぼ
う棒
は
、
集
会
所
の
裏
に
ま
と
め
て
保
管
さ
れ
て
い
る
。

各
部
の
接
続
を
確
認
し
、
各
々
の
電
灯
が
点
灯
す
る
か
ど
う
か
の
確
認
が
終
わ
れ

ば
、
い
よ
い
よ
鳥
居
を
立
て
る
作
業
に
は
い
る
。

4-8 補修された神額の後部4-8 補修された神額の後部

4-9 和紙を貼りなおす4-9 和紙を貼りなおす
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4-14 各パーツの確認4-14 各パーツの確認

4-11 地面に並べられた鳥居のパーツ4-11 地面に並べられた鳥居のパーツ

4-13  島木と柱の接続の確認4-13  島木と柱の接続の確認 4-12  貫と柱の接続と補強4-12  貫と柱の接続と補強
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こ
の
段
階
で
軸じ

く
ぼ
う棒
の
下
部
に
重お

も
し石
を
近
づ

け
る
。
重お

も
し石
は
柱
よ
り
も
直
径
が
大
き
い
た

め
、
軸
棒
を
通
す
穴
の
位
置
が
ず
れ
て
し
ま

う
。
そ
の
た
め
、
最
初
に
軸
棒
を
通
す
こ
と

が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
軸
棒
自
体
を
持
ち

あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
柱
や
台だ

い
わ輪

も
一
定
の
傾け

い
し
ゃ斜
を
つ
け
る
必
要
が
あ
る
。
そ

の
た
め
写
真4-17

の
よ
う
に
一
本
の
柱
に

五
、六
名
の
人
員
を
配
置
し
な
い
と
い
け
な

い
。
軸じ

く
ぼ
う棒
を
重
石
の
穴
に
は
め
る
と
、
そ
の

ま
ま
ゆ
っ
く
り
と
鳥
居
全
体
を
立
ち
あ
げ
て

い
く
。
こ
の
時
、
一
本
の
軸
棒
に
つ
き
三
方

か
ら
オ
シ
ミ
の
ロ
ー
プ
を
準
備
し
て
お
く
。

柱
は
両
側
を
同
じ
ペ
ー
ス
で
立
て
な
い
と
ゆ

が
み
が
で
き
て
、接
続
部
に
負
荷
が
か
か
る
。

油
断
す
る
と
紙
が
破
れ
た
り
、
接
続
部
が
ゆ

が
ん
だ
り
す
る
こ
と
も
あ
る
。
会
長
や
役
員

が
両
側
の
力
の
か
け
具
合
や
オ
シ
ミ
を
張
る

方
角
を
指
示
し
て
い
く
。

　
鳥
居
が
立
ち
あ
が
る
と
橋
の
欄ら

ん
か
ん干
や
電
信

柱
、
間ま

が
き垣
な
ど
に
オ
シ
ミ
を
結
び
つ
け
て
固

定
す
る
。

4-15  柱を持ちあげて接続する場所を確認する4-15  柱を持ちあげて接続する場所を確認する4-16 神額接続の準備4-16 神額接続の準備

4-17 柱に軸棒を通し、持ちあげる準備をする4-17 柱に軸棒を通し、持ちあげる準備をする
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4-19 海側、山側のバランスを取りつつ慎重に立てる。役員たちの指示の声が響く4-19 海側、山側のバランスを取りつつ慎重に立てる。役員たちの指示の声が響く

4-18 4-18 重重
お も しお も し

石石を支えながら鳥居を立て始めるを支えながら鳥居を立て始める

4-20 立て終わり、支柱のロープを三方から張って安定させる。しばし、見惚れる4-20 立て終わり、支柱のロープを三方から張って安定させる。しばし、見惚れる
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神額

島木・笠木

台輪台輪
貫

柱柱

■ 

鳥
居
完
成
図 

■
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５ 
ボ
ン
ボ
リ
、
曳
山
運
行
時
刻
表
、
提

ち
ょ
う
ち
ん灯

□ 

ボ
ン
ボ
リ 

□

　
皆
月
川
に
か
か
る
二
つ
の
橋
に
沿
っ
て
、
約
四
〇
個
の
ボ

ン
ボ
リ
が
飾か

ざ

ら
れ
る
。
こ
の
ボ
ン
ボ
リ
も
、
青
年
会
に
よ
っ

て
準
備
さ
れ
て
い
る
。
ボ
ン
ボ
リ
は
大
小
二
種
類
あ
り
、
大

が
三
個
、
小
が
三
八
個
あ
る
。

　
ボ
ン
ボ
リ
の
紙
を
貼は

る
部
分
は
六
面
あ
り
、
毎
年
、
紙
を

張
り
か
え
る
。
半
紙
一
枚
か
ら
ボ
ン
ボ
リ
二
面
分
が
か
ろ
う

じ
て
と
れ
る
。
そ
の
た
め
の
型
が
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
を
切
り

抜
い
て
作
ら
れ
て
い
る
（
写
真5-1

）。

　
半
紙
を
貼は

り
終
え
て
ノ
リ
が
乾
く
と
、
余
っ
た
部
分
を
切

り
取
る
。
形
を
整
え
る
と
墨す

み

で
文
字
を
入
れ
る
。
皆
月
青

年
会
が
最
も
多
く
、
火
の
用
心
、
海
上
安
全
、
商し

ょ
う
ば
い
は
ん
じ
ょ
う

売
繁
盛
、

五ご
こ
く
ほ
う
じ
ょ
う

穀
豊
穰
と
い
っ
た
一
般
的
な
熟じ

ゅ
く
ご語
も
多
い
。
文
字
は
一
面

お
き
に
三
ヵ
所
書
き
こ
む
。
残
り
の
面
に
は
、
日
吉
神
社
の

紋も
ん

で
あ
る
巴と

も
えの
印
を
押
し
て
い
く
。
こ
れ
ら
の
作
業
の
後
、

噴ふ
ん
む
き

霧
器
で
赤
と
緑
の
色
水
を
吹
き
つ
け
、
彩い

ろ
どり
を
添
え
る
。

　
ボ
ン
ボ
リ
は
、
一
〇
日
の
早
朝
に
橋
の
周
囲
に
飾か

ざ

り
つ
け

る
。
橋
の
欄ら

ん
か
ん干
と
河
岸
の
柵さ

く

に
一
定
の
間か

ん
か
く隔
で
柱
を
固
定

し
、
そ
の
柱
の
間
に
ワ
ラ
縄
を
通
す
。
こ
の
ワ
ラ
縄
に
ボ
ン

ボ
リ
を
結
び
つ
け
る
。
こ
の
作
業
の
時
間
帯
は
、
ヤ
マ
飾か

ざ

り

と
重
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
長
年
、
村
の
な
か
で
作
業

に
慣
れ
た
者
に
青
年
会
が
委い

た
く託
し
て
い
た
。
二
〇
一
六
（
平

成
二
八
）
年
か
ら
は
青
年
会
が
、
再
び
作
業
を
担
当
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。

5-0 新橋のたもとから皆月橋側に続くボンボリの様子。向かいの家屋には運行
表が貼られているのがみえる
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写真 5-1 〜 2 まず、ボンボリ用の型に合わせて半紙を切る。律
り ち ぎ

儀に型に合わせると半紙から２枚分取れないので、
やや小さめに切ることもある。5-3、型紙に合わせて切った紙をボンボリの６面に貼りつける。はみ出た部分は乾
いてからカッターで切る。5-4 のように一面おきに文字を書きいれ、残りの部分に巴

ともえ

の印を押す。5-5、最後に食
紅と食緑を水で溶いたものを吹きかける

5-1 型に合わせて半紙を切る5-1 型に合わせて半紙を切る

5-2 この時は、ロール紙を用いている5-2 この時は、ロール紙を用いている

5-3 ボンボリへの貼りつけ作業5-3 ボンボリへの貼りつけ作業

5-4 巴の判を押す5-4 巴の判を押す5-5　色つけ作業5-5　色つけ作業
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5-7 5-7 ニシデ（ギョウモシンタク横）

5-8 5-8 本町本町（寺二家納屋）

5-9 5-9 デムラ（アサエモン前） 5-6 5-6 運行表に色つけを行った様子

□ 
曳
山
運
行
時
刻
表 

□

　
運
行
時
刻
表
は
三
枚
作
成
し
、
ニ
シ
デ
、
本
町
、
デ
ム
ラ
と
そ
れ
ぞ
れ
貼は

る
場

所
が
決
ま
っ
て
い
る
。
ニ
シ
デ
は
、
ギ
ョ
ウ
モ
シ
ン
タ
ク
横
、
本
町
は
皆
月
橋
の

た
も
と
の
寺
二
家
の
納
屋
、
そ
し
て
デ
ム
ラ
は
ア
サ
エ
モ
ン
（
有
賀
家
）
の
前
で

あ
る
。
現
在
、
こ
の
運
行
表
の
文
字
は
、
旗
キ
リ
コ
と
同
じ
く
島
本
真
吾
が
担
当

し
て
い
る
。
墨す

み

で
書
い
た
運
行
表
に
、
ボ
ン
ボ
リ
と
同
じ
よ
う
に
紅
と
緑
を
吹
き

か
け
る
。
作
業
は
八
日
の
夜
に
済
ま
せ
て
お
き
、
九
日
の
夕
方
、
他
の
仕
事
が
一

段
落
し
た
あ
と
で
、
各
所
に
貼
り
つ
け
に
い
く
。

　
青
年
会
が
取
り
し
き
る
曳ヤ

マ山
に
関
す
る
時
刻
表
の
た
め
、
神み

こ
し輿
の
渡と

ぎ
ょ御
の
時
間

に
つ
い
て
は
記き

さ
い載
が
な
い
。
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5-12 紅白提灯（径 24cm ×高さ 23cm）
紅白提灯の底にもベニア板を貼って補
強する。かつては岐阜提灯、紅白提灯
ともに、購入した時点で底がベニア板
製だった。しかし、ある時期より、底
が厚紙になったため、補強しなければ
ならなくなった

5-11 岐阜提灯（径 19cm ×高さ 16cm）
九寸提灯として市販される。底を木板
で補強し、ロウソクを固定できるよう
に加工している

□ 

提ち
ょ
う
ち
ん灯 

□　

　
提ち

ょ
う
ち
ん灯
は
、
宵よ

い
ま
つ祭
り
の
夜
、
タ
カ
ヤ
マ
の
タ
ケ
に
縄
を
張
っ
て
飾か

ざ

ら
れ
る
。
ヤ
マ

の
両
側
に
は
、
や
や
細
長
い
岐ぎ

ふ阜
提ち

ょ
う
ち
ん
灯
が
用
い
ら
れ
る
。
ヤ
マ
の
前
後
に
も
、
ダ

シ
ダ
ケ
に
ナ
ワ
を
張
り
、
紅
白
提
灯
と
い
う
円
型
の
提
灯
を
飾か

ざ

る
。
岐
阜
提
灯
は

左
右
で
二
〇
〇
か
ら
多
い
時
で
二
五
〇
個
近
く
を
灯
し
、
紅
白
提
灯
は
、
前
後
で

七
〇
～
八
〇
個
を
灯
し
て
い
る
。
こ
の
他
に
ヤ
マ
の
前
後
に
二
基
ず
つ
直
径
四
〇

セ
ン
チ
ほ
ど
の
大
提
灯
を
取
り
つ
け
る
。

　
岐
阜
提
灯
と
紅
白
提
灯
は
、
現
在
、
電
池
式
の
ロ
ウ
ソ
ク
を
点
灯
し
て
運
行
し

て
い
る
。
こ
れ
は
二
〇
〇
三
（
平
成
一
五
）
年
か
ら
本
格
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
火
の
勢
い
の
強
い
和わ

ろ
う
そ
く

蝋
燭
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ

を
用
い
る
と
ロ
ウ
ソ
ク
に
火
を
つ
け
る
際
や
、
運
行
中
の
揺
れ
で
提
灯
が
焼
失
す

る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
タ
カ
ヤ
マ
に
は
常
に
複
数
の
子
供
や
若
い
衆

が
乗
り
こ
み
、
提
灯
が
燃
え
た
り
、
ロ
ウ
ソ
ク
が
切
れ
た
り
し
な
い
か
気
を
配
ら

ね
ば
な
ら
な
い
。
電
池
式
の
ロ
ウ
ソ
ク
に
な
っ
て
か
ら
は
、
そ
れ
ら
の
気
配
り
が

必
要
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
和わ

ろ
う
そ
く

蝋
燭
を
用
い
て
い
た
頃
は
、
毎
年
、
相

当
数
の
提
灯
を
新
調
す
る
必
要
が
あ
る
。
当
然
、
ロ
ウ
ソ
ク
も
買
い
換
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
経
費
を
削さ

く
げ
ん減
す
る
た
め
に
、
電
池
式
の
ロ
ウ
ソ
ク
の
購

5-10 電池式ロウソク：単三
電池 2 個を入れてフタを締
めれば電気がつく。構造は懐
中電灯と変わらない
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入
が
決
め
ら
れ
た
。
実
際
の
運
行
に
対
応
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。

　
電
池
式
の
ロ
ウ
ソ
ク
の
導
入
で
青
年
会
の
準
備
作
業
に
は
、
新
た
な
手
順
が
加

わ
る
こ
と
に
な
る
。
使
い
捨
て
で
は
な
い
た
め
、
四
〇
〇
本
購
入
し
た
ロ
ウ
ソ
ク

は
、
毎
年
、
事
前
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
必
要
が
あ
る
。
ロ
ウ
ソ
ク
に
は
単
三
の
乾
電

池
二
本
が
必
要
と
な
る
。
一
組
の
乾
電
池
で
灯
せ
る
時
間
が
は
か
ら
れ
、
現
在
で

は
二
年
に
一
度
、
電
池
を
全
て
交
換
し
て
い
る
。
電
池
の
入
れ
か
え
作
業
と
フ
ィ

ラ
メ
ン
ト
の
点
検
な
ど
も
、
祭
り
の
準
備
期
間
に
行
う
よ
う
に
し
て
い
る
。

　
も
う
一
つ
、
提
灯
に
も
補
修
が
必
要
に
な
っ
た
。
電
池
式
の
ロ
ウ
ソ
ク
は
、
か

な
り
の
重
量
に
な
る
た
め
、
提ち

ょ
う
ち
ん灯
の
底
を
補
強
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
方
形
の
ベ

ニ
ヤ
板
を
切
り
出
し
、
そ
こ
に
ロ
ウ
ソ
ク
を
設
置
す
る
金
具
を
取
り
つ
け
た
も
の

を
提ち

ょ
う
ち
ん灯
に
接
着
し
て
い
っ
た
。
岐ぎ

ふ阜
と
紅
白
あ
わ
せ
て
約
三
〇
〇
の
提
灯
に
、
こ

の
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
こ
の
作
業
を
行
う
こ
と
で
、
か
つ

て
子
供
た
ち
が
行
っ
て
い
た
、
提
灯
の
底
に
砂
を
入
れ
る
作
業
は
省
略
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
。

　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
祭
り
の
最
中
に
提ち

ょ
う
ち
ん灯
が
燃
え
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。

し
か
し
、
紙
製
の
提
灯
は
経け

い
ね
ん年
の
劣
化
で
四
、五
年
に
一
度
は
取
り
か
え
ね
ば
な

ら
な
い
。
ま
た
、
ヤ
マ
が
揺
れ
る
時
に
、
ロ
ウ
ソ
ク
が
提
灯
を
突
き
破
っ
て
破は

そ
ん損

さ
せ
る
と
い
う
新
た
な
ケ
ー
ス
も
生
じ
た
。
そ
の
た
め
、
毎
年
の
準
備
で
も
数
十

5-13 保管されているロウソクと乾電池

5-14 岐
ぎ ふ ち ょ う ち ん

阜提灯の点検中

5-15 提灯の底部を補強する作業
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個
の
提
灯
に
つ
い
て
は
、
準
備
段
階
で
補
修

作
業
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
祭
り
の
後
に
は
、
ロ
ウ
ソ
ク
を
提

灯
か
ら
は
ず
し
て
回
収
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
天
候
に
不
安
の
あ
る
年
に
は
、
宵よ

い
ま
つ祭
り

が
終
わ
っ
た
直
後
に
ロ
ウ
ソ
ク
を
外
し
て
回

収
す
る
作
業
に
追
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
作
業
も
、
青
年
会
の
役
員
た
ち
が

中
心
と
な
っ
て
こ
な
し
て
い
る
。

　
な
お
、
前
述
し
た
ヤ
マ
の
前
後
を
飾か

ざ

る
大

提ち
ょ
う
ち
ん灯（
写
真5-16,17

）
は
、
一
つ
一
つ
が

高
価
な
た
め
、
現
在
は
、
奉ほ

う
と
う灯
と
同
じ
く
集

会
所
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
他
に
運
行

時
に
役
員
達
に
渡
さ
れ
る
手
持
ち
の
提
灯
が

計
八
個
あ
る(

写
真5-18

）。い
ず
れ
も
、「
皆

月
青
年
会
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

5-16 集会所に保管されている大提灯、普段は埃
ほこり

除けにビニールをかぶせている

5-17 宵祭りの夕方、河南
にて大提灯にロウソクを
灯す。大提灯は、前後に 2
つずつ飾る
5-18 現在では、大提灯や
青年会の提灯も、ともにサ
イズの大きい電池式のロウ
ソクを用いて点灯する 
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６ 

タ
ケ
だ
し
と
タ
ケ
飾
り

□ 
タ
ケ
だ
し 

□　

　
タ
ケ
だ
し
は
、
九
日
の
早
朝
に
行
わ
れ
る
。
祭
り
当
日
に
曳ヤ

マ山
を
飾か

ざ

る
タ
ケ
を

運う
ん
ぱ
ん搬
す
る
作
業
で
あ
る
。
か
つ
て
は
子
供
た
ち
の
仕
事
で
あ
っ
た
が
、
一
九
八
〇

年
代
以
後
は
青
年
会
の
担
当
と
な
っ
た
。
子
供
た
ち
が
担
当
し
て
い
た
頃
は
、
夜

が
明
け
る
前
か
ら
徒
歩
で
隣
村
の
百ど

う
め
き
お
お
が
く
ま

成
大
角
間
に
向
か
い
、
一
軒
ず
つ
回
っ
て
タ

ケ
を
切
っ
て
も
ら
っ
て
い
た
。
青
年
会
の
作
業
と
な
っ
て
か
ら
も
、
皆
月
の
近き

ん
り
ん隣

か
ら
調
達
す
る
こ
と
は
か
わ
ら
な
い
。
現
在
は
、
薄す

す
き
の野
と
い
う
山や

ま
あ
い間
の
集
落
か
ら

購
入
し
て
い
る
。

　
タ
ケ
の
切
り
出
し
は
、
皆
月
区
が
あ
ら
か
じ
め
薄す

す
き
の野
の
個
人
宅
に
依
頼
し
て
い

る
。
タ
ケ
は
一
〇
〇
本
前
後
を
用
意
し
て
も
ら
い
、
タ
ケ
と
同
様
に
タ
カ
ヤ
マ
を

飾か
ざ

る
ア
テ
の
葉
も
一
緒
に
切
っ
て
お
い
て
も
ら
う
。
ア
テ
は「
档
」と
も
記
さ
れ
、

ヒ
バ
の
近き

ん
え
ん
し
ゅ

縁
種
の
ア
ス
ナ
ロ
の
変
種
で
あ
る
。
能の

と登
で
は
、
杉す

ぎ

と
と
も
に
よ
く
植

林
さ
れ
る
針し

ん
よ
う
じ
ゅ

葉
樹
で
あ
る
。

　
青
年
会
員
た
ち
は
、
九
日
の
午
前
五
時
、
皆
月
川
の
新
橋
に
集
合
し
、
車
で
移

動
す
る
。
こ
の
作
業
は
平
日
に
な
る
こ
と
が
多
く
、
タ
ケ
だ
し
の
人
員
の
確
保
に

役
員
た
ち
は
苦
労
す
る
。
祭
り
当
日
の
休
み
は
取
れ
て
も
、
前
日
の
作
業
ま
で
休

み
は
取
れ
ず
、
ほ
と
ん
ど
の
会
員
は
戻
っ
て
こ
れ
な
い
。
地
元
に
在
住
す
る
青
年

会
員
も
立
場
は
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
作
業
日
を
事
前
に
ず
ら
す
わ
け
に
は
い

か
な
い
。
あ
ま
り
早
く
に
タ
ケ
を
切
り
出
す
と
、
葉
が
枯
れ
て
散
っ
て
し
ま
い
、

見
栄
え
が
悪
い
か
ら
で
あ
る
。
OB
の
有
志
た
ち
に
も
手
伝
っ
て
も
ら
い
な
が
ら
、

な
ん
と
か
作
業
を
続
け
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

　
か
つ
て
は
二
ト
ン
ト
ラ
ッ
ク
二
台
で
運う

ん
ぱ
ん搬
し
て
い
た
が
、
近
年
は
、
ク
レ
ー
ン

が
装そ

う
び備
さ
れ
た
四
ト
ン
ト
ラ
ッ
ク
を
地
元
の
建
設
会
社
か
ら
借
り
て
い
る
。
現
地
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6-1 薄
すすきの

野集落の道路脇に置かれた、事前に伐
ばっさい

採されタケ
6-2 タケをクレーン車の近くまで運びだす。運びだす前にクレーン
につながるベルトを敷いている
6-3 タケを運び終わり、ベルトでタケを縛

しば

って固定するところ。他
方で、クレーンの操作の準備も初めている

6-0 タケをクレーンで持ち上げて荷台に移動させる。2 トントラッ
クの頃は、1 本ずつ荷台までタケを持ちあげていた

で
は
、
切
り
出
さ
れ
た
タ
ケ
が
す
で
に
道
の
わ
き
に
置
か
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

タ
ケ
を
切
っ
た
場
所
が
複
数
あ
る
場
合
に
は
、各
々
の
場
所
を
回
る
必
要
が
あ
る
。

青
年
会
の
仕
事
は
、
そ
れ
ら
の
タ
ケ
を
一
ヵ
所
に
集
め
、
ト
ラ
ッ
ク
に
積
み
あ
げ

て
固
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
単
純
作
業
だ
が
、
力
仕
事
の
た
め
、
一
定
数
の
人
手

が
必
要
に
な
る
。
も
っ
と
も
ク
レ
ー
ン
車
を
使
え
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
タ

ケ
を
人
力
で
荷
台
に
あ
げ
る
必
要
は
な
く
な
っ
た
。
ク
レ
ー
ン
に
つ
な
げ
た
縄
の

上
に
タ
ケ
を
集
め
て
固
定
す
れ
ば
、
あ
と
は
リ
フ
ト
の
操
作
で
タ
ケ
を
持
ち
あ
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
作
業
に
は
玉
掛か

け
の
資
格
が
必
要
な
た
め
、

資
格
を
も
つ
建
設
会
社
の
役
員
に
応
援
に
き
て
も
ら
っ
て
い
る
。

6-16-1

6-26-2

6-36-3

6-06-0



６ タケだしとタケ飾り

54

6-4,5 日吉神社まで運んできたタケ（写真 6-4）。クレーン
を使ってタケを境内に下ろしていく（写真 6-5）。撮影は、
すでにネジンカキとダシオコシが済まされているヤマの上
から写した

　
積
み
こ
ん
だ
タ
ケ
は
、
神
社
の
境け

い
だ
い内
ま
で
運
び
、
エ
ビ
ス
神
社
の
横
の
斜し

ゃ
め
ん面
に

下
ろ
す
こ
と
が
多
か
っ
た
。
二
ト
ン
ト
ラ
ッ
ク
な
ら
ば
境
内
に
も
入
り
や
す
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
二
〇
一
七
年
は
、
境け

い
だ
い内
の
端は

し

に
ト
ラ
ッ
ク
を
止
め
、
タ

ケ
を
お
ろ
し
（
写
真6-4

、6-5

）、
人
力
で
境
内
に
運
び
こ
ん
だ
（
写
真6-6

）。

　
お
ろ
し
た
タ
ケ
は
、
三
つ
、
な
い
し
は
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
ら
れ
る
。

⑴
幹
が
比
較
的
細
く
て
ま
っ
す
ぐ
な
タ
ケ
は
ハ
タ
ダ
ケ
用
に
、
⑵
枝
葉
が
よ
く

茂
っ
て
い
て
根
元
が
太
い
タ
ケ
は
ダ
シ
ダ
ケ
用
に
分
け
る
。
⑶
そ
れ
ほ
ど
幹
が
太

く
な
く
、
枝
葉
も
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
タ
ケ
を
三
本
ほ
ど
選
別
す
る
。
こ
れ
は
ゼ

ニ
ガ
タ
と
い
う
ハ
タ
ダ
ケ
の
中
央
に
飾か

ざ

る
タ
ケ
の
候
補
に
な
る
。
葉
が
つ
い
て
い

な
か
っ
た
り
、
極き

ょ
く
た
ん端
に
曲
が
っ
て
い
た
り
す
る
も
の
、
色
の
悪
い
も
の
は
廃は

い
き棄
す

る
（
写
真6-7

）。
た
だ
し
そ
の
一
部
は
、
ヤ
マ
の
滑す

べ

り
止
め
に
巻
き
つ
け
る
竹

板
に
加
工
し
た
り（
八
二
ペ
ー
ジ
参
照
）、ヤ
マ
の
上
部
の
足
場
の
材
料（
七
九
ペ
ー

ジ
参
照
）
に
利
用
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
こ
ま
で
で
午
前
七
時
を
ま
わ
る
こ
と
が

多
く
、
一い

っ
た
ん旦
、
朝
食
を
か
ね
て
作
業
は
休き

ゅ
う
け
い憩
に
な
る
。

□ 

ハ
タ
ダ
ケ
と
ダ
シ
ダ
ケ 

□

　
朝
食
後
に
は
、
タ
ケ
の
切
り
揃そ

ろ

え
の
作
業
が
始
ま
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
ほ
と

ん
ど
の
青
年
会
員
は
仕
事
で
出
ら
れ
な
い
た
め
、
休
み
を
取
っ
た
数
名
の
役
員
と

人
足
た
ち
で
作
業
を
行
う
。
す
で
に
選
別
し
て
あ
る
三
種
類（
実
際
に
は
五
種
類
）

の
タ
ケ
は
、
用
途
ご
と
に
加
工
の
仕
方
が
異
な
る
。

　
ま
ず
ハ
タ
ダ
ケ
は
、
タ
カ
ヤ
マ
の
両
側
に
ま
っ
す
ぐ
に
立
て
て
飾か

ざ

る
タ
ケ
で
あ

6-46-4

6-56-5
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6-6,7 運んできたタケを用途ごとに分けていく（写真 6-6）。この時にタケの選別も行っていく。①幹が比較的
細くてまっすぐなタケはハタダケ用（写真 6-7 中央）、②枝葉がよく茂っていて太いタケはダシダケ用に分け
る（写真 6-7 左）。③それほど太くなく、枝葉もバランスの取れたタケを 3 本ほど選別する（写真 6-7 左上）。
これはゼニガタというハタダケの中央に飾るタケの候補になる。④葉がついていなかったり、極端に曲がって
いたりするもの、色の悪いものは廃

は い き
棄する（写真 6-7 右）

①
②

③ ④

6-66-6

6-76-7
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6-8 普段は拝殿の下に保管されていた標準竹。撮影は
2013 年のものだが、2015 年に所在不明になる

6-9.10 タケの下枝をナタで切り落とす。上の写真の奥
では、タケの下を切りそろえている

る
。
タ
カ
ヤ
マ
の
上
の
横
柱
に
は
ハ
タ
ダ
ケ
用
の
穴
が
あ
い

て
お
り
、
そ
こ
に
は
め
こ
ん
で
固
定
し
て
い
く
。
こ
の
穴
の

径
を
超
え
な
い
よ
う
に
ハ
タ
ダ
ケ
は
あ
ま
り
太
く
な
い
も
の

を
選
ぶ
わ
け
で
あ
る
。
ハ
タ
ダ
ケ
は
最
初
に
タ
ケ
の
先
を
切

り
落
と
す
。
地
元
で
は
、
枝
を
落
と
す
こ
と
を
ハ
ツ
ル
と
い

う
。
先
を
ハ
ツ
っ
た
う
え
で
根
元
を
揃そ

ろ

え
て
ノ
コ
ギ
リ
で
切

り
落
と
す
。
さ
ら
に
、
下
枝
の
三
節
か
ら
四
節
を
ナ
タ
で
切

り
落
と
し
て
い
く
。
枝
の
下
側
に
ナ
タ
で
切
れ
目
を
入
れ
、

次
に
枝
の
上
か
ら
幹
に
沿
っ
て
、
ナ
タ
の
背
で
叩
く
と
綺き

れ
い麗

に
切
り
落
と
せ
る
。
な
お
、
タ
カ
ヤ
マ
に
飾か

ざ

る
タ
ケ
の
長
さ

は
、
ヤ
マ
の
両
側
で
異
な
る
。
短
い
タ
ケ
を
作
る
際
は
、
根

元
を
二
節
分
ほ
ど
切
り
落
と
し
て
い
た
。

　
他
方
で
ダ
シ
ダ
ケ
は
、
ヤ
マ
の
前
後
に
斜な

な

め
に
据
え
て
、

飾か
ざ

り
つ
け
る
。
各
々
の
場
所
に
、
三
か
ら
四
本
ほ
ど
飾か

ざ

り
つ

け
る
。
一
定
の
間か

ん
か
く隔
で
角
度
を
つ
け
る
こ
と
で
、
ヤ
マ
全
体

で
は
扇お

う
ぎの
よ
う
な
形
の
飾か

ざ

り
に
な
る
。
ダ
シ
ダ
ケ
は
先
を
切

り
落
と
さ
な
い
。
下
枝
も
あ
ま
り
ハ
ツ
ら
ず
に
葉
は
残
し
て

お
く
。
先
を
揃そ

ろ

え
て
か
ら
根
元
を
一
定
の
長
さ
に
切
り
そ
ろ

え
る
の
は
ハ
タ
ダ
ケ
と
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
ダ
シ
ダ
ケ
は
節ふ

し

の
す
ぐ
下
を
切
る
よ
う
に
す
る
。
ダ
シ
ダ
ケ
は
、
ヤ
マ
の
う

え
で
斜
め
に
固
定
す
る
た
め
、
根
元
を
踏
み
つ
け
る
と
割
れ

や
す
い
。
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
節ふ

し

が
一
番
下
に
な
る
よ
う
に

切
っ
て
お
く
。
ダ
シ
ダ
ケ
も
長
短
二
種
を
分
け
て
作
る
が
、

長
さ
の
違
い
は
ハ
タ
ダ
ケ
と
同
じ
に
す
る
。

　
か
つ
て
の
作
業
で
は
、
毎
年
、
子
供
た
ち
が
基
準
と
な
る

長
さ
を
決
め
て
か
ら
作
業
を
行
っ
て
い
た
。
人
足
で
も
作

6-96-9

6-106-10
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ハタダケ：最初に穂
ほ

先
さき

をハツる。次に根
元を揃えて長さを調
節する。下枝も適当
なところまで切り落
とす。標準のタケは、
11m20 ㎝、 短 い ハ
タダケは、それより
40㎝短く切った

ダシダケ：根元をそ
ろえて切り落とす。
枝は、余程、下枝が
多くない限り、特に
切り落とさない。標
準のタケは、11m60
㎝、同じく短いダシ
ダ ケ は 11m20 ㎝ に
揃えていた

ハダダケダシダケ

■ 
ハ
タ
ダ
ケ
と
ダ
シ
ダ
ケ
の
モ
デ
ル 

■

11m
20cm

11m
60cm
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6-14 完成したゼニガタ。
拝
は い で ん

殿前に置かれている
6-12,13 上はタケにゼニガタの棒を突き入れた状態。
下は突き入れた部分をヌイゴで補強している

6-11 神社の倉庫に保
管されてるゼニガタ

業
で
き
る
よ
う
に
、
標
準
と
な
る
タ
ケ
を
残
す
よ
う
に
な
っ
た
の
は

二
〇
一
〇
年
の
こ
と
で
あ
る
（
写
真6-8

）。
こ
の
時
は
、
長
い
ダ
シ

ダ
ケ
を
一
一
ｍ
六
〇
㎝
、
長
い
ハ
タ
ダ
ケ
は
一
一
m
二
〇
㎝
、
各
々

の
短
い
タ
ケ
に
つ
い
て
は
そ
れ
ら
よ
り
四
〇
㎝
短
く
切
る
こ
と
に
決
め

た
。
た
だ
し
前
述
の
よ
う
に
ダ
シ
ダ
ケ
は
節ふ

し

に
合
わ
せ
て
切
っ
て
あ
る

た
め
、
多
少
長
さ
に
ず
れ
は
あ
る
。
も
っ
と
も
、
二
〇
一
五
年
時
に
は

こ
の
標
準
竹
が
所
在
不
明
と
な
り
、
再
び
、
役
員
た
ち
が
経
験
則
で
長

さ
を
切
り
そ
ろ
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
最
後
に
ゼ
ニ
ガ
タ
（
銭
形
）
が
あ
る
。
ヤ
マ
の
進
行
方
向
に
向
か
っ

て
左
側
の
長
い
方
の
ハ
タ
ダ
ケ
の
中
心
に
立
て
ら
れ
る
。
既
述
し
た
よ

う
に
ゼ
ニ
ガ
タ
用
の
タ
ケ
は
適
度
な
太
さ
が
必
要
と
さ
れ
る
。
選
別
の

後
、
具
体
的
な
作
業
は
九
日
の
夜
か
、
近
年
で
は
一
〇
日
の
早
朝
に

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ゼ
ニ
ガ
タ
と
い
う
名
称
は
、
直
径
四
二

セ
ン
チ
ほ
ど
の
寛か

ん
え
い
つ
う
ほ
う

永
通
宝
を
か
た
ど
っ
た
飾か

ざ

り
に
由
来
す
る
（
写
真

6-11

）。
飾か

ざ

り
は
約
二
メ
ー
ト
ル
の
黒
塗
り
の
木
の
棒ぼ

う

に
貫
か
れ
た
状

態
で
保
管
さ
れ
て
い
る
が
、
着
脱
は
可
能
で
あ
る
。
こ
の
寛
永
通
宝
の

模
型
は
、
毎
年
、
紫
紙
と
金
紙
を
貼
り
か
え
て
い
る
。

　
ゼ
ニ
ガ
タ
の
タ
ケ
も
あ
ら
か
じ
め
下
枝
を
ハ
ツ
っ
て
お
く
が
、
先
は

切
り
落
と
さ
ず
に
お
く
。
こ
れ
を
ゼ
ニ
ガ
タ
の
棒ぼ

う

と
組
み
合
わ
せ
る
。

基
本
的
に
は
力
技
で
、
細
く
尖と

が

っ
て
い
る
棒
の
先せ

ん
た
ん端
部
を
タ
ケ
の
内
側

に
突
き
刺
す
の
で
あ
る
。
挿そ

う
に
ゅ
う
ぶ

入
部
を
考
慮
し
な
が
ら
、
タ
ケ
の
下
部
を

ゼ
ニ
ガ
タ
の
木
の
棒
と
同
じ
長
さ
だ
け
切
り
落
と
す
。
た
だ
し
、
節ふ

し

が

あ
る
と
棒
を
突
き
刺
せ
な
い
の
で
、
節
が
な
く
、
棒
を
突
け
る
ほ
ど
の

太
さ
の
あ
る
場
所
で
切
り
落
と
す
。
太
す
ぎ
て
も
ゼ
ニ
ガ
タ
の
棒
が
う

ま
く
は
ま
ら
ず
、
細
す
ぎ
る
と
タ
ケ
が
割
れ
て
し
ま
う
。
ゼ
ニ
ガ
タ
の

棒
を
挿
入
し
て
、
少
し
タ
ケ
に
割
れ
が
生
じ
る
く
ら
い
が
ち
ょ
う
ど
い

6-126-12

6-136-13
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6-16 ハタダケの飾りつけ。ハタダケには文字通り、ハタ
を 3 枚括りつける。特に決まりはないが、同じ色のハタ
は避ける傾向がある

6-15 ダシダケの飾りつけ。上から吹き流し、ハタ、吹き流
しの順で括っていく

い
と
い
う
。

　
ま
た
、
長
さ
の
調
節
は
、
棒
を
挿そ

う
に
ゅ
う入
し
て
か
ら
他
の
ハ
タ
ダ
ケ
と
比
べ
た
う
え

で
、先
を
切
っ
て
調
節
す
る
。
た
だ
し
、一
度
で
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
も
あ
り
、

予
備
の
タ
ケ
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
棒
を
根
元
ま
で
挿そ

う
に
ゅ
う入
す
る
と
、
挿
入
部
の
タ
ケ
の
周
囲
に
ヌ
イ
ゴ
を
丁て

い
ね
い寧
に
巻

き
つ
け
、
は
ず
れ
な
い
よ
う
に
す
れ
ば
完
成
で
あ
る
。
こ
の
ゼ
ニ
ガ
タ
に
は
、
特

別
の
紫
と
白
色
の
ハ
タ
が
二
枚
、
飾か

ざ

ら
れ
る
。
他
の
ハ
タ
と
は
材
質
も
異
な
り
、

風
格
も
あ
る
。
こ
の
ハ
タ
は
、
他
の
ハ
タ
と
は
別
の
箱
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
現

在
、
使
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
二
〇
年
ほ
ど
前
に
寄き

し
ん進
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

□ 

タ
ケ
飾
り 

□

　
タ
ケ
を
切
り
終
わ
る
と
、
タ
ケ
飾か

ざ

り
で
あ
る
。
ま
ず
ハ
タ
ダ
ケ
に
は
、
幹
の
上

部
に
等と

う
か
ん
か
く

間
隔
で
三
枚
の
ハ
タ
を
括く

く

り
つ
け
る
。
ハ
タ
は
、
幅
二
五
セ
ン
チ
、
長
さ

が
二
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
布
で
、
赤
、
黄
、
青
、
緑
、
桃
色
が
あ
る
。
上
部
は
ハ
タ

の
幅
に
合
わ
せ
た
木
板
に
挟
ま
れ
て
固
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
木
板
に
ヒ
モ
が
通

さ
れ
て
い
る
。
ハ
タ
に
は
「
奉ほ

う
の
う納
」
と
い
う
字
が
上
に
、
寄
進
者
の
名
前
が
下
に

墨す
み

で
書
か
れ
る
。
子
供
の
誕
生
や
進
学
、
結
婚
な
ど
に
合
わ
せ
て
寄き

し
ん進
さ
れ
る
こ

と
が
多
い
。
よ
っ
て
か
な
り
の
年
代
物
の
ハ
タ
も
あ
る
が
、
運
行
を
通
じ
て
破は

そ
ん損

し
た
り
、
汚
れ
た
り
す
る
も
の
も
多
い
。
あ
る
程
度
古
い
も
の
は
、
ヤ
マ
を
組
立

て
る
際
の
グ
リ
ス
（
潤じ

ゅ
ん
か
つ
ゆ

滑
油
）
拭
き
に
使
わ
れ
て
使
命
を
終
え
る
。
た
だ
し
、
前
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6-17 9 日の夕方、ほぼタケ飾りが完了した状態。ハダダケとダシダケが、所定の位置に置かれている。
拝
は い で ん

殿中央前には、作業前のゼニガタ用のタケも置かれている

述
し
た
ゼ
ニ
ガ
タ
の
ハ
タ
や
特
注
で
購
入
し
た
ハ
タ
は
、
別
扱
い

で
活
用
さ
れ
て
い
る
。

　
一
方
で
ダ
シ
ダ
ケ
に
は
、
二
枚
の
吹
き
流
し
と
一
枚
の
ハ
タ
を

括く
く

り
つ
け
る
。
ダ
シ
ダ
ケ
に
取
り
つ
け
る
吹
き
流
し
は
、
鯉こ

い
の
ぼ
り幟

の

上
に
飾か

ざ

ら
れ
る
も
の
と
同
じ
形
状
で
、
五
色
の
布
を
ワ
イ
ヤ
ー
製

の
円
形
の
輪
に
縫ぬ

い
合
わ
せ
て
作
っ
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に

少
な
い
な
が
ら
も
、
ハ
タ
の
寄き

し
ん進
は
続
い
て
い
る
。
対
し
て
、
あ

ま
り
寄
進
の
機
会
の
な
い
吹
き
流
し
は
、
経け

い
ね
ん年
に
よ
る
傷い

た

み
が
激

し
く
、
括
り
つ
け
ら
れ
る
も
の
が
減
少
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
ハ
タ
ダ
ケ
、
ダ
シ
ダ
ケ
と
も
に
、
予
備
の
分
を
作
る
必

要
が
あ
る
。
ヤ
マ
の
運
行
中
に
折
れ
た
タ
ケ
と
交
換
す
る
た
め
の

も
の
で
あ
る
。
ハ
タ
ダ
ケ
は
長
い
タ
ケ
が
八
本
、
短
い
タ
ケ
を

一
三
本
飾か

ざ

り
つ
け
る
。
近
年
で
は
そ
れ
に
五
本
か
ら
八
本
ず
つ
予

備
を
作
っ
て
お
く
。
ダ
シ
ダ
ケ
は
、
左
右
各
々
一
〇
か
ら
一
三
本

ほ
ど
用
意
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
ハ
タ
や
吹
き
流
し
の
数
が
減
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
実
際
に
ヤ
マ
に
飾
る
分
だ
け
、
タ
ケ
に
括く

く

り
つ

け
て
お
く
。

　
以
上
の
タ
ケ
は
、
飾か

ざ

り
終
わ
っ
た
あ
と
に
拝は

い
で
ん殿
に
立
て
か
け
て

お
く
が
、
そ
の
位
置
も
ほ
ぼ
決
ま
っ
て
い
る
。
ダ
シ
ダ
ケ
は
拝
殿

の
前
面
に
、
ハ
タ
ダ
ケ
は
側
面
に
お
か
れ
る
。
ま
た
、
短
い
タ
ケ

は
拝は

い
で
ん殿
に
向
か
っ
て
左
側
に
、長
い
タ
ケ
は
右
側
に
集
め
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
は
、
ヤ
マ
に
飾
る
際
の
左
右
の
位
置
に
対
応
し
て
置
か
れ

て
い
る
。
一
見
す
る
と
見
分
け
の
つ
き
に
く
い
竹
の
長
短
を
間
違

え
ず
に
飾か

ざ

る
た
め
に
有
効
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
ゼ
ニ
ガ

タ
は
一
〇
日
の
早
朝
に
は
、
拝
殿
の
正
面
に
置
か
れ
る
こ
と
が
多

い
。
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ハ タ ダ ケ（ 長 ）、
ハタを飾るタケは
8 本、予備として
5 〜 10 本 前 後 を
作成

ダシダケ（短）、吹き流
しとハタを飾るのは 7,8
本。 予 備 と し て 5 本 前
後を作成

ゼニガタ、1本（予備2本）

ハタダケ（短）、ハタ
を 飾 る タ ケ は 13 本、
予備として 5 〜 10 本
前後を作成、タケが少
ないときは、計 20 本
を目処に準備する

ダシダケ（長）、吹き流
しとハタを飾るのは 7,8
本。 予 備 と し て 5 本 前
後を作成

6-18 拝
は い で ん

殿の北側に置かれた短いハタダケ

拝　殿拝　殿
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7-0 箱の中の大小のサルコ

7-1 ヤマに飾るために切り出した松、左の枝部分は神社や御仮屋前の奉
ほうのう

納旗に用いる

7-3 結びつけられた大型のサルコ 7-2 人
にんそく

足が松にサルコを結びつける

７ 

申サ
ル
コ子

と
松
、
ア
テ
葉

　
申サ

ル
コ子
は
日
吉
神
社
の
神
の
使
い
、
猿
を
か
た
ど
っ
た
も
の

で
あ
る
。
遠
目
に
は
マ
リ
か
お
手
玉
の
よ
う
だ
が
、
一
応
、

両
手
両
脚
に
頭か

し
らも
つ
い
て
い
る
。
布
に
綿
を
詰
め
て
作
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
人
形
の
四し

し肢
に
あ
た
る
部
分
を
糸
で

一
ヵ
所
に
結
わ
え
る
た
め
、
マ
リ
の
よ
う
に
丸
く
な
る
。
サ

ル
コ
は
小
さ
な
も
の
で
数
セ
ン
チ
か
ら
、
大
き
な
も
の
で
は

二
〇
㎝
を
超
え
る
も
の
ま
で
、
様
々
で
あ
る
。 

　
神
社
の
倉
庫
で
は
、
大
小
の
サ
ル
コ
を
木
箱
に
入
れ
て
保

管
し
て
い
る
。こ
れ
ら
の
サ
ル
コ
は
、村
の
女
性
た
ち
に
よ
っ

て
作
ら
れ
て
き
た
。
か
つ
て
子
供
た
ち
が
準
備
を
し
て
い
た

頃
に
は
、
傷い

た

ん
だ
サ
ル
コ
を
親
に
直
し
て
も
ら
う
と
と
も
に

新
調
し
て
も
ら
う
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
松
は
九
日
に
村
の
近き

ん
り
ん隣
の
山
か
ら
と
っ
て
く
る
。
林
道
沿

い
に
は
え
て
い
る
不
要
な
若
い
木
を
調
達
す
る
こ
と
が
多

い
。
宵よ

い
ま
つ祭
り
と
本
祭
り
で
松
を
か
え
る
た
め
、
二
本
切
り
出

す
（
写
真7-1

）。
松
は
枝
が
五
段
に
な
っ
て
い
る
も
の
を

選
ぶ
と
い
う
老
人
も
い
る
が
、
そ
れ
ほ
ど
厳げ

ん
み
つ密
で
は
な
い
よ

う
で
あ
る
。

　
松
は
、
タ
カ
ヤ
マ
後
部
の
天て

ん
し
ゅ
か
く

守
閣
の
横
に
並
ん
で
立
て
ら

れ
る
。
天て

ん
し
ゅ
か
く

守
閣
の
高
さ
に
合
わ
せ
て
二
m
前
後
に
調
整
さ
れ

る
。
次
に
記
す
ア
テ
葉
と
こ
の
松
に
は
、
多
く
の
サ
ル
コ
が

括
り
つ
け
ら
れ
る
。
松
自
体
が
大
型
の
た
め
、
飾か

ざ

り
に
も
ア

テ
葉
で
は
用
い
な
い
二
〇
㎝
前
後
の
大
型
の
サ
ル
コ
を
用
い

る
。（
写
真7-3

）。
近
年
で
は
、
こ
れ
ら
の
サ
ル
コ
の
飾
り

つ
け
は
、
人
足
の
女
性
た
ち
の
仕
事
に
な
っ
て
い
る
。
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7-6 下 写 真 右：10 日
の早朝のヤマ飾りで、
アテ葉をヤマの側面に
飾りつけていく。アテ
葉に結ばれたヌイゴを
ダシオコシのロープに
括りつけている

7-7 下写真左：ヤマの
側面全体に飾りつけら
れたアテ葉とサルコ。
この年（2013 年）は、
雨天のため、幕が一時
的に外されている。通
常は、幕を張り終えて
から、アテ葉を飾って
いく

7-5 アテ葉に数個ずつのサルコを結びつけておく 7-4 アテ葉にヌイゴを括りつける

　
ア
テ
葉
の
作
業
も
九
日
の
午
後
に
行
う
。
タ
ケ
と
と
も
に

運
ん
で
き
た
ア
テ
葉
に
ヌ
イ
ゴ
を
括く

く

り
つ
け
る
。
運
行
中
は

外
さ
な
い
の
で
、
枝
の
元
に
固か

た
む
す結
び
し
て
お
く
。
ア
テ
葉
の

大
き
さ
に
も
よ
る
が
、
だ
い
た
い
四
～
五
つ
の
サ
ル
コ
を
結

び
つ
け
る
。
サ
ル
コ
に
も
ヌ
イ
ゴ
が
通
し
て
あ
る
が
、
解
け

た
り
し
た
も
の
は
新
た
に
結
び
な
お
す
。

　
結
び
終
え
た
ア
テ
葉
は
、
一
ヵ
所
に
ま
と
め
て
お
く
。
翌

日
、
一
〇
日
早
朝
の
ヤ
マ
飾か

ざ

り
の
際
に
は
、
ヤ
マ
の
天て

ん
し
ゅ
か
く

守
閣

の
壁か

べ

を
か
た
ど
っ
た
板
を
覆
う
よ
う
に
飾
り
つ
け
る
。
鉄
砲

狭さ

ま間
を
隠か

く

す
様
子
を
模も

し
た
飾
り
つ
け
で
あ
る
。
ア
テ
葉
に

取
り
つ
け
た
ヌ
イ
ゴ
の
端は

し

は
、
曳ヤ

マ山
の
ダ
シ
オ
コ
シ
に
用
い

た
ロ
ー
プ
に
、
葉
の
裏
面
が
見
え
る
よ
う
に
結
び
つ
け
て
固

定
す
る
（
写
真7-6

）。

　
サ
ル
コ
に
は
様
々
な
サ
イ
ズ
が
あ
る
が
、
主
に
径
が
五
～

一
〇
㎝
の
も
の
を
ア
テ
葉
に
括く

く

り
つ
け
る
。
た
だ
し
、
サ
ル

コ
は
全
て
同
じ
箱
に
入
っ
て
い
る
た
め
、
誤

あ
や
ま

っ
て
大
き
な
サ

ル
コ
が
ア
テ
の
葉
に
括く

く

り
つ
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　
な
お
、
こ
れ
以
外
に
サ
ル
コ
に
は
小
型
で
三
連
に
な
っ
て

い
る
タ
イ
プ
の
も
の
も
あ
る
。
こ
ち
ら
は
同
じ
く
タ
カ
ヤ
マ

に
飾か

ざ

る
天て

ん
し
ゅ
か
く

守
閣
の
屋
根
の
四よ

す
み隅
に
飾
ら
れ
る
。

7-67-67-77-7
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8-2 宮の坂を上がってきたバンナラシの子供たち。近年では、一行に
女子が加わることがも多いが、全体の人数は減少している

8-0,1 タケに括りつけられた小太
鼓と鉦

かね

。小太鼓は細めのバチで、
鉦は木

き づ ち

槌で叩くが、かつては木の
枝の二

ふたまた

又部分を自前で加工して
使っていた。祭り当日、小太鼓と
鉦は、このままの形でヤマのシタ
ヤマに取りつけられる

る
。
こ
の
行
事
だ
け
は
、
現
在
も
「
子
供
」
を
中
心

に
行
わ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
は
、
中
学
三
年
生
ま
で

の
男
子
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
女
子
も
加

わ
り
、
時
に
は
高
校
生
が
先
導
す
る
こ
と
も
あ
る
。

子
供
が
数
多
く
い
た
頃
は
、
鉦
と
太
鼓
の
周
り
で
笛

を
吹
く
子
供
が
加
わ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

小こ
だ
い
こ

太
鼓
と
鉦か

ね

の
リ
ズ
ム
は
基
本
的
に
同
じ
で
あ

る
。
ヤ
ア
ー
ハ
！
の
掛か

け
声
の
「
ハ
」
で
鉦
と
小
太

鼓
を
同
時
に
叩
き
、
小
太
鼓
中
心
の
リ
ズ
ム
と
な

る
。
し
か
し
、
集
落
内
を
ぬ
け
、
海
沿
い
の
道
路
の

伏
見
の
下
と
呼
ば
れ
る
周
辺
（
宵よ

い
ま
つ祭
り
の
午
前
中
に

ヤ
マ
が
休き

ゅ
う
け
い憩
す
る
場
所
）
と
、
デ
ブ
ラ
の
通
り
に
入

り
、
小
さ
な
川
を
越
え
た
場
所
（
同
じ
く
宵よ

い
ま
つ祭
り
の

夕
方
に
ヤ
マ
が
休
憩
す
る
場
所
、
そ
こ
か
ら
若
い
衆

の
ヤ
ッ
サ
ー
が
始
ま
る
）
あ
た
り
か
ら
、
リ
ズ
ム
が
早
く
な
る
。
そ
の
ま
ま
の
リ

ズ
ム
で
デ
ム
ラ
の
端は

し

ま
で
来
る
と
一
度
休き

ゅ
う
け
い
憩
に
な
る
。
さ
ら
に
デ
ム
ラ
か
ら
海
岸

道
路
を
通
っ
て
本
町
に
戻
り
、
宮
本
商
店
か
ら
宮
の
坂
へ
と
下
る
道
ま
で
の
間
で

も
、
再
び
早
い
リ
ズ
ム
で
打
つ
。
こ
ち
ら
も
本
祭
り
の
日
に
若
い
衆
が
ヤ
ッ
サ
ー

を
行
う
場
所
で
あ
る
。
坂
を
登
り
き
り
宮
に
戻
る
と
境け

い
だ
い内
を
一
周
す
る
。
こ
れ
も

祭
り
当
日
の
運
行
の
通
り
で
あ
る
。
境
内
を
ぐ
る
り
と
ま
わ
り
、
恵え

び

す
比
寿
坂
の
所

ま
で
来
る
と
再
び
早
打
ち
に
な
る
。

　
こ
の
早
打
ち
は
、
祭
り
前
の
一
年
間
に
不
幸
の
あ
っ
た
家
の
前
を
通
過
す
る
場

合
に
も
行
わ
れ
る
。
こ
れ
に
限
ら
ず
、
皆
月
で
は
神
事
に
お
い
て
死
は
「
忌
み
」

と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
祭

り
そ
の
も
の
は
も
ち
ろ

ん
、
準
備
に
お
い
て
も
そ

れ
は
同
じ
で
あ
っ
た
。
不

幸
が
あ
っ
て
か
ら
一
年
間

は
準
備
を
含
め
て
、
祭
り

に
関
わ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
近
年
で
は
担
い
手
の

不
足
を
補
う
観
点
か
ら
、

四
十
九
日
を
過
ぎ
れ
ば
参

加
す
る
こ
と
が
で
き
る
環

境
と
な
っ
て
い
る
。
と
は

い
え
四
十
九
日
と
い
う
仏

教
思
想
に
基
づ
く
期
間
設

定
に
つ
い
て
は
、
否
定
的

な
者
も
い
る
。

8-18-1

８ 

バ
ン
ナ
ラ
シ

　
バ
ナ
ラ
シ
と
も
い
い
、
漢
字
で
書
け
ば
「
場
馴
ら
し
」
と
な
る
だ
ろ
う
。
バ
ン

ナ
ラ
シ
は
、
八
月
四
日
か
ら
祭
り
の
前
日
ま
で
毎
日
続
け
ら
れ
る
。
午
後
五
時
か

ら
子
供
た
ち
が
、
小こ

だ
い
こ

太
鼓
と
鉦か

ね

を
も
っ
て
ヤ
マ
と
同
じ
コ
ー
ス
を
回
る
行
事
で
あ

8-08-0
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９ 
御お

か
り
や

仮
屋
、
人に

ん
そ
く足
仕
事

　
人に

ん
そ
く足
（
村
の
各
組
ご
と
に
割
り
ふ
ら
れ
た
働
き
手
）
の
仕
事
は
八
、

九
日
に
集
中
し
て
お
り
、
大
き
く
四
つ
に
分
か
れ
る
。

　
ま
ず
、
浜
や
神
社
の
境け

い
だ
い内
、
参
道
の
清せ

い
そ
う掃
で
あ
る
。
こ
の
作
業
は
、

八
日
の
早
朝
か
ら
始
ま
る
。
浜
で
は
寄
っ
て
き
た
ゴ
ミ
を
片
づ
け
、
境

内
で
は
草
を
刈
り
、
社
殿
の
内
外
を
整
え
る
。
宮
に
続
く
坂
道
で
は
、

曳ヤ

マ山
の
巡じ

ゅ
ん
こ
う行
に
際
し
て
、障
害
と
な
る
木
の
枝
を
切
り
落
と
し
て
お
く
。

　
次
に
境け

い
だ
い内
や
村
の
各
所
で
の
飾か

ざ

り
つ
け
を
行
う
。
こ
れ
ら
の
作
業
の

中
心
は
女
性
が
担
う
。
社
殿
に
は
祭
り
用
の
幕
を
張
り
、
鳥
居
の
前
に

は
奉ほ

う
の
う納
旗
を
設
置
す
る
。
奉
納
旗
は
、
後
に
述
べ
る
御お

か
り
や

仮
屋
の
前
と
日

吉
神
社
の
銘め

い
せ
き石
が
あ
る
海
岸
道
路
の
横
に
も
飾か

ざ

る
。
ま
た
、
九
日
の
午

後
か
ら
、
タ
ケ
の
ハ
タ
や
吹
き
流
し
の
括く

く

り
つ
け
、
ア
テ
葉
や
松
の
木

に
サ
ル
コ
を
結
わ
え
る
作
業
も
こ
れ
に
含
ま
れ
る
。

　
三
番
目
に
御お

か
り
や

仮
屋
の
設
置
で
あ
る
。
御お

か
り
や

仮
屋
と
は
文
字
通
り
、
神み

こ
し輿

が
宵よ

い
ま
つ祭
り
の
夜
に
一
泊
す
る
仮
設
の
小
屋
の
こ
と
で
あ
る
。
御
仮
屋
前

に
は
奉ほ

う
の
う納
旗
や
旗
キ
リ
コ
、
鳥
居
が
並
ぶ
。
宵よ

い
ま
つ祭
り
の
夜
に
は
、
御ご

へ
い幣

ギ
リ
コ
が
神み

こ
し輿
を
迎
え
、
若
衆
が
神み

こ
し輿
を
担か

つ

い
で
往
復
す
る
。
祭
り
が

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
迎
え
る
空
間
で
あ
る
。

　
四
番
目
に
ヤ
マ
の
ネ
ジ
ン
カ
キ
や
ダ
シ
オ
コ
シ
で
あ
る
。
い
ず
れ
も

組
立
て
た
ヤ
マ
の
接
続
部
を
固
定
す
る
た
め
の
作
業
で
あ
る
。
御お

か
り
や

仮
屋

の
作
業
を
八
日
で
す
ま
せ
、
こ
ち
ら
の
作
業
を
九
日
に
行
う
こ
と
が
多

い
。
そ
の
具
体
的
な
作
業
は
、
七
四
ペ
ー
ジ
以
下
に
ゆ
ず
る
。
以
下
で

は
御
仮
屋
の
作
業
を
中
心
に
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

9-0 奉納旗が風に揺れる御仮屋前。すでに旗持の旗もおかれている9-0 奉納旗が風に揺れる御仮屋前。すでに旗持の旗もおかれている
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御お

か
り
や

仮
屋
の
部
材
も
宮
の
倉
庫
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
清せ

い
そ
う掃
が
終
わ
る
と
人
足
の

男
性
陣
は
、
部
材
を
ト
ラ
ッ
ク
で
集
会
所
の
駐
車
場
に
運
び
だ
す
（
写
真9-1

）。

御
仮
屋
は
、
ち
ょ
う
ど
集
会
所
の
前
の
路
上
に
立
て
る
た
め
都
合
が
よ
い
。
か
つ

て
は
本
町
の
砂
浜
の
上
に
建
て
ら
れ
て
い
た
。
環
境
は
大
き
く
変
わ
っ
た
が
、
位

置
的
に
は
現
在
も
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
と
い
う
。
実
際
、
集
落
内
か
ら
海
に
向
か
っ

て
伸
び
る
道
路
の
う
ち
、
御お

か
り
や
し
ょ
う
じ

仮
屋
小
路
と
呼
ば
れ
る
小
路
か
ら
は
、
現
在
で
も
御

仮
屋
の
姿
が
見
通
せ
る
。
ま
た
、
御
仮
屋
の
正
面
を
デ
ム
ラ
の
神し

ん
め
い明
社
と
向
か
い

あ
う
よ
う
に
立
て
る
。
山さ

ん
の
う
ご
ん
げ
ん

王
権
現
が
男
の
神
様
で
、神し

ん
め
い明
社
が
女
の
神
様
な
の
で
、

七た
な
ば
た夕
の
故
事
に
な
ぞ
っ
た
も
の
と
説
明
し
て
く
れ
る
話
者
も
い
た
。
近
年
で
は
、

八
日
の
午
後
に
御
仮
屋
を
立
て
る
こ
と
が
多
い
が
、
年
に
よ
っ
て
は
九
日
の
午
前

中
に
済
ま
せ
る
こ
と
も
あ
る
。

　
御お

か
り
や

仮
屋
も
基
本
は
木
の
部
材
を
組
み
合
わ
せ
て
立
て
る
。
各
々
の
部
材
は
、「
海

縦
三
」
や
「
山
横
二
」
と
い
う
ふ
う
に
然し

か

る
べ
き
場
所
が
記
さ
れ
て
い
る
。
御
仮

屋
だ
け
で
な
く
、
祭
り
で
は
右
、
左
と
い
っ
た
向
か
い
合
っ
た
者
同
士
で
逆
に
な

る
指
標
は
使
わ
な
い
。
必
ず
海
側
、山
側
、な
い
し
は
ニ
シ
デ
側
、本
町
側
と
い
っ

た
地
理
的
な
指し

ひ
ょ
う標
を
作
業
中
も
用
い
る
。
部
材
に
記
さ
れ
た
名
称
に
沿
っ
て
所
定

9-1 宮の倉庫から運びだし、集会所の駐車場に仮置きされた御仮屋の
部材

9-2 御仮屋の骨組みを組立てる様子。棟
む な ぎ

木をクレーン車で吊りさげて
いる

9-39-3
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の
場
所
に
配
置
し
て
い
き
、
下
部
か
ら
縦た

て
ば
し
ら柱
と
横
柱
を
組
み
合
わ
せ
て
い
く
。

　
部
材
の
一
部
に
は
金
具
で
固
定
す
る
場
所
も
あ
る
が
、
多
く
の
部
位
は
柱
同
士

を
接
合
し
、
ワ
ラ
縄
で
固
定
す
る
。
も
っ
と
も
、
写
真9-2

で
も
わ
か
る
よ
う
に

御お
か
り
や

仮
屋
の
部
材
の
な
か
に
は
、
か
な
り
大
き
い
も
の
が
あ
る
。
と
り
わ
け
、
屋
根

の
梁は

り

な
ど
は
人
が
抱
え
て
こ
の
高
さ
に
運
び
こ
む
の
は
む
つ
か
し
い
。
そ
の
た

め
、
現
在
の
組
立
て
で
は
、
地
元
の
建
設
会
社
か
ら
借
り
た
ク
レ
ー
ン
車
を
使
っ

て
、
部
材
を
持
ち
あ
げ
る
。
脚き

ゃ
た
つ立
な
ど
も
駆く

し使
し
て
、
御お

か
り
や

仮
屋
を
組
立
て
る
が
、

高こ
う
れ
い
か

齢
化
の
進
む
皆
月
で
は
今
後
の
課
題
と
な
る
作
業
で
あ
る
。

　
御お

か
り
や

仮
屋
の
部
材
を
組
立
て
終
わ
る
と
、
屋
根
に
は
防
水
加
工
し
た
白
い
ビ
ニ
ー

ル
シ
ー
ト
を
か
ぶ
せ
る
。
こ
の
時
も
、
写
真9-4

の
よ
う
に
ク
レ
ー
ン
車
が
活
躍

す
る
。
正
面
以
外
の
三
方
に
は
、
屋
根
と
同
じ
白
い
色
の
胴ど

う

幕
を
張
り
巡
ら
し
、

正
面
に
は
紺こ

ん
い
ろ色
の
面
幕
を
飾か

ざ

る
。
ま
た
、
御
仮
屋
の
作
業
と
並
行
し
て
、
御
仮
屋

前
の
奉ほ

う
の
う納
旗
の
飾
り
つ
け
の
準
備
も
行
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
御
仮
屋
の
手
前
に

あ
る
柵さ

く

の
よ
う
な
丈
の
低
い
部
材
は
、
横
柱
に
穴
が
空
い
て
い
る
。
神み

こ
し輿
の
行
列

に
随ず

い
こ
う行
す
る
旗
持
ち
が
も
つ
四し

し
ん神
の
祭
り
旗
と
紅
色
の
祭
り
旗
を
、
神
輿
の
一
行

が
到
着
す
る
と
こ
こ
に
挿
し
て
飾か

ざ

る
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
こ
こ
に
ハ
タ
が
あ
る

9-4,5 クレーン車でシートを吊
つ

るしあげ、屋根に設置する。正面の
留め金に固定すれば、巴

ともえ

の印も正面にくる

9-6 胴幕をかけ終わると面幕も飾る。写真に見える色鮮やかな紺色の面
は内側で、色あせしていない

9-49-49-59-5

9-79-7
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の
を
目
に
す
る
の
は
、
実
質
的
に
は
本
祭
り
の
日
だ
け
で
あ
る
。

　
御お

か
り
や

仮
屋
の
前
に
は
高
さ
の
異
な
る
三
対つ

い

の
奉ほ

う
の
う
き

納
旗
が
飾か

ざ

ら
れ
る
、
重お

も
し石
を
新
橋

の
た
も
と
か
ら
転
が
し
、
支
柱
を
集
会
所
の
裏
か
ら
運
ん
で
く
る
。
支
柱
に
も
そ

れ
ぞ
れ
場
所
と
用
途
が
記
さ
れ
て
お
り
、
旗
ご
と
の
柱
が
決
ま
っ
て
い
る
。
支
柱

の
先
に
松
を
飾か

ざ

り
、
旗
を
あ
げ
る
滑か

っ
し
ゃ車
を
取
り
つ
け
る
。
ま
た
、
三
方
か
ら
支
柱

を
張
る
た
め
の
オ
シ
ミ
も
取
り
つ
け
る
。
支
柱
の
根
元
を
重
石
に
入
れ
る
と
慎

し
ん
ち
ょ
う重

に
重お

も
し石
を
お
こ
し
な
が
ら
支
柱
を
立
て
る
。
オ
シ
ミ
を
各
々
の
場
所
で
固
定
す
る

と
と
も
に
、
滑
車
か
ら
の
ロ
ー
プ
を
旗
に
結
べ
ば
準
備
が
完
了
す
る
。
奉
納
旗
の

準
備
が
整
う
と
、
御お

か
り
や

仮
屋
前
の
空
に
は
、
複
雑
な
幾き

か
が
く
も
よ
う

何
学
模
様
が
描
か
れ
る
こ
と

に
な
る
（
写
真9-9

）。

　
な
お
、
神
社
の
鳥
居
前
の
奉ほ

う
の
う納
旗
と
海
岸
道
路
の
前
の
奉
納
旗
は
、
前
日
の
祭

り
の
準
備
か
ら
飾か

ざ

ら
れ
て
い
る
（
写
真9-10

）。

9-8 御仮屋前の奉納旗などの準備。手前に海側の支柱が立
ち、山側の柱の準備を行なっている。奉納旗は御仮屋に近い
2 組が高く、そのあとの 2 組が短い。まず、御仮屋に近い旗
から位置を定めて立てていくと、オシミも張りやすい

9-9 御仮屋前に立ち並んだ支柱。海側（手前）と山側がそれ
ぞれ 4 本ずつ並んでいるが、一番奥の支柱は、旗キリコの
支柱である。旗自体は柱の基部に滑車とタガをつけた状態で
たたまれている。支柱の先にもそれぞれ松が飾られている。
これらの旗が風にたなびくのは、10 日の朝である

9-10 宮の前の奉納旗を飾りつける。こちらの作業
は 9 日の午後、社殿の飾りつけと同じ時に行われ
ている。写真からもわかるように、こちらの支柱は
作り置きの物なので、重石などを運んでくる必要は
ない
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10 

曳ヤ

マ山
タ
テ

　
か
つ
て
曳ヤ

マ山
タ
テ
は
、中
学
三
年
生
の
大た

い
し
ょ
う将
を
中
心
と
す
る
子
供
達
に
と
っ
て
、

準
備
期
間
中
最
大
の
イ
ベ
ン
ト
だ
っ
た
。
高
校
生
が
手
伝
う
こ
と
も
あ
っ
た
が
、

基
本
的
に
未
成
年
た
ち
に
作
業
が
任
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
現
在
で
は
驚
き
と
言

わ
ざ
る
を
え
な
い
。　

　
ヤ
マ
の
組
立
て
も
、
宮
の
倉
庫
か
ら
部
材
を
運
び
出
す
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。

部
材
は
倉
庫
内
の
御お

か
り
や

仮
屋
の
部
材
の
向
か
い
側
に
ま
と
め
て
保
管
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ら
を
拝は

い
で
ん殿
横
の
草
地
に
置
い
て
い
く
。
部
材
の
配
置
は
、
ヤ
マ
タ
テ
の
作
業

に
合
わ
せ
て
、
都
合
の
よ
い
場
所
を
選
ぶ
。
中
心
的
な
場
所
に
は
四
本
の
車
輪
を

お
き
、
そ
の
近
く
に
は
車し

ゃ
じ
く軸
や
土
台
と
な
る
部
分
の
部
材
を
置
く
。
部
材
は
車
輪

や
車し

ゃ
じ
く軸
を
合
わ
せ
る
と
五
〇
近
く
に
な
る
。
こ
れ
以
外
に
も
、
タ
カ
ヤ
マ
と
シ
タ

ヤ
マ
の
床
と
な
る
木
板
と
ベ
ニ
ア
板
の
部
材
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
材

に
は
、
前
右
、
中
左
と
い
っ
た
所
定
の
位
置
を
示
す
文
字
が
彫
ら
れ
た
り
、
墨す

み

で

書
き
こ
ま
れ
た
り
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文
字
に
し
た
が
っ
て
、
ヤ
マ
の
前
後
左

右
に
部
材
を
仮
置
き
す
る
。
ち
な
み
に
縦た

て
ば
し
ら柱

は
ヤ
マ
を
正
面
か
ら
見
た
と
き
に
こ

の
書
き
こ
み
の
文
字
が
見
え
る
方
向
に
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
車
輪
と
車

軸
は
ケ
ヤ
キ
の
木
、
そ
れ
以
外
は
ア
テ
の
木
で
作
ら
れ
て
い
る
。

　
作
業
で
は
、
ま
ず
四
つ
の
車
輪
を
据
え
、
そ
の
車
軸
に
潤じ

ゅ
ん
か
つ
ゆ

滑
油
と
な
る
グ
リ
ス

を
塗
る
。
グ
リ
ス
を
塗ぬ

る
際
に
は
、
使
え
な
く
な
っ
た
ハ
タ
の
布
が
、
雑
巾
代
わ

り
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
近
年
で
は
、
ハ
タ
自
体
が
不
足
し
て

い
る
た
め
、
ゴ
ム
手
袋
を
用
意
す
る
青
年
会
員
も
い
る
。
グ
リ
ス
を
塗ぬ

り
終
わ
る

と
ヤ
マ
の
組
立
て
が
始
ま
る
。
ま
ず
車
輪
に
車し

ゃ
じ
く軸
を
挿そ

う
に
ゅ
う入
す
る
。
車
輪
が
大
き
い

の
で
、
何
人
か
が
車
輪
を
立
て
た
状
態
に
保
ち
、
車
軸
を
少
し
浮
か
せ
る
よ
う
に

し
て
挿
入
す
る
。
バ
ラ
ン
ス
が
難
し
い
が
、
車
軸
に
も
グ
リ
ス
が
付
い
て
い
る
た

10-0 車軸を担ぎあげる
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10-1 車輪の内側にグリス（潤
じゅんかつゆ

滑油）を塗りこむ10-2 車軸を車輪にはめる作業

10-4 前後の車軸に横柱をつなぐ。土台となるこの部分は、抜けない
ように木釘を打ちこんで固定する

10-3 ワラ縄で車軸部を持ち上げ、適
当なところで、車輪を押し入れる

10-6 仮置きされた縦柱。この前後左右に横柱を同時に入れなければ
ならない。この年は、最初の段取りが悪く、横柱を探している

10-5 車輪の外側にも横柱をすえ、
木釘で固定する
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め
直
接
手
で
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
年
に
よ
っ
て
は
、
車し

ゃ
じ
く軸
の
部
分
を

ワ
ラ
縄
で
持
ち
あ
げ
て
挿そ

う
に
ゅ
う入
す
る
こ
と
も
あ
る
（
写
真10-3

）。

　
次
に
こ
の
前
後
の
車し

ゃ
じ
く軸
を
つ
な
ぐ
柱
を
差
し
こ
む
（
写
真10-4

）。
車
輪
の
外
側

に
も
各
々
、
横
柱
を
接
続
す
る
。
柱
に
は
木き

く
ぎ釘
を
か
ま
せ
て
固
定
を
強
化
す
る
（
写

真10-5

）。
こ
う
し
て
ヤ
マ
の
土
台
が
完
成
す
る
。

　
さ
ら
に
縦た

て
ば
し
ら柱

を
入
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
ま
ま
は
め
こ
ん
で
は
い
け
な
い
。
こ
の
縦

柱
に
は
前
後
に
二
本
、
左
右
に
三
本
の
横
柱
（
う
ち
一
本
は
柱
と
い
う
よ
り
は
板
）

を
挟
ま
な
い
と
い
け
な
い
。
完
全
に
固
定
し
て
し
ま
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
柱
が
入
ら

な
い
の
で
あ
る
。
人
数
を
集
め
て
前
後
左
右
の
横
柱
を
抱
え
、
縦
柱
に
組
み
こ
ん
で

か
ら
、
縦た

て
ば
し
ら柱
を
土
台
の
穴
に
は
め
こ
む
（
写
真10-7

）。
こ
の
過
程
が
無
事
に
終
わ

る
と
タ
カ
ヤ
マ
の
部
分
の
組
立
て
に
入
る
。
縦た

て
ば
し
ら柱

を
ヤ
マ
の
左
右
に
加
え
る
が
、

こ
れ
ら
は
左
右
で
長
さ
が
異
な
る
。
短
い
柱
の
面
は
、
ヤ
マ
の
出
入
り
口
と
し
て

使
用
さ
れ
る
場
所
に
な
る
。
も
う
一
方
の
長
い
柱
の
面
に
は
、石
垣
の
板
を
す
え
、

そ
の
上
に
も
横
柱
を
重
ね
る
（
写
真10-9,10

）。

　
中
央
部
に
も
横
柱
を
据
え
つ
つ
、
ヤ
マ
の
両
側
に
斜な

な

め
の
柱
を
挿そ

う
に
ゅ
う入
す
る
と
ほ

ぼ
舟
形
の
ヤ
マ
の
形
が
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
く
ら
い
に
仕
上
が
っ
て
く
る
。
ま
た
ヤ

マ
の
中
央
部
に
は
、石
垣
の
上
と
同
じ
高
さ
の
横
柱
を
据
え
る
。最
終
的
に
は
各
々

の
床
面
に
ベ
ニ
ヤ
板
を
は
め
こ
む
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
タ
カ
ヤ
マ
の
半
分
は

二
層
式
に
な
り
、
石
垣
の
板
の
高
さ
の
分
（
約
三
〇
㎝
）、
空
間
が
で
き
る
。
こ

の
ス
ペ
ー
ス
に
は
オ
リ
ナ
ワ
や
ナ
ッ
ト
ウ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
余
っ
た
提
灯
な

10-7 左手が左右の 2 本の横柱、右奥が 3 本の横柱を差しこん10-7 左手が左右の 2 本の横柱、右奥が 3 本の横柱を差しこん
でいるところ、全体を差しこんでから縦柱を固定するでいるところ、全体を差しこんでから縦柱を固定する

10-8 縦柱の上にも横柱をすえる10-8 縦柱の上にも横柱をすえる

10-9 さらに前後の横柱もすえてから、左右の縦柱を加える。10-9 さらに前後の横柱もすえてから、左右の縦柱を加える。
こちらは長い方の縦柱こちらは長い方の縦柱

10-10 この柱の上に石垣を表わした板をおく10-10 この柱の上に石垣を表わした板をおく
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10-11 出入口側の柱や中央の横柱も据えていく10-12 石垣の上に柱を据え、同じ高さに中柱も設置する

10-13 前後に斜
なな

めの柱を挿
そうにゅう

入して固定する。全体的なゆがみなど
ではまりにくい場合には、巨大な木

き づ ち

槌などを用いる

ど
の
道
具
類
を
つ
み
こ
む
場
所
に
な
る
。

　
タ
カ
ヤ
マ
の
細
か
な
部
材
を
取
り
つ
け
つ
つ
、
前
後
の

三
本
の
斜な

な

め
の
柱
の
先
に
横
柱
を
据
え
て
固
定
す
れ
ば

と
り
あ
え
ず
の
完
成
で
あ
る
（
写
真10-14,15

）。
な
お
、

シ
タ
ヤ
マ
の
床
板
と
タ
カ
ヤ
マ
の
床
部
分
の
ベ
ニ
ア
板
の

パ
ー
ツ
は
こ
の
時
点
で
は
配
置
し
な
い
。
ネ
ジ
ン
カ
キ
の

際
に
再
び
取
り
外
し
て
作
業
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら

で
あ
る
。

　
か
つ
て
は
、
試し

こ
う
さ
く
ご

行
錯
誤
を
繰
り
返
し
て
何
時
間
も
費
や

し
た
ヤ
マ
タ
テ
だ
が
、
青
年
会
が
受
け
持
つ
よ
う
に
な
っ

て
か
ら
は
四
十
分
か
ら
四
十
五
分
ほ
ど
で
完
成
す
る
。
む

し
ろ
近
年
の
青
年
会
員
た
ち
の
課
題
は
、
次
に
見
る
ネ
ジ

ン
カ
キ
の
手
順
を
把は

あ
く握
す
る
こ
と
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

10-14 斜
なな

めの柱を調整する

10-15 斜めの柱の先に横柱をはめこむ。不安
定な足場のため、力が入りにくい
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10-17 最後に石垣側の縦柱 2 本と横柱
に、ボルトを通して固定する。本来、ヤ
マには金物を使わなかったのだが、経年
の劣化によって、接合部が緩

ゆる

んできたた
め、10 年ほど前にこのような措

そ ち

置をとっ
た。外側からボルトを差しこみ、内側で
ナットを締

し

める

10-16 組立てがほぼ完成し、長めのボルトを差しこむ位置を
確認しているところ

10-18 ヤマタテが完了した状態、この年は、シタヤマの床板もはめこんでいる10-18 ヤマタテが完了した状態、この年は、シタヤマの床板もはめこんでいる
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11 

ネ
ジ
ン
カ
キ
と
ダ
シ
オ
コ
シ

　
人に

ん
そ
く足
が
担
っ
て
い
た
重
要
な
作
業
と
し
て
、
ネ
ジ
ン
カ
キ
と
ダ
シ
オ
コ
シ
が
あ

る
。い
ず
れ
も
曳ヤ

マ山
の
接
続
部
を
太
い
ロ
ー
プ
を
用
い
て
固
定
す
る
作
業
で
あ
る
。

現
在
は
地
区
の
有
志
と
青
年
会
も
参
加
し
て
一
連
の
作
業
に
あ
た
っ
て
い
る
。
ま

ず
、
ネ
ジ
ン
カ
キ
は
、
ヤ
マ
の
各
部
に
端は

し

を
輪
に
結
ん
だ
太
い
ロ
ー
プ
を
括く

く

り
つ

け
る
。
こ
の
ロ
ー
プ
の
輪
を
幾い

く
え重
に
も
巻
く
こ
と
で
、
ヤ
マ
の
接
続
部
を
締し

め
あ

げ
て
固
定
す
る
。

　
ネ
ジ
ン
カ
キ
の
ロ
ー
プ
は
、
⑴
タ
カ
ヤ
マ
と
車し

ゃ
じ
く軸
ご
と
に
計
四
ヵ
所
、
⑵
ヤ
マ

の
前
と
後
で
、
斜な

な

め
に
ク
ロ
ス
す
る
よ
う
に
二
ヵ
所
ず
つ
、
ま
た
、
⑶
シ
タ
ヤ
マ

の
床
の
下
で
ヤ
マ
の
四
方
の
柱
を
ク
ロ
ス
さ
せ
て
二
ヵ
所
、
シ
タ
ヤ
マ
天
井
部
も

同
様
に
二
ヵ
所
を
括く

く

り
つ
け
る
。
よ
っ
て
ネ
ジ
ン
カ
キ
で
は
、
計
一
二
本
の
ロ
ー

プ
が
必
要
と
な
る
。
ま
た
、
ね
じ
っ
た
ロ
ー
プ
を
固
定
す
る
た
め
の
ネ
ジ
ン
棒
と

呼
ば
れ
る
木
の
棒
も
同
じ
だ
け
必
要
に
な
る
。
ネ
ジ
ン
カ
キ
は
こ
れ
ら
の
ロ
ー
プ

に
ワ
ラ
縄
を
巻
き
つ
け
る
準
備
か
ら
始
ま
る
。
ワ
ラ
縄
を
巻
く
の
は
一
本
の
ロ
ー

プ
に
つ
き
二
ヵ
所
ず
つ
で
あ
る
。
ヤ
マ
の
部
材
に
直
接
触
れ
る
部
分
か
車し

ゃ
じ
く軸
に
通

す
際
に
グ
リ
ス
が
つ
く
部
分
に
あ
た
る
。

　
ロ
ー
プ
の
準
備
が
で
き
る
と
車し

ゃ
じ
く軸
と
タ
カ
ヤ
マ
と
の
ネ
ジ
ン
カ
キ
か
ら
始
め

る
。
ロ
ー
プ
は
ギ
リ
ギ
リ
の
長
さ
に
調
整
さ
れ
て
い
る
た
め
、
一
人
の
力
で
は
、

車し
ゃ
じ
く軸
に
通
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
宮
に
あ
る
ネ
ジ
ン
カ
キ
用
の
道
具
を
用

い
る
。
太
く
て
丸
い
木
の
棒
に
雨
ど
い
に
用
い
る
よ
う
な
金
属
板
を
は
め
こ
ん
だ

作
り
で
あ
る
。
木
か
ら
と
び
出
た
部
分
は
、
下
部
の
一
部
を
残
し
て
削け

ず

り
取
っ
て

あ
り
、
巨
大
な
フ
ォ
ー
ク
か
ス
プ
ー
ン
の
よ
う
な
形
状
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
作

業
の
た
め
に
臨
機
応
変
に
作
り
出
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。

　
こ
の
道
具
に
ロ
ー
プ
の
一
方
を
通
し
て
お
き
、
車し

ゃ
じ
く軸
の
下
部
に
金
属
板
の
飛
び

11-0 ネジンカキの作業の様子11-0 ネジンカキの作業の様子
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出
た
部
分
を
重
ね
合
わ
せ
る
。
ロ
ー
プ
を
巨
大
な
木き

づ
ち槌
な
ど
で
押
し
出
し
て
車し

ゃ
じ
く軸

に
は
め
こ
む
。
全
体
の
位
置
を
調
整
し
た
う
え
で
、
ロ
ー
プ
の
中
程
に
ネ
ジ
ン
棒

を
か
ま
せ
て
何
重
に
も
回
し
て
い
く
。そ
し
て
、こ
れ
以
上
回
ら
な
い
ほ
ど
に
ロ
ー

プ
を
締し

め
つ
け
た
う
え
で
、
ネ
ジ
ン
棒
が
戻
ら
な
い
よ
う
に
ヤ
マ
の
縦た

て
ば
し
ら柱
に
ワ
ラ

縄
で
強
く
固
定
す
る
（
写
真11-7,8

）。

　
四
本
の
車し

ゃ
じ
く軸
が
終
わ
る
と
ヤ
マ
の
前
後
の
ネ
ジ
ン
カ
キ
に
移
る
。
こ
ち
ら
も
、

ヤ
マ
の
上
部
と
斜な

な

め
下
の
車
軸
に
ロ
ー
プ
を
通
す
の
で
、
途
中
ま
で
の
作
業
は
同

じ
で
あ
る
。
車
軸
と
ヤ
マ
の
柱
に
通
し
た
ロ
ー
プ
の
中
程
を
巻
き
締し

め
て
い
き
、

最
後
に
ヤ
マ
の
横
柱
の
中
程
に
ワ
ラ
縄
で
固
定
し
て
い
る
。
一
本
の
ロ
ー
プ
に
つ

き
、
ネ
ジ
ン
棒
は
一
本
な
の
で
、
写
真11-13

の
よ
う
に
左
右
対
称
の
よ
う
な
姿

で
固
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
三
番
目
の
作
業
で
も
交
差
さ
せ
た
場
所
か
ら
適
当
な
距き

ょ
り離
の
と
こ
ろ
で
ネ
ジ
ン

棒
を
か
ま
せ
て
巻
き
締し

め
る
。
た
だ
、
こ
の
ネ
ジ
ン
棒
は
、
各
々
の
床
面
に
接
す

る
た
め
、
固
定
す
る
柱
が
な
い
。
そ
こ
で
、
し
っ
か
り
と
ね
じ
っ
た
あ
と
で
、
ネ

ジ
ン
の
片
側
に
ワ
ラ
縄
を
か
ま
せ
、
ク
ロ
ス
し
て
い
る
も
う
一
方
の
ロ
ー
プ
に
結

び
つ
け
て
固
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
作
業
を
行
う
た
め
に
、ネ
ジ
ン
カ
キ
は
、

二
本
の
ロ
ー
プ
を
同
時
並
行
し
て
回
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
（
写
真11-3

）。

　
そ
の
他
に
、
天て

ん
し
ゅ
か
く

守
閣
に
つ
い
て
も
天
守
の
一
番
上
の
パ
ー
ツ
か
ら
、
ヤ
マ
の
下

の
柱
に
ネ
ジ
ン
を
通
し
、
固
定
す
る
作
業
も
あ
る
（
後
述
）。
ネ
ジ
ン
を
カ
ク
作

業
は
い
ず
れ
も
力
仕
事
で
あ
り
、
同
時
に
危
険
が
と
も
な
う
。

11-1 ネジンカキのロープにワラ縄を巻く作業。巻く場所は経
験的なもので、人によって意見が異なることもある

11-2 倉庫に保管されているネジン棒。ケヤキの枝を使うとさ
れるが、右端の 2 本はサクラの枝によるものである。凹

へこ

みを
入れた部分にロープをかませてねじっていく

11-3 シタヤマにかけたネジンのようす。ロープが幾重にもね
じられ、そのロープにネジン棒が固定されている
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□ 

車
軸
の
ネ
ジ
ン
カ
キ 

□
11-4 車

しゃじく

軸とタカヤマに巻いた
状態での長さをはかる

11-6 ネジン棒に別のロープをつなぎ、ギリギリまで回す

11-5 短めに縛ったロープを道具を使って車軸に通し、ネジン
をカイていく　左側では前後のネジンを車軸に通している

11-7 ネジン棒をワラ縄で縦柱に
縛
しば

りつけ固定する

11-8 縦柱に固定された
ネジン棒

11-9 車軸とタカヤマのネジンをカイた状態11-9 車軸とタカヤマのネジンをカイた状態
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□ 

前
後
の
ネ
ジ
ン
カ
キ 

□11-10 ロープにネジン棒を入れてねじっている。前後の
ネジンは、必ず車軸のネジンの上にロープをかぶせる

11-12 2 本目のネジンをカキ終わり、ネジン棒を固定する。前後のネジンカキでは、ネジン棒
を横柱にワラ縄で固定する

11-11 柱と柱の間に棒をまわして、ネジンを
カクが、徐々に回しにくくなる

11-14 横柱に固定された
ネジン棒

11-13 前後のネジンをカイた状態。特徴的な11-13 前後のネジンをカイた状態。特徴的な
×印が現れる×印が現れる
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□ 

天て
ん
し
ゅ
か
く

守
閣
の
ネ
ジ
ン
カ
キ 

□

11-18 天守閣につなげたロープもネジンをかける
か、ターンバックルを使って固定する

11-17 ３段目を据えて内側からロープを通す

11-16 天守閣の一面は板に隠
れるため、屋根がついていな
い。ここには、1978（昭和
53）年をはじめ、修

しゅうぜん

繕した
年の銘

めい

が記されている
11-15 最初に天

てんしゅかく

守閣用の板をタカヤマに据え、その上に天守閣の
パーツを設置する

　
天て

ん
し
ゅ
か
く

守
閣
は
タ
カ
ヤ
マ
の
後
方
に
設
置
す
る
。
大
中

小
の
三
層
の
パ
ー
ツ
に
分
か
れ
て
お
り
、
一
番
下
の

層
に
は
城
の
石
垣
部
分
が
付
加
さ
れ
て
い
る
（
写
真

11-15

）。
こ
れ
ら
三
つ
の
パ
ー
ツ
を
積
み
木
の
よ
う

に
上
に
乗
せ
て
い
く
と
、
全
体
で
は
二
メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
高
さ
に
な
る
。

　
一
番
上
の
パ
ー
ツ
の
側
面
を
貫つ

ら
ぬく
穴
が
二
ヵ
所
あ

け
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
両り

ょ
う
た
ん端
を
白
く
着
色
し
た
ネ

ジ
ン
棒
を
通
す
。そ
の
ネ
ジ
ン
棒ぼ

う

に
ロ
ー
プ
を
通
し
、

シ
タ
ヤ
マ
の
下
部
で
結
ぶ（
写
真11-17

）。そ
の
ロ
ー

プ
に
ネ
ジ
ン
棒
を
入
れ
る
こ
と
で
、
天て

ん
し
ゅ
か
く

守
閣
の
上
の

パ
ー
ツ
が
下
の
各
パ
ー
ツ
を
抑
え
つ
け
る
。
こ
の
力

で
天
守
閣
全
体
が
は
ず
れ
な
い
仕
組
み
に
な
っ
て
い

る
。
ち
な
み
に
近
年
で
は
、
こ
の
ロ
ー
プ
を
固
定
す

る
際
に
も
、
タ
ー
ン
バ
ッ
ク
ル
（
写
真11-18

）
が

用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
天て

ん
し
ゅ
か
く

守
閣
を
か
た
ど
っ
て
い
る
の
で
、
上
の
屋
根
に

は
鯱し

ゃ
ち
ほ
こ鉾
を
据
え
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
二
つ
の

鯱し
ゃ
ち
ほ
こ
鉾
を
屋
根
に
差
し
こ
み
、
留と

め
が
ね金
を
通
し
て
天
守
に

固
定
す
る
。
さ
ら
に
天
守
の
屋
根
の
四
方
に
も
サ
ル

コ
を
飾か

ざ

る
。
こ
の
サ
ル
コ
は
、
三
つ
の
サ
ル
コ
を
糸

で
つ
な
げ
た
独
特
の
形
を
し
て
い
る
。
天て

ん
し
ゅ
か
く

守
閣
は
三

層
な
の
で
計
一
二
個
必
要
と
な
る
。
準
備
の
時
に
よ

く
足
り
な
い
と
騒
ぎ
に
な
る
の
が
、
こ
の
場
所
に
飾か

ざ

る
サ
ル
コ
で
あ
る
。
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□ 

ダ
シ
ダ
ケ 

□

11-22 編んだダシダ
ケ を 取 り つ け た 状
態。このままでは、
柱 の 下 に 隙

す き ま

間 が あ
り、危険である
11-23 タケを継ぎ足
して編みなおす。隙
間 を 埋 め る と と も
に、中柱に合わせて
タ ケ の 一 部 を 割 っ
て、平たくしてある

　
ダ
シ
ダ
ケ
と
は
、
二
つ
の
用
途
の
タ
ケ
の
呼
称
と

し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
一
つ
は
、
吹
き
流
し

と
ハ
タ
を
結
び
つ
け
、
タ
カ
ヤ
マ
の
上
に
立
て
る
タ

ケ
の
こ
と
で
あ
る
。
他
方
で
、
同
じ
タ
カ
ヤ
マ
の
斜な

な

め
部
分
の
床
面
に
設
置
す
る
タ
ケ
の
こ
と
も
ダ
シ
ダ

ケ
と
呼
ぶ
。

　
床
面
と
な
る
ダ
シ
ダ
ケ
に
は
、
ハ
タ
ダ
ケ
の
余
り

を
用
い
て
い
た
。
ハ
タ
ダ
ケ
の
寸
法
を
合
わ
せ
る
た

め
に
切
っ
た
残
り
の
幹
を
使
う
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ

ら
の
タ
ケ
を
タ
カ
ヤ
マ
の
幅
を
少
し
超
え
る
程
度
に

切
り
そ
ろ
え
て
い
く
。
そ
れ
を
短
冊
状
に
並
べ
た
う

え
で
、
中
央
と
左
右
の
計
三
ヵ
所
に
ワ
ラ
縄
を
用
い

て
結
び
つ
け
る
。
ワ
ラ
縄
を
二
本
用
意
し
、
互
い
違

い
に
巻
き
な
が
ら
タ
ケ
を
固
定
し
て
い
く
（
写
真

11-19

）。
あ
る
程
度
タ
ケ
を
結
び
終
え
る
と
一
旦
、

ヤ
マ
の
上
に
配
置
す
る
。
タ
カ
ヤ
マ
の
中
柱
が
あ
る

た
め
、
そ
の
部
分
を
避
け
て
タ
ケ
を
継
ぎ
足
す
必

要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
写
真11-22,23

）。
ま
た
、

柱
の
上
に
か
さ
ば
っ
た
タ
ケ
は
危
険
な
の
で
、
ハ
ン

マ
ー
な
ど
で
叩
い
て
平
ら
に
し
て
お
く
。

11-19 ダシダケを編む。３人同時に作業を進めなけれ
ばならない

11-21 ダシダケを括ったうえで、継ぎ足しに必要なタケの本数を確認する11-21 ダシダケを括ったうえで、継ぎ足しに必要なタケの本数を確認する

11-20 柱にダシダケを括る。タケ一筋ごとに
ワラ縄を柱に巻く根気のいる作業である

11-2211-2211-2311-23
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ダ
シ
オ
コ
シ
は
、
タ
カ
ヤ
マ
の
固
定
を
目
的
と
し
て
い

る
。
タ
カ
ヤ
マ
の
前
後
に
ロ
ー
プ
を
か
け
て
引
き
締し

め
、

タ
カ
ヤ
マ
の
斜な

な

め
の
柱
を
反
ら
せ
る
よ
う
に
し
て
固
定
す

る
。横
柱
に
接
し
て
い
る
斜
め
の
柱
が
反
り
返
る
こ
と
で
、

隙す
き
ま間
が
生
じ
る
。
そ
の
隙
間
に
拳こ

ぶ
し
が
入
る
か
入
ら
な
い
程

度
ま
で
柱
が
反
れ
ば
よ
い
。

　
現
在
の
や
り
方
は
、
二
〇
〇
六
、七
年
く
ら
い
か
ら
採

用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
タ
ー
ン
バ
ッ
ク
ル
を
取

り
つ
け
た
ロ
ー
プ
を
二
本
、
用
意
す
る
。
こ
の
ロ
ー
プ
の

先
は
輪
に
な
っ
て
お
り
、
タ
カ
ヤ
マ
の
柱
の
凸と

つ

部
に
通

せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
輪
を
タ
カ
ヤ
マ
の
前
後

の
横
柱
の
先
に
取
り
つ
け
、
タ
ー
ン
バ
ッ
ク
ル
を
巻
い
て

ロ
ー
プ
を
締し

め
て
い
く
（
写
真11-24,25

）。
斜な

な

め
の
柱

が
反
り
返
っ
て
タ
カ
ヤ
マ
の
幅
が
短
く
な
る
。
こ
の
斜な

な

め

に
取
り
つ
け
た
柱
が
、
横
柱
か
ら
五
セ
ン
チ
ほ
ど
浮
き
あ

が
れ
ば
、
十
分
と
さ
れ
る
。
ヤ
マ
の
両
側
が
ず
れ
て
い
れ

ば
、
ヤ
マ
に
ゆ
が
み
が
生
じ
る
た
め
、
左
右
の
引
き
締
め

る
量
を
調
節
し
な
が
ら
巻
い
て
い
く
。
巻
き
あ
が
っ
た

タ
ー
ン
バ
ッ
ク
ル
部
分
は
、
白
い
テ
ー
プ
を
巻
い
て
、
緩ゆ

る

み
を
防
止
す
る
と
と
も
に
、
突
起
部
分
に
よ
る
怪け

が我
の
予

防
と
す
る
。

□ 

ダ
シ
オ
コ
シ 

□

11-24,25 出 入 口
側 の タ カ ヤ マ に
ターンバックルを
取りつけたロープ
を固定し、締めて
いく
11-26 石垣側でも
ロープのダシオコ
シを行う、ロープ
の締まり具合を確
認している

11-2511-25 11-2411-24

11-2611-26
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ヤマの出入口

出 入 口 側

石 垣 側

シタヤマ

タカヤマ

石垣

城
じょうへき

壁 を 模 し た
板：狭間と下の
隙
す き ま

間はアテ葉を
飾って隠す

■ 
ネ
ジ
ン
カ
キ
・
ダ
シ
オ
コ
シ
作
業
完
成
図 

■
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□ 

タ
ケ
割
り 

□

11-32 巻きつけられたタケ11-32 巻きつけられたタケ

11-28,29 金具の凸部をタケの中心にあて、そのままタケを地面に叩き
つけると勢いで 6 面に割れる。節の部分などの微調整はのちほど行う

　
ヤ
マ
の
運
行
の
際
、
オ
シ
ミ
（
ヤ
マ
の
下
り
坂
で
の
速
度
調
整
や
バ
ラ
ン
ス
を

保
つ
綱つ

な

）
を
巻
き
つ
け
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
柱
（
一
本
は
木
製
で
取
り
外
し
が

で
き
る
）
に
は
、
竹
板
を
巻
い
て
綱つ

な

の
送
り
を
ス
ム
ー
ス
に
す
る
。
ヤ
マ
飾か

ざ

り
で

余
っ
た
タ
ケ
を
、道
具
（
写
真11-27

）
を
使
っ
て
六
片
に
割
り
、ヌ
イ
ゴ
で
編
む
。

柱
は
全
部
で
七
本
あ
る
が
、
近
年
、
オ
シ
ミ
の
綱
が
長
く
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ

り
、
一
度
の
み
、
あ
る
い
は
全
く
使
わ
な
い
柱
も
あ
る
た
め
、
柱
の
数
だ
け
竹
板

を
用
意
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
年
に
よ
っ
て
は
前
年
に
作
っ
た
竹
板
を
、
使

い
回
し
す
る
こ
と
も
あ
る
。

11-31 オシミ用の柱11-31 オシミ用の柱

11-27 タケを割る鉄製の道具

11-30 ヌイゴで編まれた竹板
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12 

曳ヤ

マ山
飾
り

　
八
月
一
〇
日
の
運
行
時
刻
表
に
は
、「
曳
山
飾
り 

午
前
五
時
半
」
と
書

い
て
あ
る
（
写
真5-7

～9

）。
し
か
し
、
五
時
半
に
は
、
す
で
に
何
人
か

の
若
い
衆
が
作
業
を
始
め
て
い
る
。早
朝
か
ら
集
う
メ
ン
バ
ー
の
多
く
は
、

毎
年
、
ほ
ぼ
決
ま
っ
て
い
る
。
青
年
会
の
役
員
と
そ
の
OB
た
ち
で
あ
る
。

作
業
中
の
ヤ
マ
を
見
上
げ
る
年
配
者
の
姿
も
ち
ら
ほ
ら
と
み
ら
れ
る
。

　
ヤ
マ
飾か

ざ

り
は
大
き
く
四
つ
に
分
か
れ
る
。
ま
ず
、
ヤ
マ
の
各
所
に
幕
を

飾
る
作
業
で
あ
る
。
次
ペ
ー
ジ
に
あ
る
よ
う
に
シ
タ
ヤ
マ
を
飾
る
胴ど

う
ま
く幕
、

タ
カ
ヤ
マ
の
周
囲
を
飾
る
面
幕
と
横
の
幕
、
さ
ら
に
ヤ
マ
の
前
後
を
飾か

ざ

る

四
枚
ず
つ
の
桐キ

リ

幕
が
あ
る
。
胴
幕
か
ら
面
幕
、
キ
リ
幕
と
順
に
飾
っ
て
い

く
。
二
番
目
に
ヒ
ヨ
コ
ダ
シ
の
取
り
つ
け
と
ア
テ
葉
を
括く

く

り
つ
け
る
作
業

が
あ
る
。
ヒ
ヨ
コ
ダ
シ
は
、
ヤ
マ
の
前
後
の
正
面
と
そ
の
両
横
の
斜な

な

め
に

な
っ
た
部
分
に
固
定
す
る
。
三
番
目
に
タ
カ
ヤ
マ
に
タ
ケ
を
括
り
つ
け
る

作
業
が
あ
る
。
最
初
に
出
入
り
口
側
の
中
央
に
銭ゼ

ニ
ガ
タ形
を
立
て
、
そ
こ
か
ら

順
に
ハ
タ
ダ
ケ
を
立
て
る
。
続
い
て
ダ
シ
ダ
ケ
を
斜
め
に
角
度
を
も
た
せ

て
立
て
て
い
く
。最
後
が
松
や
御ご

へ
い幣
の
飾か

ざ

り
つ
け
と
小
太
鼓
の
取
り
つ
け
、

オ
リ
ナ
ワ
な
ど
の
運
び
こ
み
の
作
業
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
作
業
の
多
く
は
並
行
し
て
行
わ
れ
る
。
た
だ
し
こ
の
手
順
を

踏
ま
な
け
れ
ば
で
き
な
い
作
業
も
あ
る
。
最
初
に
面
幕
を
飾
っ
て
か
ら
で

な
い
と
ヒ
ヨ
コ
ダ
シ
は
取
り
つ
け
ら
れ
な
い
。
ア
テ
の
葉
を
括く

く

り
終
え
て

い
な
い
と
タ
ケ
を
あ
げ
る
こ
と
も
難
し
い
。
ま
た
、
松
の
木
は
タ
カ
ヤ
マ

で
の
作
業
の
邪じ

ゃ
ま魔
に
な
る
た
め
、
最
後
に
運
び
こ
ん
で
固
定
す
る
。

　
以
下
で
は
、
ま
ず
幕
と
ヒ
ヨ
コ
ダ
シ
を
紹
介
し
た
う
え
で
、
各
作
業
の

様
子
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

12-0 早朝から始められるヤマ飾りの様子12-0 早朝から始められるヤマ飾りの様子
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キリ幕 1: 白

キリ幕 2: 緑

キリ幕 3: 黒

キリ幕 4: 紺

■ 

ヤ
マ
の
幕
と
ヒ
ヨ
コ
ダ
シ 

■

桐
キリ

幕は、上から白、緑、黒、紺
こん

の順で取りつける。この順番をウロ覚えの青年会員も
多く、飾りつけで迷うこともある。そのため、乳の部分に幕の順番が記されいてるが、
そのことにも気づいていない会員もいる

1017㎝

208 〜 211㎝

137

㎝

60.5

㎝

61

㎝

62
㎝

60.5

㎝

648㎝



12　ヤマ飾り

85

径 3.4㎝

面　幕

胴
ど う

幕
ま く

面幕の繋
つな

ぎ目＝ヤマ側面部
（出入口とその反対側）の上
部に飾り、前後の面幕をつな
ぐ。こちらも左右で 2 枚あ
る

面幕は、タカヤマの斜面の 3 方をまくことに
なる。正面に 2 つの巴

トモエ

が並ぶように固定する。
また、面幕とキリ幕は、ヤマの前後に各々、飾
るため、2 組用いる。なお、面幕とキリ幕の名
称には、世代間でもズレが生じている

ヤマの後ろから、寄
き ぞ う

贈の年月日が記された場所を起点として、シタヤマの周囲をぐる
りと時計回りに 1 めぐりする。各々の面ごとに巴の印が 2 つ並ぶように飾り、出入
口とその対面の中央部には房を結んで、幕を持ち上げる

ヒヨコダシは、黒
く ろ ぬ

塗りでタカ
ヤマの正面と両横に取りつけ
る。こちらも前後で二組用い
る。両横のヒヨコダシには上
部に穴が空いており、ヤマの
柱には、取りつけるための凸
部がある。それ以外の場所に
は、ヒヨコダシに小さな穴が
空いており、そこにロープを
通してタカヤマの柱に括りつ
ける

ヒヨコダシ

面　幕（横）

220

㎝

185.2㎝

206㎝

167.3㎝

37.2

㎝

208.5

㎝

76

㎝

185㎝

167.2㎝

16㎝

15.5㎝

15.5㎝
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作
業
は
シ
タ
ヤ
マ
の
胴ど

う
ま
く幕
か
ら
は
じ
ま
る
。
胴
幕
は
ヤ
マ
を
飾か

ざ

る
も
っ
と
も
大

き
な
幕
で
あ
る
。
正
面
の
巴と

も
え
の
位
置
を
決
め
、
一
回
り
し
て
裏
面
が
重
な
る
よ

う
に
巻
い
て
い
く
（
写
真12-1

）。
出
入
口
と
そ
の
対
面
に
は
フ
サ
を
つ
け
て
幕

を
飾か

ざ

る
。
次
に
タ
カ
ヤ
マ
の
上
の
部
分
を
飾か

ざ

る
赤
い
面
幕
が
据
え
ら
れ
る
（
写

真12-2,3

）。
こ
の
幕
は
、
正
面
と
左
右
の
斜な

な

め
の
部
分
が
一
組
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
ヤ
マ
に
取
り
つ
け
る
前
に
各
々
の
乳ち

ち

に
幕
タ
ケ
を
通
し
て
お
く
。
通

し
た
タ
ケ
の
端は

し

同
士
を
九
〇
度
に
組
ん
で
か
ら
、
交
差
し
た
タ
ケ
を
ヌ
イ
ゴ
で
固

定
す
る
。
こ
う
し
て
コ
の
字
型
の
幕
が
で
き
る
と
タ
カ
ヤ
マ
に
あ
げ
、
ヤ
マ
の
柱

の
各
部
に
ヌ
イ
ゴ
で
結
び
つ
け
る
。

　
赤
い
面
幕
の
下
に
は
、
長
方
形
の
桐キ

リ

幕
が
四
段
に
わ
た
っ
て
飾か

ざ

ら
れ
る
。
上
か

ら
順
に
白
、
緑
、
黒
、
紺こ

ん

の
順
番
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
キ
リ
幕
は
、
幕
の
乳
の
部

分
（
写
真12-5,6

）
を
ヌ
イ
ゴ
で
結
ん
で
タ
ケ
と
固
定
し
、
も
う
一
方
を
ダ
シ
ダ

ケ
に
通
し
て
適
当
な
長
さ
に
結
び
つ
け
る
。
各
々
の
キ
リ
幕
に
結
ん
だ
ヌ
イ
ゴ
は

ほ
ぼ
等と

う
か
ん
か
く

間
隔
で
ダ
シ
ダ
ケ
に
結
わ
え
て
い
く
。
こ
こ
で
キ
リ
幕
が
並
行
で
、
等
間

隔
に
吊つ

る
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
者
が
必
要
に
な
る
。
ヤ
マ
の
前
に

待
機
し
て
、「
ニ
シ
デ
側
、
も
う
少
し
下
げ
て
」
や
、「
あ
と
二
セ
ン
チ
ほ
ど
マ
チ

側
に
」
と
い
っ
た
指
示
を
出
す
。

　
タ
カ
ヤ
マ
に
い
る
者
は
、
指
示
に
合
わ
せ
て
結
ぶ
高
さ
を
変
え
た
り
、
左
右
に

ず
ら
し
た
り
す
る
。
場
合
に
よ
っ
て
、結
ぶ
位
置
を
前
後
に
変
え
る
こ
と
も
あ
る
。

白
か
ら
順
に
仮
止
め
し
て
、
四
枚
の
幕
が
揃そ

ろ

っ
た
段
階
で
、
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を

見
直
し
て
修
正
す
る
。
左
右
に
ズ
レ
が
な
く
、
幕
同
士
が
平
行
に
な
る
よ
う
に
す

る
。
ま
た
、
幕
に
記
さ
れ
た
巴と

も
えが
、
半
分
く
ら
い
隠か

く

れ
る
間か

ん
か
く隔
に
調
節
す
る
。
全

体
の
バ
ラ
ン
ス
が
確
認
さ
れ
る
と
、
ヌ
イ
ゴ
を
タ
ケ
に
固
定
し
て
い
く
。

　
キ
リ
幕
と
並
行
し
て
黒
塗
り
の
ヒ
ヨ
コ
ダ
シ
が
、
タ
カ
ヤ
マ
の
三
面
（
前
後

12-1 胴幕を巻いたところ12-1 胴幕を巻いたところ

12-2 面幕に 3 本分のタケを12-2 面幕に 3 本分のタケを插插
ささ

し、端をヌイゴでしばるし、端をヌイゴでしばる

12-3 面幕を飾る。ヤマに設置後に余分なタケは切り落とす12-3 面幕を飾る。ヤマに設置後に余分なタケは切り落とす

12-4 ヒヨコダシ（横）を取りつける12-4 ヒヨコダシ（横）を取りつける
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で
計
六
面
）
に
取
り
つ
け
ら
れ
る
（
写
真12-

4

）。
ヒ
ヨ
コ
ダ
シ
の
う
ち
、
両
横
の
も
の
に
は

三
ヵ
所
、
正
面
に
取
り
つ
け
る
も
の
に
は
四
ヵ

所
、
穴
が
空
い
て
い
る
。
あ
ら
か
じ
め
こ
の
穴

に
は
、
径
一
セ
ン
チ
ほ
ど
の
ロ
ー
プ
が
通
さ
れ

る
。
そ
の
ロ
ー
プ
で
ヤ
マ
と
ヒ
ヨ
コ
ダ
シ
を
結

び
つ
け
て
固
定
す
る
。
ま
た
両
横
の
ヒ
ヨ
コ
ダ

シ
の
一
方
に
は
、
や
や
大
き
な
穴
が
空
い
て
お

り
、
ヤ
マ
の
凸と

つ

部
に
差
し
こ
む
。
二
〇
〇
〇
年

代
の
半
ば
ま
で
は
、こ
の
ロ
ー
プ
の
代
わ
り
に
、

ヌ
イ
ゴ
を
三
つ
編
み
し
て
作
っ
た
太
め
の
ミ
ツ

ナ
ワ
を
利
用
し
て
い
た
。

　
ヤ
マ
の
片
側
は
城
の
城じ

ょ
う
へ
き壁
を
模も

し
た
台
形
の

白
い
板
が
据
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
板
の
上
を

覆お
お

う
よ
う
に
ア
テ
葉
が
括く

く

り
つ
け
ら
れ
る
（
写

真12-7

）。
主
要
な
枝
に
ヌ
イ
ゴ
を
く
く
り
つ

け
、
も
う
一
方
を
ヤ
マ
の
ダ
シ
オ
コ
シ
の
ロ
ー

プ
に
結
び
合
わ
せ
る
。
板
と
ヤ
マ
と
の
隙す

き
ま間
が

ア
テ
葉
で
隠か

く

れ
る
く
ら
い
の
長
さ
に
ヌ
イ
ゴ
を

調
節
し
て
い
る
。

　
ア
テ
葉
に
は
、
祭
り
の
前
日
に
サ
ル
コ
を
飾か

ざ

り
つ
け
て
い
る
。
人
に
よ
っ
て
は
、
一
つ
の
ア

テ
葉
に
つ
き
、
七
つ
ず
つ
括く

く

る
と
言
う
者
も
い

る
が
、
必
ず
し
も
一
定
し
て
は
い
な
い
。
葉
の

茂
り
具
合
に
合
わ
せ
て
バ
ラ
ン
ス
よ
く
飾か

ざ

る
よ

う
に
し
て
い
る
。

12-6 ヤマの前のキリ幕、2 番目の幕を仮止めしている12-6 ヤマの前のキリ幕、2 番目の幕を仮止めしている 12-5 ヤマの後のキリ幕、これは 3 番目の黒い幕12-5 ヤマの後のキリ幕、これは 3 番目の黒い幕

12-7 石垣側にアテ葉を飾る。台形の白い板と石垣の12-7 石垣側にアテ葉を飾る。台形の白い板と石垣の隙隙
す き ます き ま

間間が葉で隠れるように調節するが葉で隠れるように調節する
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タ
ケ
飾か

ざ

り
は
、ハ
タ
ダ
ケ
か
ら
は
じ
め
る
。
タ
カ
ヤ
マ
の
両
横
の
柱
に
は
、

深
さ
三
㎝
ほ
ど
の
穴
が
等と

う

間か
ん
か
く隔
で
あ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
タ
ケ
を
差
し

こ
む
。
そ
の
前
に
、
ダ
シ
オ
コ
シ
の
二
本
の
ロ
ー
プ
の
間
を
通
し
て
お
き
、

ロ
ー
プ
と
タ
ケ
を
ヌ
イ
ゴ
で
結
び
つ
け
て
固
定
す
る
。
ハ
タ
ダ
ケ
を
立
て
る

時
に
は
、
必
ず
ゼ
ニ
ガ
タ
を
最
初
に
立
て
る
。
そ
し
て
、
ゼ
ニ
ガ
タ
の
周
囲

か
ら
順
に
立
て
て
い
く
。
こ
れ
は
、
ヤ
マ
の
巡じ

ゅ
ん
こ
う行
の
間
、
ハ
タ
ダ
ケ
を
立
て

直
す
際
も
必
ず
守
ら
れ
る
。
逆
に
タ
ケ
を
倒
す
時
に
は
、
最
後
に
ゼ
ニ
ガ
タ

を
倒
す
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
る
。
短
い
タ
ケ
も
、
真
ん
中
の
タ
ケ
か
ら
順
に

両り
ょ
う
た
ん
端
の
タ
ケ
を
立
て
て
い
く
。

　
ハ
タ
ダ
ケ
を
立
て
る
作
業
に
続
い
て
、
吹
き
流
し
を
つ
け
た
ダ
シ
ダ
ケ
を

立
て
る
。
立
て
る
と
い
っ
て
も
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
ダ
シ
ダ
ケ
は
ヤ
マ
の

前
後
に
傾
け
て
設
置
す
る
。
最
初
の
一
本
は
、
タ
カ
ヤ
マ
の
傾け

い
し
ゃ斜
と
ほ
と
ん

ど
並
行
す
る
ぐ
ら
い
の
角
度
に
固
定
す
る
。
ダ
シ
ダ
ケ
も
固
定
は
二
ヵ
所
で

12-8 ゼニガタを立てる準備12-8 ゼニガタを立てる準備

12-11 ハタダケが立ちだす作業は加速する。石垣側にもタケが運12-11 ハタダケが立ちだす作業は加速する。石垣側にもタケが運
ばれ、ダシダケも運びこまれるばれ、ダシダケも運びこまれる

12-9 ロープとハタダケをヌイゴで縛る12-9 ロープとハタダケをヌイゴで縛る

12-10 天守閣の12-10 天守閣の鯱鯱
シャチホコシャチホコ

鉾鉾を飾るを飾る
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行
う
。
ま
ず
、
ハ
タ
ダ
ケ
と
同
じ
よ
う
に
ダ
シ
オ
コ

シ
の
ロ
ー
プ
の
間
に
差
し
こ
む
。
タ
ケ
の
傾
き
加
減

を
調
節
し
な
が
ら
ヌ
イ
ゴ
で
固
定
す
る
。
他
方
で
タ

ケ
の
根
元
付
近
は
ワ
ラ
ナ
ワ
で
固
定
す
る
。
ダ
シ
ダ

ケ
は
、
ハ
タ
ダ
ケ
の
よ
う
に
差
し
こ
む
穴
が
な
い
。

端は
し

の
ハ
タ
ダ
ケ
の
根
元
に
ワ
ラ
縄
で
幾い

く
え重
に
も
巻
い

て
結
び
合
わ
せ
る
。
二
本
目
の
ダ
シ
ダ
ケ
は
、
少
し

角
度
を
あ
げ
て
固
定
す
る
。
根
元
で
は
、
最
初
の
ダ

シ
ダ
ケ
の
根
元
に
ワ
ラ
縄
を
巻
き
つ
け
て
固
定
す

る
。
た
だ
し
人
に
よ
っ
て
は
、
も
う
一
本
手
前
の
ハ

タ
ダ
ケ
に
ダ
シ
ダ
ケ
の
根
元
を
あ
わ
せ
、
固
定
す
る

者
も
い
る
。
三
本
目
、
四
本
目
も
同
じ
要
領
で
角
度

を
調
整
し
て
固
定
し
て
い
く
と
、
ヤ
マ
全
体
で
は
タ

ケ
に
飾か

ざ

っ
た
ハ
タ
や
吹
き
流
し
が
、
ち
ょ
う
ど
扇お

う
ぎを

開
い
た
よ
う
に
弧こ

を
描
い
て
広
が
っ
て
見
え
る
。

12-12 ダシダケの最初の 1 本をハタダケに固定する12-12 ダシダケの最初の 1 本をハタダケに固定する

12-13 後ろヤマのダシダケ、この年は後ろも 4 本のタケを飾った12-13 後ろヤマのダシダケ、この年は後ろも 4 本のタケを飾った

12-14 松をタカヤマにあげ、天守閣
や柱など、３方からワラ縄でとめて
固定する

12-15 神職が準備した御
ご へ い ば こ

幣箱も後ろヤ
マからあげて松の横に飾る
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以
上
の
作
業
が
終
わ
る
と
松
の
木
と
御ご

へ
い
ば
こ

幣
箱
を
ヤ
マ
の
後
ろ
か
ら
運
び
こ
み
、

そ
れ
ぞ
れ
ワ
ラ
縄
で
固
定
す
る
。
御
幣
箱
と
は
、
御
幣
を
の
せ
た
方
形
の
箱
に
文

字
を
入
れ
、
タ
ケ
を
さ
し
た
も
の
で
、
こ
ち
ら
も
全
体
の
高
さ
は
二
メ
ー
ト
ル
を

こ
え
る
。
松
の
木
は
、
ヤ
マ
の
柱
と
天て

ん
し
ゅ
か
く

守
閣
の
基
部
に
結
び
つ
け
、
御
幣
箱
は
柱

に
結
び
つ
け
る
。
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
が
天て

ん
し
ゅ
か
く

守
閣
の
鯱し

ゃ
ち
ほ
こ鉾
で
あ
る
。
天
守
閣
の
屋

根
に
は
め
こ
み
、
差
し
こ
み
式
の
留
め
具
で
固
定
す
る
。
こ
う
し
て
、
大
方
の
作

業
が
終
わ
っ
た
。
そ
こ
に
姿
を
現
わ
し
た
ヤ
マ
は
、
幾
日
も
の
作
業
と
、
幾
つ
も

の
工
程
を
経
て
、
幾
人
も
の
人
た
ち
の
絆き

ず
なに
よ
っ
て
組
立
て
ら
れ
て
い
る
。

　
小
太
鼓
と
鉦か

ね

も
こ
の
時
に
据
え
つ
け
る
。
オ
リ
ナ
ワ
や
ナ
ッ
ト
ウ
、
ヌ
イ
ゴ
な

ど
必
要
な
モ
ノ
の
運
び
こ
み
が
終
わ
れ
ば
、
あ
と
は
祭
り
の
始
ま
り
を
待
つ
ば
か

り
と
な
る
。

　
祭
り
の
始
ま
り
を
待
つ
ば
か
り
と
書
い
た
が
、
こ
の
段
階
で
は
飾
り
つ
け
と
し

て
は
未
完
成
で
あ
る
。
タ
カ
ヤ
マ
に
二
体
の
人
形
を
据
え
お
い
て
ヤ
マ
の
飾
り
は

完
成
と
な
る
。
た
だ
し
こ
の
完
成
形
は
、
一
〇
日
の
昼
休
み
か
ら
の
一
時
期
と
、

翌
一
一
日
の
ヤ
マ
飾
り
後
の
一
時
期
だ
け
に
見
ら
れ
る
。
二
体
の
人
形
飾
り
は
、

ヤ
マ
の
運
行
に
も
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
続
編
に
て
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。

□ 

そ
の
他
の
準
備 

□

　
祭
り
で
は
個
別
の
担
当
や
裏
方
に
関
わ
る
準
備
が
い
く
つ
も
あ
る
。
立
場
が
違

う
と
気
づ
か
な
い
こ
と
が
多
い
が
、
祭
り
に
向
け
て
備
え
ら
れ
た
モ
ノ
た
ち
は
、

直
前
に
な
る
と
村
の
そ
こ
こ
こ
に
垣
間
見
え
る
。
写
真12-19 

は
集
会
所
で
逆
さ

で
乾
か
さ
れ
た
お
神み

き酒
の
樽た

る

で
あ
る
。
御
神
酒
が
実
際
に
出
さ
れ
る
の
は
、
ヤ
マ

が
村
に
降
り
て
か
ら
な
の
で
、
祭
り
直
前
ま
で
こ
ち
ら
に
置
い
て
あ
っ
た
。
役
員

た
ち
の
仕
事
で
あ
る
。

　
次
の
写
真12-20

は
、
本
町
と
ニ
シ
デ
の
境
の
溝み

ぞ
ば
た端
に
浸ひ

た

さ
れ
て
い
る
新
調
の

テ
ブ
リ
で
あ
る
。
テ
ブ
リ
は
ヤ
マ
を
操
作
す
る
も
っ
と
も
重
要
な
役
目
を
も
つ
。

水
を
馴な

じ染
ま
せ
る
こ
と
で
、使
い
や
す
く
な
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
準
備
は
、

12-17 オリナワを一まとめにして運びこむ

12-18 小
こ だ い こ

太鼓と鉦
かね

もシタヤマの前方に据える

12-19 逆
さかさま

様にして乾かしているお神
み き だ る

酒樽

12-20 水に浸けてある新しいテブリ
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テ
ブ
リ
の
使
い
手
た
ち
自
身
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
写
真12-21

は
準
備
が
整
え
ら
れ
た
大お

お
だ
い
こ

太
鼓
の
様
子
で
あ
る
。
か
つ
て

大
太
鼓
に
は
担か

つ

ぎ
手
が
い
た
が
、
現
在
は
、
こ
の
台
車
に
の
せ
て
神み

こ
し輿
の
行
列
に

随ず
い
こ
う行
す
る
。
打
ち
手
の
多
く
も
女
性
が
担
当
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
担
ぎ
手
が
い

た
頃
の
名
残
と
し
て
、
太た

い
こ鼓
に
は
太
い
担か

つ

ぎ
棒
が
据
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
数

本
の
ハ
タ
を
巻
い
た
タ
ケ
が
継
ぎ
合
わ
さ
れ
た
部
分
は
、
宵よ

い
ま
つ祭
り
の
夜
、
提ち

ょ
う
ち
ん灯
を

飾か
ざ

る
役
目
を
果
た
す
。
こ
ち
ら
は
山さ

ん
の
う
ご
ん
げ
ん

王
権
現
太
鼓
保
存
会
に
よ
っ
て
、
九
日
の
間

に
準
備
さ
れ
て
い
る
。

　
皆
月
の
も
う
一
つ
の
社
、
神し

ん
め
い明
社
（
豊と

よ
う
け受
神
社
）
で
は
、
デ
ム
ラ
の
人
足
が
宮

の
周
囲
の
掃
除
を
行
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
祭
り
の
前
日
に
は
、
日
吉
神
社
と
同
じ

く
宮
の
周
囲
に
祭
り
の
た
め
の
飾
り
つ
け
を
行
う
こ
と
に
な
る
。

　
村
の
北
の
は
ず
れ
の
神
様
岩
に
は
注し

め
な
わ

連
縄
が
張
ら
れ
、
お
神み

き酒
、
米
、
塩
が

供
え
ら
れ
て
い
た
。
か
つ
て
こ
の
岩
は
海
岸
近
く
に
あ
っ
た
。
そ
こ
に
神
様
が

漂ひ
ょ
う
ち
ゃ
く
着
し
、後
に
山さ

ん
の
う
ご
ん
げ
ん

王
権
現
と
化
し
た
と
さ
れ
る
伝
説
の
岩
で
あ
る
。宵よ

い
ま
つ祭
り
の
日
、

神み
こ
し輿
の
一
行
は
、
こ
の
神
様
岩
に
参
り
、
神
事
を
執
り
お
こ
な
う
。
山
王
祭
の
由

緒
と
も
い
え
る
場
所
を
守
る
の
は
、
神
様
が
流
れ
着
い
た
後
、
小
さ
な
童
と
な
っ

て
家
に
仕
え
た
と
さ
れ
る
キ
ヘ
イ
（
政
木
家
）
で
あ
る
。12-21 準備が整い、神社の倉庫

に置かれている大太鼓

12-22 ニシデの端にある神様岩の様子12-22 ニシデの端にある神様岩の様子
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0-0  2018、寺二奉代 2,3
0-1  ( 地図） 6
0-2  2017、川村清志 7
0-3　  2012、岩谷浩史 8,9
0-4　   2017、川村清志 10
0-5　   2017、川村清志 10
0-6　   2017、川村清志 10
1-0  2012、川村清志 11
1-1  2012、川村清志 12
1-2　   2012、川村清志 12
1-3  2012、川村清志 12
1-4   2010、川村清志 13
1-5   2012、川村清志 13
1-6  2012、川村清志 13
1-7   2010、川村清志 13
1-8   2003、川村清志 14
1-9  2012、川村清志 14
1-10  2012、川村清志 14
1-11  2010、川村清志 15
1-12   2011、川村清志  15
1-13    2017、川村清志 15
1-14    2005、川村清志 16
1-15   2012、川村清志  16
1-16   2011、川村清志 16
1-17   2017、小谷奉之 16
1-18   2011、川村清志 17
1-19  2003、川村清志 17
1-20  2005、川村清志 17
1-21  2011、川村清志 17
2-0     2017、川島大和  18
2-1  2012、川村清志 20
2-2    2012、川村清志 20
2-3   2012、川村清志 20
2-4   2013、島本招次 20
2-5　 2013、島本招次 20
2-6  2013、島本招次 20
2-7  2012、川村清志 21
2-8  2011、金澤　栞 21
2-9   2011、川村清志 21
2-10  2012、川村清志 22
2-11 2012、川村清志 22
2-12  2012、川村清志 22
2-13   2012、川村清志 22
2-14 　2012、川村清志 22
2-15  2012、川村清志 24
2-16   2017、川村清志 24
2-17   2017、川村清志 25
3-0    2012、川村清志 26,27
3-1    2017、小谷奉之 28
3-2   2017、川村清志 28
3-3   2017、川村清志 29
3-4      2017、川村清志 29
3-5  2017、島本真吾 29
3-6   2017、川村清志 29
3-7    2012、川村清志 30
3-8    2012、川村清志 30
3-9  2012、川村清志 30
3-10  2012、川村清志 30
3-11  2012、川村清志 31
3-12  2012、川村清志 31

3-13   2012、川村清志 31
3-14   2012、川村清志 31
3-15   2012、川村清志 32
3-16  2011、川村清志 32
3-17    2012、川村清志 32
3-18   2017、川村清志 33
3-19  2017、川村清志 34,5
4-0    2012、川村清志 36
4-1   2011、寺二奉代 38
4-2   2011、寺二奉代 38
4-3   2011、寺二奉代 38
4-4   2012、川村清志 39
4-5   2012、川村清志  39
4-6   2011、河村侑希 39
4-7  2012、川村清志 39
4-8   2012、川村清志 40
4-9   2012、川村清志 40
4-10    2012、川村清志 40
4-11   2011、金澤　栞 41
4-12   2011、金澤　栞 41
4-13  2012、川村清志 41
4-14  2011、金澤　栞 41
4-15   2012、川村清志 42
4-16   2012、川村清志 42
4-17  2012、川村清志 42
4-18  2012、川村清志 43
4-19   2012、川村清志 43
4-20   2012、川村清志 43
5-0   2011、金澤　栞 46
5-1   2012、川村清志 47
5-2   2012、川村清志 47
5-3   2012、川村清志 47
5-4   2011、 川村清志 47
5-5  2011、河村侑希 47
5-6   2011、川村清志 48
5-7  2017、川村清志 48
5-8  2017、川村清志 48
5-9  2017、川村清志 48 
5-10   2017、川村清志 49
5-11   2017、川村清志 49
5-12   2017、川村清志 49
5-13   2012、川村清志 50
5-14   2017、川村清志 50
5-15  2010、川村清志 50
5-16  2017、川村清志 51
5-17  2017、川村清志 51
5-18  2017、川村清志 51
6-0   2017、川村清志 52,53 
6-1  2013、川村清志 53
6-2  2017、川村清志 53
6-3    2017、川村清志 53
6-4  2017、川村清志 54
6-5   2017、川村清志 54
6-6　  2017、川村清志 55
6-7　  2017、川村清志 55
6-8  2013、川村清志 56
6-9  2011、河村侑希 56
6-10  2008、川村清志 56
6-11  2017、川村清志 58
6-12　 2008、川村清志 58

6-13  2012、川村清志 58
6-14   2011、河村侑希 58
6-15   2011、金澤　栞 59
6-16   2011、金澤　栞 59
6-17  2008、川村清志 60,61
6-18  2008、川村清志 61
7-0   2011、金澤　栞 62,63
7-1  2012、川村清志 62
7-2  2011、河村侑希 62
7-3   2011、河村侑希 62
7-4  2008、岩谷浩史 63
7-5  2011、岩谷浩史 63
7-6   2011、金澤　栞 63
7-7  2013、川村清志 63
8-0  2017、川村清志 64
8-1   2017、川村清志 64
8-2   2012、川村清志 64
9-0   2012、川村清志 65
9-1   2011、金澤　栞 66
9-2  2017、川村清志 66
9-3  2017、川村清志 66
9-4  2017、川村清志 67
9-5  2017、川村清志 67
9-6  2017、川村清志 67
9-7  2017、川村清志 67
9-8    2017、川村清志 68
9-9    2017、川村清志 68
9-10   2011、金澤　栞 68
10-0   2017、川村清志 69
10-1   2013、川村清志 70
10-2   2011、川村清志 70
10-3   2011、川村清志 70
10-4   2013、川村清志 70
10-5   2011、川村清志 70
10-6   2011、川村清志 70
10-7   2008、島本招次 71
10-8   2013、川村清志 71
10-9   2011、川村清志 71
10-10  2011、川村清志 71
10-11  2008、島本招次 72
10-12  2011、川村清志 72
10-13  2013、川村清志 72
10-14  2011、川村清志 72
10-15  2011、川村清志 72
10-16  2013、川村清志 73
10-17  2013、川村清志 73
10-18  2011、川村清志 73
11-0  2011、  河村侑希 74
11-1  2010、川村清志 75
11-2  2017、川村清志 75
11-3   2009、島本招次 75
11-4   2017、川村清志 76
11-5   2011、河村侑希 76
11-6   2011、岩谷浩史 76
11-7   2011、岩谷浩史 76
11-8   2010、岩谷浩史 76
11-9   2012、川村清志 76
11-10  2011、河村侑希 77
11-11  2011、河村侑希 77
11-12  2011、河村侑希 77

11-13  2012、川村清志 77
11-14  2012、川村清志 77
11-15  2011、河村侑希 78
11-16  2011、 河村侑希 78
11-17  2011、河村侑希 78
11-18  2011、川村清志 78
11-19  2011、川村清志 79
11-20  2011、川村清志 79
11-21  2011、川村清志 79
11-22  2017、川村清志 79 
11-23  2009、島本招次 79
11-24  2011、川村清志 80
11-25  2011、川村清志 80
11-26  2011、川村清志 80
11-27  2017、川村清志 82
11-28  2012、川村清志 82
11-29  2012、川村清志 82
11-30  2008、島本招次 82
11-31  2017、川村清志 82
11-32  2008、川村清志 82
12-0   2012、川村清志 83
12-1   2017、川村清志 86
12-2   2017、川村清志 86
12-3  2011、川村清志 86
12-4  2011、 河村侑希 86
12-5  2011、 金澤　栞 87
12-6  2011、河村侑希 87
12-7  2011、金澤　栞 87
12-8   2011、河村侑希 88
12-9   2011、金澤　栞 88
12-10  2011、金澤　栞 88
12-11  2011、金澤　栞 88
12-12  2013、川村清志 89
12-13  2011、金澤　栞 89
12-14  2011、金澤　栞 89
12-15  2011、金澤　栞 89
12-16  2011、川村清志 90,91
12-17  2011、金澤　栞 92
12-18  2011、川村清志 92
12-19  2011、金澤　栞 92
12-20  2008、川村清志 92
12-21  2011、川村清志 93 
12-22  2011、岩谷浩史 93

掲載写真一覧（年月日、撮影者、ページ）
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編
著

　
川
村 

清
志　
　

 

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
・
准
教
授

　
倉
本 
啓
之 

皆
月
青
年
会
元
会
長　

監
修

　
小
池 

淳
一　

 
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
・
教
授

　
葉
山　
茂　
　

 
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
・
特
任
助
教　

編
集
協
力

　
皆
月
日
吉
神
社　

　
皆
月
青
年
会　

　
皆
月
山
王
権
現
太
鼓
保
存
会

　
伏
見 

孝
一　

 

皆
月
区
長

　
番
場  

誠　

 

五
十
洲
神
社
宮
司
、
皆
月
日
吉
神
社
権
宮
司
、

　
　
　
　
　
　
　

 

七
浦
公
民
館
館
長

　
島
本 

真
吾　

 

皆
月
青
年
会
元
会
長

　
小
谷 

奉
之　

 

皆
月
青
年
会
前
会
長

　
竹
田 

健
一 

皆
月
青
年
会
副
会
長

　
升
本 

一
理　

 

皆
月
青
年
会
副
会
長

　
小
谷 

絋
樹 　

 

皆
月
青
年
会
役
員

写
真
撮
影
、
提
供

　
川
村 

清
志

　
岩
谷 

洋
史 

神
戸
大
学
非
常
勤
講
師

　
金
澤　
栞　

 

札
幌
大
学
文
化
学
部
生
（
当
時
）

　
河
村 

侑
希 

札
幌
大
学
文
化
学
部
生
（
当
時
）

   

川
島 

大
和　

 

皆
月
青
年
会
会
長

　
小
谷 

奉
之

　
島
本 

招
次 

皆
月
日
吉
神
社
元
氏
子
総
代

　
島
本 

真
吾

　
寺
二 

奉
代　

 

皆
月
青
年
会
元
会
長

　
※
本
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
の
制
作
、
校
正
を
行
っ
た
二
〇
一
八
年
度
の
調
査
研
究
に

つ
い
て
は
、
科
学
研
究
費
「
文
化
の
主
体
的
継
承
の
た
め
の
民
俗
誌
の
構
築—

マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
の
活
用
と
協
働
作
業
を
通
じ
て
」（
研
究
課
題/

領
域
番
号

18H
00789

）
の
助
成
を
受
け
た
。
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