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◉ 
は
じ
め
に

　
本
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
は
、『
輪
島
市
皆
月
日
吉
神
社
山
王
祭
フ
ォ
ト
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー

準
備
編
』の
続
編
で
あ
る
。前
編
が
祭
り
の
準
備
期
間
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
た
の
に
対
し
て
、

本
編
で
は
祭
り
当
日
の
式
次
第
を
整
理
し
て
い
る
。
本
編
も
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
も
つ
。

　
ま
た
本
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
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
」（
基
盤
研
究
（
Ｂ
））
の

助
成
も
受
け
つ
つ
制
作
し
た
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
日
本
の
地
域
社
会
が
失

い
つ
つ
あ
る
生
活
文
化
の
諸
相
を
持
続
的
に
継
承
し
、
活
用
す
る
た
め
の
基
盤
と

な
る
、
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
を
用
い
た
民
俗
誌
の
作
成
を
目
指
し
て
い
る
。
こ
の
研

究
は
、
①
人
類
学
、
民
俗
学
の
民
俗
誌
記
述
に
お
け
る
理
論
的
、
倫
理
的
な
課
題

の
克
服
、
②
現
代
的
メ
デ
ィ
ア
状
況
に
対
応
し
た
民
俗
誌
実
践
の
試
み
、
③
地
域

社
会
へ
の
持
続
的
な
文
化
支
援
と
い
う
側
面
を
持
っ
て
い
る
。
研
究
者
と
現
地
の

人
び
と
の
対
話
と
協
働
を
通
し
て
、
多
様
な
価
値
観
と
視
点
を
内
包
し
た
、
自
己

表
象
と
し
て
の
民
俗
誌
を
共
に
創
出
す
る
。
文
字
情
報
は
も
ち
ろ
ん
、
画
像
や
動

画
を
用
い
た
ネ
ッ
ト
上
で
の
公
開
も
視
野
に
入
れ
た
民
俗
誌
で
あ
り
、
人
び
と
自

身
が
主
体
的
に
選
択
し
、
積
極
的
に
継
承
、
活
用
し
よ
う
と
す
る
文
化
に
つ
い
て

の
更
新
可
能
な—

メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
文
化
実
践
を
上
書
で
き
る—

記
録
の
構
築

を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。

　
本
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
は
、
地
域
文
化
の
継
承
と
新
た
な
展
開
を
目
的
と
し
て
構
想
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
前
編
に
お
い
て
示
し
た
よ
う
に
地
域
文
化
は
、
社
会
の
疲
弊

と
並
行
し
て
危
機
的
な
状
況
に
あ
る
。
当
該
地
域
で
の
過
疎
化
・
高
齢
化
に
歯
止
め

は
か
か
ら
な
い
。
今
後
も
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
変
化
は
望
む
べ
く
も
な
い
だ
ろ
う
。
そ

の
よ
う
な
な
か
で
、
数
少
な
い
現
地
の
人
々
、
な
か
で
も
青
年
会
員
は
、
現
実
と
向
き

あ
い
つ
つ
、
自
分
た
ち
に
で
き
る
こ
と
を
模
索
し
て
い
る
。
彼
ら
は
地
域
の
伝
統
文
化

を
受
動
的
に
固
守
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
現
代
の
生
活
世
界
の
な
か
に
再
編
成
し
、

そ
の
実
践
と
継
承
に
矜
持
を
抱
き
責
任
を
自
覚
し
て
い
る
。

　
彼
ら
と
の
交
流
の
過
程
で
、
研
究
・
調
査
を
行
う
立
場
に
も
、
き
わ
め
て
重
要

な
変
化
が
生
じ
た
。
こ
の
よ
う
な
実
践
の
蓄
積
は
、
研
究
者
た
ち
が
捉
え
き
れ
な

か
っ
た
文
化
の
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
側
面
を
示
し
て
く
れ
る
。
そ
れ
は
新
た
な
文
化
概

念
へ
と
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
す
る
た
め
の
重
要
な
契
機
に
な
り
う
る
。
研
究
者
と

文
化
の
担
い
手
が
協
働
で
創
造
す
る
文
化
を
、
全
体
的
で
俯
瞰
的
に
捉
え
な
お
す

視
座
を
構
想
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
民
俗
学
を
含
め
た
既
存
の
日

本
文
化
研
究
に
お
い
て
、
地
域
文
化
ヘ
の
積
極
的
な
関
与
や
応
用
的
な
立
場
を
理

論
化
す
る
動
き
は
、
ほ
と
ん
ど
進
捗
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
は
、
例
え
ば
文
化
財

指
定
に
関
わ
る
調
査
報
告
の
よ
う
に
、
い
わ
ば
必
要
悪
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た

面
も
指
摘
で
き
る
。

　
し
か
し
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
並
行
し
て
推
進
さ
れ
て
い
る
国
立
民
族
学
博
物

館
の「
日
本
列
島
に
お
け
る
地
域
文
化
の
再
発
見
と
そ
の
表
象
シ
ス
テ
ム
の
構
築
」

や
国
立
国
文
学
研
究
資
料
館
の
「
人
命
環
境
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
過
去
・
現
在
・
未

来
に
関
す
る
双
方
向
的
研
究
」
に
お
い
て
も
、
同
じ
よ
う
に
地
域
社
会
の
要
請
に

基
づ
い
た
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
研
究
成
果
が
、
保
存
科
学
や
歴
史
学
を
中

心
と
し
た
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
視
点
を
統
合
す
る
こ
と
で
、
研
究
分
野
の
根
幹
に
関
わ
る
視
座
の

展
開
が
促
進
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
今
、
こ
の
時
代
に
ラ
デ
ィ
カ
ル

な
変
革
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
、
地
域
文
化
は
も
と
よ
り
、
そ
れ
ら
を
研
究
す
る
人

文
諸
科
学
に
も
未
来
は
な
い
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

◉ 

祭
り
の
概
要
と
近
年
の
変
化

祭
り
の
行
事
次
第　

　
祭
日
編
は
、
文
字
通
り
八
月
一
〇
日
、
一
一
日
に
行
わ
れ
る
皆
月
山
王
祭
の
ド

キ
ュ
メ
ン
ト
と
な
る
。
以
下
で
は
、
主
に
二
〇
一
〇
年
以
後
の
祭
り
の
画
像
を
通

し
て
、
祭
り
の
行
事
次
第
を
紹
介
す
る
こ
と
に
な
る
。
準
備
編
と
も
重
な
る
が
、

こ
こ
で
は
、
簡
単
に
祭
り
の
概
要
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
山
王
祭
で
中
心

的
な
行
事
は
、
集
落
内
を
回
る
曳ヤ

マ山
と
神み

こ
し輿
の
行
列
で
あ
る
。
ヤ
マ
と
神
輿
の
運

行
経
路
と
主
要
な
行
事
の
時
系
列
に
つ
い
て
は
、
一
〇
ペ
ー
ジ
に
ま
と
め
て
あ
る

の
で
、
各
章
を
ご
覧
に
な
る
際
に
も
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

　
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
。

か
つ
て
は
、そ
れ
に
先
立
っ
て
子
供
た
ち
が「
ヤ
マ
引
き
に
で
て
く
ん
せ
～
せ（
し
）

～
」と
言
っ
て
集
落
の
中
を
回
っ
た
。
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
小こ

だ
い
こ

太
鼓
や
鉦か

ね

、
横
笛
を
演
じ
、
タ
カ
ヤ
マ
に

中
学
生
が
あ
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
と
そ
の
OB
で
あ
る
壮
年
層
の
男
性
で
あ
る
。

　
ヤ
マ
は
午
前
中
に
集
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
南
側
を
回
る
。
そ
の
後
、
海
岸
道
路
で
ヤ
マ
全
体
に
提ち

ょ
う
ち
ん灯
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
。
提
灯
を
点
灯
し
た

ヤ
マ
の
姿
は
、
山
王
祭
の
な
か
で
も
っ
と
も
華
や
か
な
シ
ー
ン
の
一
つ
と
な
っ
て

い
る
。
一
方
、
神
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
集
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
は
い
る
。
御
仮
屋
で
は

神
輿
入
り
の
前
に
、
御ご

へ
い幣
ギ
リ
コ
の
お
迎
え
が
あ
り
、
か
つ
て
は
馬
駆か

け
の
神
事

も
行
わ
れ
て
い
た
。

　
翌
日
の
本
祭
り
で
は
、
午
前
中
に
御
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
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
さ
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
あ
が
り
き
り
、神
社
の
境け

い
だ
い内
を
め
ぐ
っ

て
か
ら
エ
ビ
ス
坂
で
最
後
の
ヤ
ッ
サ
ー
を
行
う
。
か
つ
て
は
こ
の
後
に
も
う
一
度

馬
駆
け
が
行
わ
れ
た
。
今
は
神
輿
が
、
境
内
を
め
ぐ
り
お
え
る
と
（
都
合
三
周
）、

御
仮
屋
と
同
じ
く
若
い
衆
に
引
き
継
が
れ
、
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
。
皆
月
は
村
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
。
ち
な
み
に
皆
月
に
は
、
地
域
を
一
〇
に
分
け
た
組
と
い
う
組
織
も
あ
る
。
各

組
で
は
組
親
が
選
ば
れ
、彼
ら
と
区
長
が
中
心
と
な
っ
て
、皆
月
の
運
営
に
あ
た
っ

て
い
る
。
一
か
ら
四
組
が
デ
ム
ラ
、
五
か
ら
七
組
が
本
町
、
八
か
ら
一
〇
組
が
ニ

シ
デ
に
属
す
る
。
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あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
本
文
で
紹
介
し
て
い
る
の
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

た
だ
、
設
置
に
時
間
が
か
り
、
提
灯
の
損そ

ん
も
う耗
も
大
き
か
っ
た
従
来
の
和
ロ
ウ
ソ
ク

で
は
、
今
日
ま
で
提
灯
点
灯
を
持
続
で
き
た
か
ど
う
か
は
大
い
に
疑
問
で
あ
る
。

　
準
備
段
階
で
の
奉
灯
貼は

り
に
も
効
率
化
が
は
か
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
か
つ

て
御ご

へ
い幣
ギ
リ
コ
と
鳥
居
は
、
各
々
の
パ
ー
ツ
ご
と
に
和
紙
を
貼
り
つ
け
る
に
と
ど

ま
り
、
組
立
自
体
は
一
〇
日
の
昼
休
み
に
行
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
ロ
ウ
ソ
ク
の

切
り
替
え
と
同
時
期
か
ら
御
幣
ギ
リ
コ
は
、
全
て
の
パ
ー
ツ
を
組
立
て
、
鳥
居
は

三
つ
の
主
要
な
パ
ー
ツ
に
ま
と
め
て
番
線
で
固
定
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
少
な
い

人
数
で
も
、
昼
休
み
の
時
間
内
に
作
業
が
完
遂
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

提
灯
点
灯
も
行
っ
た
。
一
連
の
流
れ
の
中
で
、
自
分
た

ち
が
出
し
た
ヤ
マ
に
責
任
を
持
つ
た
め
に
、
ヤ
マ
の
片

付
け
に
も
参
加
し
た
こ
と
が
契
機
と
な
っ
た
。

　
先
に
記
し
た
準
備
期
間
の
変
更
で
も
、
現
在
の
青
年

会
役
員
た
ち
は
、
以
前
は
人
足
に
任
せ
て
き
た
ネ
ジ
ン

カ
キ
や
ダ
シ
オ
コ
シ
の
技
能
を
積
極
的
に
学
ぼ
う
と
し

て
い
る
。
ヤ
マ
タ
テ
と
並
行
し
て
ネ
ジ
ン
カ
キ
も
行
う

よ
う
に
な
っ
た
た
め
、年
長
者
か
ら
ネ
ジ
ン
の
カ
キ
方
、

ネ
ジ
ン
棒
の
固
定
の
仕
方
な
ど
を
学
び
つ
つ
あ
る
。
青

年
会
は
人
足
と
も
協
働
で
作
業
を
す
る
こ
と
で
、
日
程

や
人
員
の
問
題
を
発
展
的
に
解
消
し
て
い
る
。

　
青
年
会
以
外
に
も
祭
り
に
新
し
い
繋つ

な

が
り
が
生
ま
れ

て
い
る
。
そ
の
一
つ
が
祭
り
へ
の
女
性
の
参
加
で
あ

る
。
か
つ
て
は
ヤ
マ
に
関
す
る
行
事
へ
の
女
性
の
参
加

は
忌
避
さ
れ
て
き
た
。
私
が
調
査
を
初
め
た
一
九
九
〇

年
の
初
頭
、
ま
だ
、
女
性
が
ヤ
マ
に
近
づ
く
こ
と
も
咎

め
ら
れ
た
。
引
き
綱
を
跨
い
だ
だ
け
で
叱
ら
れ
る
こ
と

部
が
、
積
極
的
に
祭
り
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
ら
か
ら
も
青
年
会
費
を

徴
収
す
る
こ
と
で
、
正
式
な
青
年
会
員
と
し
て
、
参
加
し
て
も
ら
う
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。

　
ま
た
、
大
き
な
変
化
と
し
て
青
年
会
の
有
志
に
よ
る
祭
の
後
片
付
け
へ
の
参

加
が
あ
る
。
青
年
会
が
ヤ
マ
の
解
体
と
片
付
け
に
加
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

二
〇
一
四
（
平
成
二
六
）
年
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
、
台
風
の
た
め
に
ヤ
マ
と

神
輿
の
渡と

ぎ
ょ御
が
中
止
に
な
っ
た
。
青
年
会
の
役
員
と
区
長
や
組
親
と
の
話
し
合
い

の
末
、
集
落
セ
ン
タ
ー
前
で
の
ヤ
マ
の
飾
り
つ
け
だ
け
が
許
可
さ
れ
た
。
青
年
会

は
飾
り
つ
け
で
は
飽
き
足
ら
ず
、
ヤ
マ
を
海
岸
道
路
沿
い
に
ニ
シ
デ
ま
で
引
き
、

0-2  皆月日吉神社全景 

　
効
率
化
と
省
エ
ネ
化
は
、
御
神
酒
の
運
搬
や
樽た

る

へ
の

移
し
か
え
の
場
に
も
み
ら
れ
る
。
祭
り
の
最
中
に
御
神

酒
係
は
、
六
個
あ
る
樽
を
ほ
ぼ
二
人
で
移
動
さ
せ
ね
ば

な
ら
な
い
。
御
神
酒
が
心
も
と
な
い
場
合
は
、
一
升
瓶

を
何
本
か
も
ち
運
ぶ
こ
と
も
あ
る
。
そ
こ
で
青
年
会
で

は
、
ま
ず
、
御
神
酒
の
樽
や
一
升
瓶
を
運
搬
す
る
た
め

の
キ
ャ
リ
ー
カ
ー
を
導
入
し
た
。
ま
た
、
御
神
酒
を
樽

に
効
率
的
に
移
せ
る
よ
う
に
ロ
ー
ト
も
携け

い
た
い帯
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。

　
次
に
人
的
資
源
の
先
細
り
は
、
新
た
な
人
材
の
参
加

を
可
能
に
も
し
て
い
る
。
本
来
の
皆
月
青
年
会
の
規
約

で
は
、
会
に
加
入
で
き
る
の
は
皆
月
で
生
ま
れ
た
男
子

に
限
ら
れ
て
い
た
。
父
や
母
が
皆
月
の
出
身
で
あ
っ
て

も
、
自
身
が
皆
月
に
生
ま
れ
な
か
っ
た
者
に
青
年
会
へ

の
加
入
資
格
は
な
く
、
祭
り
に
参
加
す
る
こ
と
も
で
き

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
少
年
時
代
か
ら
祭
り
に
加
わ
っ

た
り
、
父
と
と
も
に
祭
り
を
経
験
し
て
い
た
世
代
の
一

　
も
っ
と
も
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
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
十
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
。

変
わ
り
ゆ
く
祭
り—
危
機
的
な
組
織
運
営

　
皆
月
山
王
祭
は
、
近
年
の
社
会
変
化
、
端
的
に
言
っ
て
過
疎
化
、
少
子
高
齢
化

の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
き
た
。
ま
ず
、
大
き
な
変
化
は
、
二
〇
〇
四
、五
年
頃

祭
り
の
運
営
組
織
で
は
、
ヤ
マ
の
少
人
数
組
織
の
リ
ー
ダ
ー
と
い
う
位
置
づ
け
に

落
ち
つ
い
て
い
る
。
確
か
に
か
つ
て
程
の
威い

げ
ん厳

は
な
く
な
っ
た
と
は
い
え
、
皆
月

山
王
祭
に
お
い
て
青
年
会
組
織
の
役
割
の
重
要
性
は
い
さ
さ
か
も
減
じ
て
は
い
な

い
。
し
か
し
、
図
0–

1
の
よ
う
に
会
員
数
の
減
少
は
危
機
的
な
状
況
に
あ
る
。

青
年
会
組
織
の
崩ほ

う
か
い壊

は
、
ヤ
マ
の
運
行
停
止
を
意
味
し
て
い
る
。

　
他
方
で
皆
月
区
で
の
人
足
の
割
り
当
て
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
。
世
帯
の
減
少
や
高こ
う
れ
い
か

齢
化
の
著

い
ち
じ
るし

い
班
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
、

合
同
で
祭
り
の
準
備
に
あ
た
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
。
浜
の
掃
除
、
宮
の
掃
除
や

幕
張
、
旗
立
て
の
仕
事
と
御
仮
屋
立
て
が
主
な
作
業
で
あ
る
。
な
か
で
も
ネ
ジ
ン

カ
キ
や
ダ
シ
オ
コ
シ
と
い
う
ヤ
マ
の
組
立
に
関
す
る
作

業
は
、
青
年
会
と
の
協
働
で
行
う
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
祭
り
へ
の
参
加
形
態
も
ス
リ
ム
化
が
は
か
ら
れ
て

い
る
。
本
文
で
紹
介
す
る
よ
う
に
神
輿
の
行
列
で
の
旗

持
ち
は
二
〇
人
か
ら
一
〇
人
に
半
減
さ
れ
た
。

新
た
な
創
造

　
危
機
的
な
状
況
は
、
祭
り
の
準
備
形
態
、
祭
り
を
運

営
す
る
組
織
の
形
態
、
祭
り
の
運
営
形
態
の
各
々
に
変

化
を
も
た
ら
し
た
。
そ
れ
ら
の
変
化
に
つ
い
て
青
年

会
で
の
活
動
を
中
心
に
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
ま

ず
、
祭
り
の
存
続
を
可
能
に
す
る
た
め
の
技
能
の
展
開

や
資
材
の
導
入
を
指
摘
で
き
る
。
そ
の
大
き
な
変
化
の

一
つ
が
、
電
池
式
ロ
ウ
ソ
ク
の
導
入
で
あ
る
。
そ
れ
ま

で
和
ロ
ウ
ソ
ク
を
使
っ
て
点
灯
し
て
い
た
ヤ
マ
の
提

ち
ょ
う
ち
ん灯

を
、
ほ
ぼ
全
て
電
池
式
の
ロ
ウ
ソ
ク
に
変
更
し
た
の
で

を
最
後
に
し
て
、
子
供
た
ち
に
よ
る
準
備
作
業
が
な

く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
準
備
に
携
わ

る
小
、
中
学
生
の
男
子
が
ほ
と
ん
ど
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
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
は
難
し
か
っ
た
。
そ
こ
で
青
年
会
で
は
、
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
。

　

一
九
七
〇
年
代
ま
で
青
年
会
は
、
会
員
数
は

一
〇
〇
名
を
超
え
、
会
長
は
選
挙
に
よ
っ
て
決
め
ら

れ
て
い
た
。
経
済
的
に
も
人
員
的
に
も
、
祭
り
を
支

え
る
中
心
的
な
組
織
で
あ
っ
た
。
現
在
、
青
年
会
員

は
三
十
名
を
切
り
、　
祭
り
の
運
営
に
関
し
て
も
皆

月
区
の
支
援
が
欠
か
せ
な
い
。
区
長
を
頂
点
と
す
る
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も
あ
っ
た
。
本
文
で
も
紹
介
す
る
「
ヤ
マ
が
か
や
る
」
と
い
っ
た
表
現
は
そ
れ
ほ

ど
珍
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
、
二
〇
〇
〇
年
代
の
終
わ
り
頃
、
大
き
な
変
化
が
訪
れ
る
。
当
時
、
中

学
生
で
大
太
鼓
を
学
ん
で
い
た
皆
月
の
女
子
中
学
生
が
、
実
際
に
祭
り
の
太
鼓
を

叩
き
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
彼
女
ら
は
、
九
〇
年
代
に
結
成
さ
れ
た
山
王
権
現
太

皷
保
存
会
に
属
す
る
形
で
祭
り
に
参
加
し
て
い
た
。
彼
女
ら
は
そ
の
後
も
祭
り
に

参
加
し
続
け
、
就
職
し
た
り
、
大
学
に
進
学
し
て
地
元
を
離
れ
て
か
ら
も
、
祭
り

に
は
集
う
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
少
な
い
な
が
ら
も
太
鼓
を
学
ぶ
女
子
が
彼
女

ら
に
続
き
、
祭
り
に
も
参
加
す
る
よ
う
に
な
る
。
現
在
で
は
、
男
性
と
同
じ
よ
う

に
白
装
束
に
身
を
固
め
た
女
性
が
、
祭
り
の
大
太
鼓
の
中
心
を
担
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
ヤ
マ
の
運
行
に
あ
た
っ
て
は
、
青
年
会
と
村
の
年
長
者
を
つ
な
ぐ
集
ま

り
と
し
て
、
山
王
祭
「
連
絡
会
」
が
あ
る
。
テ
ブ
リ
や
音お

ん
ど頭

取
り
と
い
っ
た
祭
り

の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
に「
太
鼓
の
会
」が
加
わ
っ
た
集
ま
り
で
あ
る
。
連
絡
会
は
、

一
一
日
の
朝
、
青
年
会
を
中
心
と
し
た
曳
山
飾
り
が
終
わ
っ
た
の
ち
に
、
集
会
場

に
て
会
費
制
で
催
さ
れ
る
宴
席
で
あ
る
。
音
頭
取
り
や
テ
ブ
リ
、
太
鼓
の
打
ち
手

の
他
、
そ
れ
ら
の
一
線
を
退
い
た
年
長
者
た
ち
も
参
加
す
る
。

　
こ
の
連
絡
会
の
発は

っ
し
ょ
う祥

は
、奉ほ

う
の
う
す
も
う

納
相
撲
が
行
わ
れ
て
い
た
時
代
に
遡

さ
か
の
ぼ
るる

。当
時
は
、

一
一
日
朝
に
本
町
の
浜
に
相
撲
の
土
俵
作
り
に
協
力
し
た
者
へ
の
慰い

ろ
う労

の
宴
席
が

あ
っ
た
。
奉
納
相
撲
が
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
一
九
九
〇
年
代
半
ば
以
後
も
、
宴
席

は
設
け
続
け
ら
れ
た
。
土
俵
づ
く
り
の
慰
労
会
か
ら
、
曳
山
運
行
に
関
わ
る
意
思

疎そ
つ
う通

を
円
滑
に
行
う
た
め
の
「
連
絡
会
」
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
連
絡
会
に
よ
っ
て
、
音
頭
取
り
や
テ
ブ
リ
を
行
う
者
た
ち
は
、
ヤ
マ
の
運

行
に
お
け
る
各
々
の
立
場
を
背
負
い
つ
つ
、
役
割
ご
と
に
組
織
さ
れ
た
メ
ン
バ
ー

の
一
員
と
し
て
、
ゆ
る
や
か
な
一
体
感
を
共
有
し
て
い
る
。
こ
の
一
体
感
は
、
メ

ン
バ
ー
の
多
く
が
青
年
会
役
員
を
経
験
し
て
き
た
こ
と
が
大
き
い
。
彼
ら
の
多
く

は
、
安
全
な
ヤ
マ
の
運
行
と
祭
り
の
存
続
に
つ
い
て
、
関
係
者
と
意
見
を
交
わ
し

て
き
た
。
ま
た
、
各
々
の
役
割
だ
け
で
な
く
、
他
の
役
割
の
者
と
意
見
交
換
を
行

う
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
の
技
術
が
評
価
さ
れ
、
他
の
役
割
か
ら
の
要
求
が
そ
の
者

の
発
達
段
階
に
応
じ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
場
は
、
各
々
の
技
能
を
新

た
に
取
得
す
る
者
に
と
っ
て
、
重
要
な
機
会
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
発
祥
当
時

か
ら
は
予
期
し
え
な
い
会
の
内
実
の
変
化
か
も
し
れ
な
い
。
技
術
継
承
に
課
題
を

抱
え
る
中
に
あ
っ
て
、
効
率
的
な
後
進
の
育
成
を
行
う
仕
組
み
と
し
て
、
こ
の
連

絡
会
の
場
が
機
能
す
る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

課
題
と
可
能
性

　
も
ち
ろ
ん
、
課
題
は
山
積
し
て
い
る
。
現
実
的
に
進
行
し
て
い
く
過
疎
化
と
高

齢
化
は
、
確
実
に
人
的
な
資
源
を
先
細
り
さ
せ
て
い
く
。
加
え
て
、
新
た
な
繋
が

り
や
試
み
に
も
問
題
は
生
じ
や
す
い
。

　
先
に
紹
介
し
た
連
絡
会
に
も
課
題
が
み
え
て
き
た
。
組
織
の
立
ち
位
置
と
し
て

の
曖あ

い
ま
い昧

さ
と
世
代
間
の
意
見
の
相
違
で
あ
る
。
有
志
を
中
心
に
構
成
さ
れ
る
連
絡

会
は
、成
立
か
ら
年
月
も
経
て
、地
域
で
の
認
知
度
も
あ
る
程
度
あ
が
っ
て
き
た
。

し
か
し
、
組
織
と
し
て
年
間
を
通
し
た
活
動
実
態
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
一

日
の
集
ま
り
（
宴
席
）
が
す
べ
て
で
あ
る
。
い
つ
の
頃
か
ら
か
、
青
年
会
は
会
長

以
下
三
役
で
こ
の
連
絡
会
に
顔
を
出
し
、
ヤ
マ
の
運
行
に
関
し
礼
を
述
べ
る
こ
と

を
常
と
し
て
き
た
。
一
部
費
用
の
負
担
を
行
っ
て
い
た
時
期
も
あ
る
。

　
そ
れ
ま
で
青
年
会
は
、
祭
り
翌
日
の
一
二
日
以
後
、
音
頭
取
り
、
テ
ブ
リ
の
係
、

旗
ギ
リ
コ
に
字
を
書
い
た
者
、
各
種
修し

ゅ
う
ぜ
ん

繕
を
行
っ
た
者
に
対
し
て
、
奉
納
さ
れ
た

御
神
酒
を
持
ち
、
個
別
に
訪
問
し
て
礼
を
述
べ
て
き
た
。
し
か
し
、
彼
ら
の
な
か

に
一
二
日
に
は
皆
月
を
離
れ
る
者
も
い
る
。
後
片
付
け
、
清
算
を
行
う
地
元
在
住

の
青
年
会
役
員
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
も
相
ま
っ
て
、
連
絡
会
で
効
率
的
に
礼
を

述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
改
変
し
た
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
当
の
連
絡
会
に
は
、
役

割
を
担
う
当
事
者
が
参
加
し
て
い
な
い
こ
と
も
あ
る
。
結
果
的
に
従
来
通
り
の
方

法
で
青
年
会
か
ら
個
別
に
礼
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
多
々
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
連
絡
会
で
の
年
長
者
と
の
会
話
の
中
に
は
、
し
ば
し
ば
祭
り
へ
の
愛
着

を
超
え
た
自
意
識
が
感
じ
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
祭
り
の
専
門
的
な
技
能
に
関
わ
る

者
た
ち
の
中
に
は
、
自
分
た
ち
の
存
在
が
ヤ
マ
の
運
行
を
左
右
す
る
と
い
う
矜き

ょ
う
じ持

と
や
や
尊そ

ん
だ
い大
な
態
度
が
表
裏
の
も
の
と
し
て
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
識
は
、
時
に

は
周
囲
や
下
の
世
代
と
の
軋あ

つ
れ
き轢
を
生
む
こ
と
に
も
な
る
。

　
筆
者
自
身
は
、
連
絡
会
で
礼
を
言
う
こ
と
は
止
め
て
個
別
に
訪
問
す
る
従
来
通

り
の
方
法
に
戻
し
て
も
い
い
と
考
え
て
い
る
。
音お

ん
ど頭
取
り
、
テ
ブ
リ
は
ヤ
マ
の
運

行
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
役
割
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
含
め
た
全
山
王
祭
参
加

者
に
上
下
の
別
は
な
い
。
特
定
の
役
割
を
担
っ
た
か
ら
と
言
っ
て
、
謝し

ゃ
じ辞
と
お
酒

を
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。も
ち
ろ
ん
、

青
年
会
が
全
く
感
謝
の
意
を
示
さ
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
仮
に

提
案
と
し
て
述
べ
る
が
、
一
一
日
入
宮
・
神
事
が
終
わ
っ
た
後
、
青
年
会
会
長
か

ら
、
安
全
運
行
に
関
す
る
御
礼
を
祭
り
参
加
者
全
員
に
対
し
て
発
し
、
祭
り
参
加

者
全
員
が
青
年
会
役
員
に
対
し
て
も
ね
ぎ
ら
い
と
感
謝
の
気
持
ち
の
拍
手
が
な
さ

れ
る
こ
と
が
い
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

年
長
者
に
対
し
て
、
若
年
層
の
側
に
も
課
題
が
あ
る
。
と
り
わ
け
、
現
在
、

三
十
代
未
満
の
世
代
は
、
小
・
中
学
時
代
に
大
将
を
頂
点
と
し
た
ヤ
マ
仕
事
を
経

験
し
て
い
な
い
。
実
質
的
な
作
業
の
多
く
を
青
年
会
、
ム
ラ
に
肩
代
わ
り
し
て
も

ら
っ
て
き
た
。
こ
の
た
め
彼
ら
の
多
く
は
、
ヤ
マ
の
運
行
に
必
要
不
可
欠
な
準
備

や
諸
作
業
へ
の
注
意
や
責
任
感
が
希
薄
で
あ
る
。
実
際
、
青
年
会
会
員
資
格
を
持

ち
な
が
ら
、前
日
ま
で
の
準
備
作
業
に
は
、ほ
ぼ
顔
を
出
さ
な
い
。に
も
関
わ
ら
ず
、

祭
り
当
日
に
御
神
酒
を
い
た
だ
き
、好
き
勝
手
騒
ぐ
こ
と
に
は
抵
抗
を
感
じ
な
い
。

当
日
の
ヤ
マ
飾
り
、
昼
休
み
の
奉
灯
立
て
、
祭
り
の
最
中
の
御
神
酒
の
運う

ん
ぱ
ん搬
、
オ

シ
ミ
ロ
ー
プ
の
手
配
、
ハ
タ
ダ
ケ
の
運
搬
、
タ
カ
ヤ
マ
で
の
タ
ケ
の
上
げ
下
ろ
し

と
い
っ
た
作
業
を
自
発
的
に
参
加
す
る
者
も
限
ら
れ
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
ヤ
マ

の
運
行
に
多
く
の
者
の
力
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
理
解
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
実
行

す
る
の
は
自
分
で
は
な
い
、
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
意
識
で
は
、
準
備
が
あ
っ

て
こ
そ
の
祭
り
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

文
化
資
源
と
し
て
の
祭
り

　
以
上
の
変
化
は
、
い
ず
れ
も
過
疎
化
・
少
子
高
齢
化
に
差
し
迫
ら
れ
た
対
処
療

法
で
あ
る
面
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、　
種
々
の
逆
境
に
あ
っ
て
、
祭
り
が

地
域
全
体
に
と
っ
て
の
文
化
と
し
て
共
有
さ
れ
て
き
た
側
面
も
指
摘
し
て
お
く
べ

き
で
あ
る
。
新
た
な
道
具
や
技
術
の
導
入
、
人
的
資
源
の
拡
大
、
組
織
編
成
の
柔

軟
な
解
釈
と
い
っ
た
営
み
は
、
当
事
者
た
ち
の
意
識
や
価
値
観
の
レ
ベ
ル
で
の
変

化
を
促
し
て
き
た
。
物
と
情
報
、
そ
し
て
人
の
繋
が
り
の
変
化
は
、
祭
り
を
現
代

の
生
き
ら
れ
た
文
化
資
源
と
し
て
再
創
造
す
る
過
程
で
あ
る
と
も
言
え
る
。　

　
同
時
に
祭
り
を
巡
る
営
み
の
共
有
は
、
個
々
人
の
経
験
の
質
と
し
て
も
深
ま
っ

て
き
た
と
い
え
る
。
以
前
の
青
年
会
で
は
、
ヤ
マ
以
外
に
は
関
心
を
示
さ
な
い
会

員
も
多
か
っ
た
。
彼
ら
は
ヤ
マ
で
暴
れ
、
御
神
酒
を
好
き
な
だ
け
飲
ん
で
満
足
し

て
い
た
。
し
か
し
、
近
年
、
地
元
で
は
「
太
鼓
の
会
」
が
定
期
的
に
開
か
れ
、
青

年
会
の
役
員
と
そ
の
家
族
が
太
鼓
を
叩
い
て
い
る
。
彼
ら
は
大
太
鼓
を
学
ぶ
一
方

で
、
子
供
た
ち
に
は
小
太
鼓
や
鉦
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
伝
え
て
い
る
。
技
能
を
習

得
し
、
同
時
に
教
授
す
る
場
は
、
先
の
連
絡
会
に
も
通
じ
る
世
代
を
超
え
た
つ
な

が
り
を
生
み
出
す
場
で
も
あ
る
。
同
時
に
祭
り
当
日
だ
け
で
な
く
、
準
備
段
階
か

ら
、
周
辺
の
行
事
や
芸
能
に
も
目
配
せ
す
る
こ
と
で
、
祭
り
全
体
を
捉
え
直
す
視

座
を
彼
ら
は
養
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
視
座
を
多
く
の
青
年
会
員

が
共
有
し
、
共
感
し
た
者
の
輪
を
広
げ
て
い
く
こ
と
が
、
こ
れ
ま
で
こ
の
祭
り
が

な
し
て
き
た
営
み
を
発
展
さ
せ
、
祭
り
自
体
を
持
続
可
能
な
も
の
と
し
う
る
方
途

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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皆月川

今出川

御手洗川

河南（デムラ）

本町

西町（ニシデ）

日吉神社

神様岩

神様井戸の神事

集会所

御仮屋

神明（豊受）神社

卍

卍

卍

皆
月
湾 御仮屋小路前

皆月新橋

 妙行寺

超願寺

宮前前

茶木前

ショウゴロウ下

コウハク前 皆月橋

宮本酒店前

民宿皆月荘
横山前

ミズバタ

皆月漁港

伏見下

イッチョモ前

 善行寺

日時 場所 行事内容

10 日  5 時半 ・日吉神社鳥居前 ・ヤマ飾り
          9 時 20 分 ・日吉神社鳥居前 ・神事

 9 時 30 分 ・宮の坂→ミズバタ→ニシデ ・ヤマ曳きはじめ

 11 時 ・伏見下 ・伏見下に到着、時代人形の設置
（昼休み）

 16 時 ・日吉神社拝殿、境内 ・神様のお発ち、神輿の出発
 16 時 40 分頃 ・神様岩（村の北端） ・神様岩の神事
 17 時 ・伏見下→デムラ ・ヤマ曳きはじめ
 18 時頃 ・茶木前 ・ヤッサー
 18 時 15 分頃 ・デムラの端 ・神様井戸の神事
 18 時 30 分頃 ・ショウゴロウ下 ・提灯点灯

 20 時 ・御仮屋前 ・御幣ギリコ、（馬駆け）
・神輿の御仮屋入、神事

11 日  6 時 ・御仮屋小路前 ・ヤマ飾り
 14 時 ・御仮屋小路前 ・ヤマ曳きはじめ
 15 時 ・御仮屋 ・神様のお発ち、神輿の出発
 16 時 15 分頃 ・宮本酒店前 ・ヤッサー
 17 時半 ・日吉神社境内 ・ヤマが日吉神社に帰還
 18 時 ・日吉神社境内 ・（馬駆け）、神輿の宮入り

山王祭のタイムテーブル

山王祭運行図
　宵祭り午前・
　神輿の午後の前半

日吉神社前 →→  イッチョモ前
（神様岩）→→  伏見下

　宵祭り午後 伏見下 → → ショウゴロウ下　　　　
→ → 御仮屋小路前

　本祭り 御仮屋小路前→→日吉神社境内
　本祭り（神輿のみの渡御） 横山前−− −− → → 皆月荘−− −− → → 横山前

山王祭の曳山と神輿の運行図



1　宵祭り 午前1　宵祭り 午前
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１
章 

宵
祭
り 

曳
山
午
前

神
職
が
正
面
に
戻
っ
た
と
こ
ろ
で
会
長
以
下
、
参
加
者
の
お
祓
い
が
行
わ
れ
る
。

　
ま
た
二
〇
一
九
（
令
和
元
）
年
に
は
、
神
職
の
計
ら
い
で
会
長
に
よ
る
玉た

ま
ぐ
し串
の

奉ほ
う
け
ん献
も
な
さ
れ
た
。
御お

み

き
神
酒
に
つ
い
て
も
同
様
に
ヤ
マ
の
四
方
に
振
り
ま
い
て
お

浄
め
す
る
。
一
連
の
所
作
を
終
え
る
と
再
び
小
太
鼓
を
奏
し
て
神
事
を
終
え
る
。

御
神
酒
は
青
年
会
の
役
員
に
よ
っ
て
回
し
飲
み
さ
れ
る
。

　
現
在
、
曳ひ

き
は
じ
め
の
前
に
行
わ
れ
る
神
事
は
、
一
九
九
〇
年
代
の
半
ば
ま
で

は
宮
か
ら
ヤ
マ
が
降
り
て
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
。
本
町
と
ニ
シ
デ
の
境
に
あ
っ
た

「
神
様
岩
」
の
場
所
で
あ
る
。
一
九
九
六
（
平
成
八
）
年
に
行
わ
れ
た
宮
の
坂
の

横
を
流
れ
る
御み

た
ら
し

手
洗
川
の
暗あ

ん
き
ょ渠
工
事
に
伴
い
、
神
様
岩
が
日
吉
神
社
の
鳥
居
横
に

移
転
し
た
た
め
、
現
在
の
場
所
で
の
神
事
と
な
っ
て
い
る
。

曳
山
を
構
成
す
る
ポ
ジ
シ
ョ
ン

　
神
事
が
終
わ
り
、
準
備
が
整
う
と
い
よ
い
よ
曳
き
は
じ
め
と
な
る
。
音
頭
取
り

の
木き

や
り遣
が
一
し
き
り
続
き
、会
長
の
手
が
あ
が
る
。「
ド
ッ
ト
コ
」の
合
図
で
あ
る
。

1-2  太鼓を打ち鳴らす1-2  太鼓を打ち鳴らす

1-4  ヤマのお祓い1-4  ヤマのお祓い1-5  四方に御神酒をまいて浄める1-5  四方に御神酒をまいて浄める

曳
山
へ
の
神
事

　
午
前
九
時
を
回
る
と
、
鳥
居
前
に
据
え
ら
れ
た
曳ヤ

マ山
の
周
り
に
、
ち
ら
ほ
ら
と

人
が
集
ま
り
は
じ
め
る
。
ほ
ど
な
く
青
年
会
会
長
（
以
下
会
長
）
を
は
じ
め
と

す
る
役
員
や
曳
き
は
じ
め
に
必
要
と
な
る
あ
る
程
度
の
人
数
が
揃そ

ろ

う
。
テ
ブ
リ
、

音お
ん
ど頭

取
り
、
オ
シ
ミ
を
つ
な
げ
る
人
た
ち
で
あ
る
。
ヤ
マ
の
前
に
は
神
事
に
必
要

な
棚た

な

や
小こ

だ
い
こ

太
鼓
、
幣へ

い
そ
く束

や
御お

み

き
神
酒
が
整
え
ら
れ
る
。
神
事
（
ヤ
マ
の
お
祓
い
）
が

は
じ
ま
る
。
ま
ず
最
初
に
、
神
職
が
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら
し
、
神
事
の
開
始
が
告
げ

ら
れ
る
。
ヤ
マ
の
正
面
に
御
神
酒
を
供
え
、
大

お
お
は
ら
え
の
こ
と
ば

祓
詞
の
奏
上
が
行
わ
れ
る
。
そ

の
後
、ヤ
マ
の
正
面
を
起
点
と
し
て
、時
計
回
り
に
ヤ
マ
の
四
方
を
お
祓は

ら

い
す
る
。

1-1  宵祭り当日の朝、宮の境内と飾りつけをおえた曳山に集う若衆1-1  宵祭り当日の朝、宮の境内と飾りつけをおえた曳山に集う若衆

1-3  全員のお祓い1-3  全員のお祓い
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覆お
お

わ
れ
た
シ
タ
ヤ
マ
に
小
学
生
が
乗
り
込
み
、
そ
の
う
ち
の
二
人
は
前
方
に
据
え

ら
れ
た
小こ

だ
い
こ

太
鼓
と
鉦か

ね

を
叩
い
て
は
や
す
。
小こ

だ
い
こ

太
鼓
と
鉦か

ね

は
バ
ン
ナ
ラ
シ
か
ら
使
っ

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
ば
そ
他
の
子
供
た
ち
も
横
笛
を
持
参
し
、
各
々
の

場
面
に
合
わ
せ
た
祭
り
囃ば

や
し子
を
吹
い
て
い
た
。　
　

　
タ
カ
ヤ
マ
に
は
主
に
中
学
生
や
高
校
生
が
乗
り
込
ん
で
い
た
。
現
在
は
中
高
生

の
人
数
が
少
な
く
、
状
況
に
応
じ
て
青
年
会
員
が
あ
が
っ
て
作
業
す
る
。
タ
カ
ヤ

マ
で
は
運
行
中
の
タ
ケ
の
立
て
倒
し
の
作
業
が
計
八
回
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
も
、

場
所
に
よ
っ
て
は
タ
ケ
の
ハ
タ
が
木
や
電
線
、
屋
根
瓦
に
引
っ
か
か
ら
な
い
よ
う

に
し
た
り
、
倒
し
た
タ
ケ
の
位
置
を
調
整
す
る
必
要
が
あ
る
（
コ
ラ
ム
③
参
照
）。

　
引
き
手　
引
き
手
は
、
文
字
通
り
ヤ
マ
の
前
方
で
引
き
綱
を
引
く
者
の
こ
と
で

あ
る
。「
エ
イ
ヤ
ー
、エ
イ
ヤ
ー
」の
か
け
声
に
併
せ
て
後
ろ
向
き
に
引
い
て
い
く
。

激
し
い
動
き
は
な
く
、
ヤ
マ
の
中
で
は
比
較
的
安
全
性
が
高
い
た
め
、
子
ど
も
か

ら
年
配
者
ま
で
携
わ
る
こ
と
が
で
き
る
。
戦
時
中
の
一
時
期
を
除
き
、「
ヤ
マ
が

か
や
る
」（「
曳
山
が
横
転
す
る
」
の
意
）
と
し
て
、
女
性
が
ヤ
マ
に
関
わ
る
こ
と

は
忌き

ひ避
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
人
手
不
足
と
な
っ
た
近
年
で
は
、
女
性
が
引
く

姿
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
オ
シ
ミ　
オ
シ
ミ
は
ヤ
マ
の
速
度
調
整
、
バ
ラ
ン
ス
確
保
の
た
め
に
タ
カ
ヤ
マ

を
作
用
点
と
し
て
、
後
方
ま
た
は
側
方
に
伸
ば
さ
れ
る
綱
で
あ
る
。
宮
の
坂
を
下

る
と
き
に
は
後
方
へ
長
い
も
の
が
二
本
、
集
落
内
を
運
行
す
る
と
き
は
後
方
へ
短

い
も
の
が
一
本
伸
ば
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
二
日
間
の
祭
り
の
順
路
に
は
、
下
り

坂
が
三
ヶ
所
あ
る
。
各
々
の
場
所
に
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
ま
た
は
木
製
の
柱
が

地
面
に
打
ち
こ
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
柱
に
オ
シ
ミ
を
巻
き
つ
け
、
オ
シ
ミ
同
士
と

柱
と
の
摩ま

さ
つ擦
に
よ
っ
て
下
り
速
度
を
調
節
す
る
。
こ
の
巻
き
つ
け
方
は
船
上
で
使

わ
れ
る
技
術
で
あ
る
。

　
写
真
1–

16
は
、
鳥
居
の
両
横
に
据
え
ら
れ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
柱
で
あ
る
。

柱
の
周
り
に
は
タ
ケ
を
切
り
出
し
て
紐ひ

も

で
結
ん
だ
道
具
を
巻
き
つ
け
て
い
る
。
こ

歴
代
の
会
長
も「
宵よ

い
ま
つ祭

り
の
曳
き
は
じ
め
が
一
番
う
れ
し
い
」と
口
を
そ
ろ
え
る
。

過か
そ
こ
う
れ
い

疎
高
齢
化
が
進
み
、
祭
り
の
準
備
も
ま
ま
な
ら
な
い
。
毎
年
の
よ
う
に
祭
り
の

開か
い
さ
い催

、
ヤ
マ
の
運
行
が
危
ぶ
ま
れ
る
な
か
で
、
祭
り
を
思
う
皆
の
お
か
げ
で
ヤ
マ

を
下
ろ
す
こ
と
が
実
感
で
き
る
瞬
間
で
あ
る
。

　
各
々
は
運
行
に
必
要
な
役
割
に
つ
く
が
、
こ
れ
ら
の
役
割
は
予

あ
ら
か
じめ

決
め
ら
れ
た

も
の
で
は
な
い
。
運
行
責
任
者
で
あ
る
会
長
が
指
示
、
指
名
す
る
こ
と
も
な
い
。

当
日
集
ま
っ
た
者
の
中
で
暗あ

ん
も
く黙

の
内
に
決
ま
っ
て
い
く
。
神み

こ
し
と
ぎ
ょ

輿
渡
御
の
役
割
が
、

氏
子
総そ

う
だ
い代

を
兼
ね
る
区
長
、
組
親
を
中
心
に
決
め
ら
れ
る
こ
と
と
は
対
照
的
で
あ

る
。も
ち
ろ
ん
、会
長
や
役
員
に
は
、や
る
べ
き
仕
事
や
役
割
は
決
め
ら
れ
て
い
る
。

　
ヤ
マ
の
運
行
に
必
要
な
役ポ

ジ
シ
ョ
ン割

は
、
大
き
く
七
つ
に
区
分
さ
れ
る
。
音お

ん
ど頭

取
り
、

ヤ
マ
の
上
下
の
乗
手
、
引
き
手
、
オ
シ
ミ
、
テ
ブ
リ
、
オ
オ
テ
ブ
リ
、
そ
し
て
会

長
を
中
心
と
し
た
役
員
で
あ
る
。オ
オ
テ
ブ
リ
に
つ
い
て
は
後
で
紹
介
す
る
の
で
、

以
下
で
は
そ
れ
以
外
の
役
割
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
て
お
く
。

　
音
頭
取
り　
音
頭
取
り
は
、
ヤ
マ
の
曳
き
は
じ
め
や
休

き
ゅ
う
け
い憩

時
に
木き

や
り遣

を
歌
う
係

で
あ
る
。
引
き
綱
の
前
後
を
行
き
来
し
、
扇お

う
ぎ

を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
目
印
と
な

る
。
木
遣
と
は
、
七
七
七
五
調
の
歌
詞
を
前
半
と
後
半
に
分
け
て
歌
い
、
綱
の
引

き
手
た
ち
が
合
い
の
手
を
入
れ
る
。
ヤ
マ
の
曳
き
は
じ
め
に
は
、
こ
の
木
遣
に
続

く
「
ド
ッ
ト
コ
」
の
声
が
、
ヤ
マ
を
動
か
す
合
図
と
な
る
。
祭
り
に
な
く
て
は
な

ら
な
い
存
在
で
あ
る
（
コ
ラ
ム
④
参
照
）。

　
タ
カ
ヤ
マ
と
シ
タ
ヤ
マ　
ヤ
マ
は
上
下
の
二
段
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
胴ど

う
ま
く幕

に

1-12  テブリとオシミがブレーキをかけつつ慎重に動きはじめる1-12  テブリとオシミがブレーキをかけつつ慎重に動きはじめる

1-11  ヤマの曳きはじめ1-11  ヤマの曳きはじめ

1-10  2018( 平成 30）年の曳山のスターターたち1-10  2018( 平成 30）年の曳山のスターターたち

1-9  ヤマに集う青年会と祭りのスペシャリスト1-9  ヤマに集う青年会と祭りのスペシャリスト

1-6-8   御神酒1-6-8   御神酒 1-7  1-7  1-6 1-6 
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の
柱
に
オ
シ
ミ
を
数
回
巻
き
つ
け
、
ヤ
マ
の
進
行
に
伴
っ
て
徐
々
に
ゆ
る
め
、

綱
を
押
し
出
し
て
い
く
。
タ
ケ
を
巻
く
こ
と
で
、適
度
の
速
さ
で
送
り
だ
せ
る
。

　
テ
ブ
リ　
テ
ブ
リ
と
呼
ば
れ
る
「
ト
」
の
字
に
似
た
木
片
を
ヤ
マ
の
車
輪
と

路
面
と
の
間
に
は
さ
み
こ
ん
で
、
ヤ
マ
の
進
行
方
向
及
び
速
度
の
調
整
を
行
う

係
で
あ
る
。
中ち

ゅ
う
ご
し腰

で
後
ろ
向
き
に
進
む
姿
勢
の
た
め
、
ヤ
マ
に
関
わ
る
者
の
中

で
は
最
も
危
険
で
か
つ
重
要
な
役
割
を
担
う
。
通
常
は
前
輪
の
左
右
に
一
人
づ

つ
計
二
名
が
つ
く
。
急
な
方
向
修
正
を
行
い
た
い
場
合
や
、
坂
を
あ
が
る
場
合

に
は
、
後
方
車
輪
に
も
二
名
つ
く
こ
と
が
あ
る
。

　
青
年
会
役
員　
役
員
は
会
長
を
中
心
に
、
副
会
長
と
役
員
か
ら
な
る
。
会
長

は
ヤ
マ
の
運
行
の
責
任
者
で
あ
り
、
場
面
ご
と
の
判
断
を
行
う
。
副
会
長
は
会

長
の
補
佐
と
し
て
、
ヤ
マ
の
前
後
に
分
か
れ
て
オ
シ
ミ
や
テ
ブ
リ
の
動
き
を
確

認
し
、
指
示
を
だ
す
。
そ
れ
以
外
の
役
員
た
ち
も
、
前
ヤ
マ
で
若
い
衆
を
煽あ

お

っ

た
り
、
会
長
の
指
示
を
伝
え
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
奉
納
さ
れ
た
御お

み

き
神
酒
や

寸す
ん
し志

を
記
録
す
る
会
計
係
と
御
神
酒
の
準
備
と
後
片
付
け
に
奔ほ

ん
そ
う走

す
る
御
神
酒

係
に
従
事
す
る
。
シ
タ
ヤ
マ
に
乗
り
込
ん
だ
子
供
た
ち
の
飲
み
物
の
買
い
出
し

と
提
供
に
も
気
を
配
る
。
そ
れ
以
外
に
も
彼
ら
は
、
予
備
の
タ
ケ
の
調
達
や
ハ

タ
や
吹
き
流
し
の
確
認
な
ど
、
ヤ
マ
の
運
行
に
関
わ
る
諸
々
の
作
業
を
こ
な
し

て
い
く
。

宮
の
坂

　
宮
の
坂
は
、
祭
り
の
な
か
で
最
大
最
長
の
下
り
坂
だ
が
、
そ
の
オ
シ
ミ
に
関

わ
る
人
間
は
、一
本
あ
た
り
二
名
で
事
足
り
る
。
前
述
の
巻
き
つ
け
方
に
よ
り
、

少
人
数
で
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
可
能
な
た
め
で
あ
る
。
理
論
的
に
は
一
名
で
も

下
ろ
せ
る
と
い
う
が
、
安
全
の
た
め
二
名
以
上
が
配
置
に
つ
く
。

　
ヤ
マ
に
括く

く

り
つ
け
る
オ
シ
ミ
は
、ヤ
マ
の
前
方
で
の
も
や
い
結
び
に
始
ま
り
、

タ
カ
ヤ
マ
を
経
由
し
、
後
方
に
回
る
。
タ
カ
ヤ
マ
で
前
か
ら
後
ろ
に
渡
さ
れ
る

1-19  役員たちは、ヤマの前後や上下に注意しつつヤマをおろす1-19  役員たちは、ヤマの前後や上下に注意しつつヤマをおろす 1-15  オシミを張って強度を高める1-15  オシミを張って強度を高める 1-14  徐々に坂をくだるヤマ  1-14  徐々に坂をくだるヤマ  

1-13  ダシダケを揺らす準備1-13  ダシダケを揺らす準備

1-18  オシミの担当は、熟練者が自発的に配置につくことが多い1-18  オシミの担当は、熟練者が自発的に配置につくことが多い

1-16  オシミ（本町側）  1-16  オシミ（本町側）  1-17  オシミ（ニシデ側）1-17  オシミ（ニシデ側）
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途
中
で
は
、タ
カ
ヤ
マ
の
前
後
を
貫
く
部
材
に
一
巻ま

き

さ
れ
る（
こ
の
こ
と
を「
チ
ョ

ン
を
か
け
る
」
と
い
う
）。
こ
れ
に
よ
っ
て
下
り
坂
で
は
、
単
に
ブ
レ
ー
キ
と
し

て
後
方
へ
引
か
れ
る
の
で
は
な
く
、
上
か
ら
下
方
向
へ
力
が
か
か
る
こ
と
で
、
方

向
調
整
を
行
う
テ
ブ
リ
の
効
き
を
高
め
る
作
用
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
約
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
宮
の
坂
を
下
ろ
す
際
の
引
き
綱
は
、
集
落
内
を
運
行
す

る
と
き
に
後
ろ
の
オ
シ
ミ
と
し
て
使
用
さ
れ
る
細
く
て
短
い
ロ
ー
プ
を
用
い
る
。

下
り
坂
の
た
め
、
引
き
手
に
多
く
の
人
員
が
必
要
な
い
た
め
で
あ
る
。
反
対
に
後

ろ
の
オ
シ
ミ
に
は
長
い
綱
を
二
本
使
用
す
る
。
近
年
、
オ
シ
ミ
の
買
い
替
え
に
伴

い
、
坂
の
距
離
に
対
応
し
た
綱
が
使
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
結
果
と
し
て
坂

の
途
中
に
三
本
あ
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
柱
に
綱
を
架か

け
替
え
る
こ
と
は
な
く

な
っ
た
。
た
だ
し
長
い
オ
シ
ミ
は
、
絡か

ら

ま
っ
て
事
故
を
起
こ
す
危
険
が
あ
る
。
事

前
に
蛇だ

こ
う行

さ
せ
て
準
備
し
、
取
り
扱
い
や
す
く
し
て
い
る
（
写
真
1–

1
）。

　
宮
の
坂
を
少
し
下
る
と
、
道
の
上
に
大
き
な
木
の
枝
が
せ
り
出
し
て
い
る
。
タ

カ
ヤ
マ
に
あ
が
っ
た
者
た
ち
が
途
端
に
忙
し
く
な
る
。
彼
ら
は
、
最
初
に
ダ
シ
ダ

ケ
、次
に
ハ
タ
ダ
ケ
の
順
で
激
し
く
揺
さ
ぶ
る
（
写
真
1–

21
）。
下
に
い
る
者
も
、

ハ
タ
や
吹
き
流
し
が
引
っ
か
か
っ
た
タ
ケ
の
位
置
を
知
ら
せ
る
。「
町
の
方
、も
っ

と
揺
ら
せ
ま
」「
ニ
シ
デ
の
後
ろ
の
ダ
シ
ダ
ケ
！
」、
あ
ち
こ
ち
か
ら
そ
ん
な
声
が

響ひ
び

く
が
、
な
か
な
か
手
が
回
ら
な
い
。
毎
年
、
ペ
キ
、
ボ
キ
ッ
と
い
っ
た
鈍に

ぶ

い
音

が
何
度
か
響
く
。
木
の
枝
に
絡か

ら

ま
っ
た
ハ
タ
に
タ
ケ
が
ひ
き
づ
ら
れ
て
折
れ
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。
扱
い
が
雑
だ
と
、ハ
タ
も
枝
に
引
っ
か
か
っ
て
破
れ
て
し
ま
う
。

人
数
が
多
け
れ
ば
、
十
分
に
タ
ケ
を
揺
ら
す
こ
と
が
で
き
て
、
破は

そ
ん損

す
る
こ
と
も

少
な
い
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
近
年
は
タ
カ
ヤ
マ
に
あ
が
る
中
学
生
や
高
校
生
が
非
常
に
少
な
い
。

他
方
で
ヤ
マ
の
出
だ
し
は
、
オ
シ
ミ
や
テ
ブ
リ
の
動
き
に
注
視
し
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
役
員
は
タ
カ
ヤ
マ
に
ま
で
手
が
回
ら
な
い
。
下
り
坂
を
出
発
し
て
わ
ず
か

一
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
、
綺き

れ
い麗

に
飾
ら
れ
た
タ
カ
ヤ
マ
の
タ
ケ
は
、
結
構
な
損
害

を
被こ

う
むる
こ
と
に
な
る
。

　
も
っ
と
も
、ヤ
マ
の
タ
ケ
自
体
は
、

数
十
メ
ー
ト
ル
も
下
る
と
、
全
て
倒

す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
に
折
れ
た

タ
ケ
は
下
ろ
さ
れ
て
、
飾
り
の
ハ
タ

や
吹
き
流
し
だ
け
が
外
さ
れ
、
シ
タ

ヤ
マ
に
入
れ
ら
れ
る
。

　
宮
の
坂
で
は
、
テ
ブ
リ
の
係
も
忙

し
い
。
あ
ま
り
方
向
修
正
の
必
要
は

な
い
が
、
道
幅
が
狭
い
た
め
、
気
が

抜
け
な
い
。
テ
ブ
リ
に
よ
る
方
向
修

正
は
、
木
片
に
乗
り
あ
げ
た
車
輪
が

1-21  タカヤマでタケを揺さぶる1-21  タカヤマでタケを揺さぶる 1-20  宮の坂をくだるヤマ1-20  宮の坂をくだるヤマ1-23  宮の坂でのテブリ（右）1-23  宮の坂でのテブリ（右）

1-22  宮の坂でのテブリ（左）1-22  宮の坂でのテブリ（左）

1-24  村の中心部に向かうヤマ1-24  村の中心部に向かうヤマ

左
右
に
滑
り
落
ち
る
こ
と
で
行
わ
れ
る
。
テ
ブ
リ
が
車
輪
と
接
す
る
面
は
、
摩ま

さ
つ擦

を
減
ら
す
た
め
に
御お

み

き
神
酒
や
水
を
か
け
る
こ
と
が
多
い
。

　
下
り
坂
で
は
ヤ
マ
の
勢
い
が
つ
き
す
ぎ
な
い
よ
う
に
適
度
に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け

る
役
割
も
も
た
さ
れ
て
い
る
。
前
ヤ
マ
の
二
人
の
テ
ブ
リ
は
、
同
時
に
テ
ブ
リ
を

差
し
込
む
こ
と
は
な
い
（
写
真
1–

22
、
23
）。
両
輪
に
テ
ブ
リ
を
挟は

さ

む
と
ヤ
マ
が

止
ま
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
呼
吸
を
合
わ
せ
な
が
ら
、
交
互
に
テ
ブ
リ
を
入

れ
つ
つ
、
ヤ
マ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
。
会
長
の
指
示
も
あ
る
が
、
自
ら
の
目も

く
そ
く測

も
交
え
つ
つ
、
テ
ブ
リ
の
差
し
具
合
を
調
節
し
て
い
く
。　

　
宮
の
坂
の
途
中
で
、
タ
ケ
を
倒
す
。
こ
こ
か
ら
は
電
線
が
道
を
横
切
っ
て
い
る

た
め
で
あ
る
。
ニ
シ
デ
の
村
の
な
か
を
通
り
、
海
岸
道
路
に
で
る
ま
で
は
倒
し
た

状
態
で
運
行
す
る
。
タ
ケ
は
必
ず
ヤ
マ
の
前
後
の
ダ
シ
ダ
ケ
か
ら
倒
し
て
い
く

（
写
真
1–

26
～
28
）。
ダ
シ
ダ
ケ
を
終
え
る
と
ダ
シ
ダ
ケ
に
近
い
ハ
タ
ダ
ケ
を
倒

す
。
最
後
に
倒
さ
れ
る
の
は
、
中
心
部
の
ハ
タ
ダ
ケ
と
ゼ
ニ
ガ
タ
で
あ
る
。
倒
し

た
タ
ケ
は
ヤ
マ
の
両り

ょ
う
よ
く翼
に
ま
と
め
て
オ
リ
ナ
ワ
で
束た

ば

ね
る
。
倒
し
た
タ
ケ
を
送
り

11cm

1-25  標準的なテブリの大きさ
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込
む
時
に
は
、前
後
で
の
確
認
が
絶
対
に
必
要
だ
。
受
け
手
を
確
認
し
た
う
え
で
、

タ
ケ
の
先
を
送
り
だ
す
。
ヤ
マ
の
前
後
で
作
業
す
る
の
で
、
若
衆
た
ち
の
大
声
が

響ひ
び

き
わ
た
る
。
ま
た
、
タ
ケ
か
ら
垂
れ
下
が
っ
た
ハ
タ
や
吹
き
流
し
は
、
運
行
の

邪じ
ゃ
ま魔

に
な
る
の
で
、
先
を
ゆ
る
く
結
ん
で
お
く
（
写
真
1–

29
）。

　
タ
ケ
を
倒
し
お
え
る
と
、
再
び
ヤ
マ
は
動
き
だ
す
。
ヤ
マ
が
村
に
近
づ
く
に
連

れ
て
、引
き
手
の
人
数
も
徐
々
に
増
え
て
く
る
。
村
に
近
づ
く
と
道
幅
も
広
が
り
、

余
裕
が
出
て
く
る
。
か
つ
て
こ
の
道
沿
い
に
は
、
御み

た
ら
し

手
洗
川
と
い
う
小
川
が
流
れ

て
い
た
。
既
述
し
た
よ
う
に
一
九
九
六
（
平
成
八
）
年
に
河
川
工
事
が
行
わ
れ
、

村
に
近
い
場
所
は
、
全
て
暗あ

ん
き
ょ渠

に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
近
年
で
は
、
比
較
的

余
裕
を
持
ち
な
が
ら
、
ヤ
マ
を
下
ろ
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
ミ
ズ
バ
タ
と
オ
オ
テ
ブ
リ　

　
宮
の
坂
を
下
り
き
る
と
、
ミ
ズ
バ
タ
と
呼
ば
れ
る
四
つ
辻
に

つ
く
。
辻
の
一
角
に
は
、
沢
の
水
を
引
い
て
共
同
で
利
用
で
き

る
水
場
が
あ
る
。
こ
の
角
に
は
か
つ
て
神
様
岩
が
あ
っ
た
（
写

真
1–

47
）。
こ
こ
で
最
初
の
オ
オ
テ
ブ
リ
に
よ
る
方
向
転
換
が

行
わ
れ
る
。

　
テ
ブ
リ
が
進
行
中
の
ヤ
マ
の
方
向
修
正
を
行
う
の
に
対
し
、

オ
オ
テ
ブ
リ
は
ヤ
マ
が
停
止
し
た
際
に
方
向
転
換
を
行
う
。
ま

た
、
上
り
坂
や
テ
ブ
リ
に
乗
り
あ
げ
る
な
ど
で
進
行
が
膠

こ
う
ち
ゃ
く着
状

態
と
な
っ
た
際
に
は
、
後
ろ
の
車
軸
を
押
し
上
げ
る
こ
と
で
前

に
進
行
さ
せ
る
役
目
も
担
う
。

　
長
さ
約
三・
八
メ
ー
ト
ル
、
一
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
角
の
ア

テ
の
角
材
二
本
が
オ
オ
テ
ブ
リ
と
し
て
使
用
さ
れ
る
（
写
真

1–

42
）。
運
行
に
必
要
な
い
時
に
は
、
前
後
二
本
の
車
軸
に
わ

た
し
て
収
納
す
る
。
方
向
転
換
時
だ
け
で
な
く
、
御お

み

き
神
酒
（
小

休
止
）
の
時
に
は
、
ヤ
マ
の
下
か
ら
引
き
出
し
て
若
衆
た
ち
の

椅い

す子
が
わ
り
に
用
い
ら
れ
る
。

　
オ
オ
テ
ブ
リ
に
よ
る
方
向
転
換
の
方
法
は
以
下
の
と
お
り
で

あ
る
。
オ
オ
テ
ブ
リ
を
前
ま
た
は
後
ろ
の
車
軸
と
路
面
の
隙す

き
ま間

に
差
し
込
む
。
オ
オ
テ
ブ
リ
と
路
面
の
接
す
る
部
分
が
支
点
、

オ
オ
テ
ブ
リ
と
車
軸
が
接
す
る
部
分
が
作
用
点
と
な
る
テ
コ
の

原
理
（
第
二
の
テ
コ
）
で
垂
直
方
向
に
持
ち
上
げ
る
こ
と
で
車

輪
を
浮
か
せ
、
続
い
て
水
平
方
向
へ
と
移
動
さ
せ
る
こ
と
で
方

向
を
変
え
る
。
実
際
に
は
垂
直
方
向
と
水
平
方
向
の
移
動
は
一

連
の
動
作
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。

写真 1-26 〜 28 ヤマの端からタケを倒している
ことがわかる　
写真 1-29 は前ヤマ部分に垂れさがった吹き流
しを中心に先を結んでいる様子。吹き流しは先
が５つに分かれているので、絡まりやすいため、
こうやって軽く結んで固定しておく

1-32  倒したタケの調節も行う  1-32  倒したタケの調節も行う  1-33  ヤマを確認する会長1-33  ヤマを確認する会長

1-26 1-26 

1-27 1-27 

1-28  タカヤマのタケを倒していく1-28  タカヤマのタケを倒していく

1-30  再び動き出したヤマ1-30  再び動き出したヤマ1-31  引き手に集まり始めた人たち1-31  引き手に集まり始めた人たち

1-29  先端が結ばれた吹き流し 1-29  先端が結ばれた吹き流し 



1　宵祭り 午前1　宵祭り 午前
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写真 1-37,38 はいずれもオオテブリの様子。37 は
オオテブリが深く、38 はかなり浅い　

1-35  前後でヤマを回していく1-35  前後でヤマを回していく 1-34  後ろヤマで車軸を押すオオテブリ1-34  後ろヤマで車軸を押すオオテブリ

1-36  ミズバタの角でヤマの向きをなおす1-36  ミズバタの角でヤマの向きをなおす

1-38   一気にオオテブリを回す1-38   一気にオオテブリを回す

1-37  掛け声に合わせて気合を入れる1-37  掛け声に合わせて気合を入れる

　
オ
オ
テ
ブ
リ
の
方
向
転
換
に
は
一
本
に
つ
き
五
，
六
名
が
加

わ
る
。
彼
ら
は
固
定
さ
れ
た
メ
ン
バ
ー
で
は
な
い
。
臨り

ん
き
お
う
へ
ん

機
応
変

に
メ
ン
バ
ー
を
変
え
な
が
ら
参
加
す
る
。
そ
の
中
で
ヤ
マ
に

も
っ
と
も
近
い
者
は
、
モ
ト
と
呼
ば
れ
る
。
モ
ト
は
ヤ
マ
に
腰

か
け
て
、
オ
オ
テ
ブ
リ
の
根
元
を
固
定
す
る
。
か
け
声
で
タ
イ

ミ
ン
グ
を
合
わ
せ
る
ほ
か
、オ
オ
テ
ブ
リ
の
挿

そ
う
に
ゅ
う入
角
度
や
向
き
、

方
向
転
換
の
終
了
を
判
断
す
る
現
場
監
督
の
役
割
を
担
う
。
効

率
よ
く
方
向
転
換
を
行
う
た
め
に
は
挿
入
角
度
や
向
き
が
重
要

と
な
る
。
角
度
は
、
路
面
に
対
し
ゆ
る
い
角
度
（「
深
い
」
と

表
現
す
る
）
で
あ
れ
ば
、
支
点
と
作
用
点
の
距
離
が
離
れ
る
。

力
を
必
要
と
す
る
が
、
水
平
方
向
へ
の
移
動
距
離
を
稼か

せ

ぐ
効
果

は
高
い
。
反
対
に
急
な
角
度
（「
浅
い
」
と
表
現
す
る
）
で
あ

れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
負ふ

か荷
は
か
か
ら
な
い
が
、
水
平
方
向
へ
の
移

動
距
離
は
短
く
な
り
、
方
向
転
換
を
終
え
る
ま
で
の
回
数
が
必

要
と
な
る
。
こ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
モ
ト
が
行
う
。

　
か
け
声
は
、
モ
ト
の
発
す
る
「
ソ
ラ
ー
」
に
続
い
て
そ
れ
以

外
の
者
が
「
ヤ
レ
ー
コ
ラ
ー
サ
ー
・
ノ
ゥ
ー
」
と
発
す
る
こ
と

で
タ
イ
ミ
ン
グ
を
合
わ
せ
る
。「
ノ
ゥ
ー
」
の
部
分
が
持
ち
あ

げ
る
タ
イ
ミ
ン
グ
で
あ
る
。
こ
の
か
け
声
か
ら
オ
オ
テ
ブ
リ
の

こ
と
を「
ヤ
レ
コ
ラ
棒
」と
呼
ぶ
者
も
い
る
。
こ
の
時
モ
ト
は
、

作
用
点
が
ブ
レ
な
い
よ
う
に
足
で
押
さ
え
つ
け
る
役
割
も
担
っ

て
い
る
（
写
真
1–

40
、
41
）。
か
な
り
の
重
量
を
持
つ
ヤ
マ
に

対
す
る
働
き
の
た
め
、
体
力
の
消し

ょ
う
も
う耗
が
激
し
い
。
そ
の
た
め
こ

の
オ
オ
テ
ブ
リ
に
携
わ
る
者
は
体
力
に
自
信
の
あ
る
高
校
生
か

ら
二
、三
十
代
が
中
心
と
な
る
。　

　
通
常
、
ヤ
マ
の
前
や
後
ろ
で
一
本
ま
た
は
二
本
を
用
い
、
前

1-39  オオテブリを回す若い衆たち1-39  オオテブリを回す若い衆たち

（写真 1-39）では、左端がモト。逆の角度から見ると（写真 1-40,41）のようになっている。モトが踏ん張り、オオ
テブリと車輪を固定する。この状態で他の者が力を入れれば、ヤマの車輪が浮きあがり、スライドして移動する

1-40  足でオオテブリを車輪と車軸に固定する1-40  足でオオテブリを車輪と車軸に固定する1-41   オオテブリを回した瞬間1-41   オオテブリを回した瞬間

379cm

13cm
13cm

1- 42  オオテブリの大きさ　オオテブリは、先が磨
ま も う

耗して尖ってくるとその部分を滑りやすくなるため切り落と
すことがある。元の長さはもう少し長い



1　宵祭り 午前1　宵祭り 午前

　かつて御手洗川のミズバタのたもとには、神様岩と呼
ばれる石が据えられていた。ちょうど宮の坂と村の通り
との辻にあたる。1996（平成 8）年の御手洗川の暗渠工
事に伴い、日吉神社の境内に移された。この神様岩は、
火伏せの信仰対象でもあった。
　皆月は近世から繰り返し、大火に見舞われている。『七
浦村志』によれば、天保年間には西出の集落が二度にわ
たり、1860（安政 7）年にはデムラでも、数十軒の家
が火災で失われている。明治に入っても 13 年と 37 年
に大規模な火災に見舞われた。特に 1904（明治 37）年
の火災は、船小屋での失火から西出の 42 戸が延焼した。
その際、火の手が本町にも近づいたが、この神様岩のと
ころで収まったと伝えられている。
　数十年前まで、2 月 9 日には鎮火祭が営まれ、日吉神
社とこのミズバタの神様岩、さらにデムラの神明社にあ
る神様岩にて神事が執り行われていた。この神明社に
あった神様岩も、元来はデムラの今出川のたもとにあっ

た岩を境内に移築したとされる。なお、鎮火祭が休止の
後は、日吉神社の春祭り（毎年 4 月初旬）にて、ミズ
バタの神様岩への神事が行われていた。
　火災は村落の存亡につながるものであり、夏祭りでも
火難避けの願いも込めて、ミズバタの神様岩の前で神事
が執り行われたのだろう。

25 24

1-44   少し進んだところで休憩1-44   少し進んだところで休憩 1-43   ヤマがニシデの通りにはいる1-43   ヤマがニシデの通りにはいる

1-46  ミズバタの側での御神酒の準備1-46  ミズバタの側での御神酒の準備 1-45   オオテブリに並ぶ1-45   オオテブリに並ぶ

1-47  日吉神社境内に据えられた神様岩1-47  日吉神社境内に据えられた神様岩

述
の
方
法
で
方
向
転
換
を
行
う
。
し
か
し
、
家
屋
が
隣
接
す
る

な
ど
方
向
転
換
に
必
要
な
ス
ペ
ー
ス
が
確
保
で
き
な
い
こ
と
も

あ
る
。
オ
オ
テ
ブ
リ
の
特
殊
な
方
向
転
換
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど

紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。
ミ
ズ
バ
タ
は
そ
の
年
初
め
て
の
オ
オ

テ
ブ
リ
の
出
番
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
モ
ト
が
か
け
声
の
調
子

を
確
か
め
、
そ
の
他
の
者
も
力
の
入
れ
具
合
を
確
か
め
る
仕し

ぐ
さ種

が
み
ら
れ
る
。
年
長
者
が
、
ミ
ズ
バ
タ
の
水
を
路
面
に
ま
く
こ

と
も
あ
る
。
車
輪
を
濡ぬ

ら
し
て
ス
ラ
イ
ド
し
や
す
く
す
る
た
め

で
あ
る
。

　
九
十
度
の
方
向
転
換
が
終
わ
り
、
ニ
シ
デ
の
集
落
内
へ
少
し

進
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
御お

み

き
神
酒
（
小
休
止
）
が
あ
る
。
こ
の
時
二

本
の
オ
オ
テ
ブ
リ
は
、
ヤ
マ
の
後
輪
の
後
ろ
に
進
行
方
向
と
並

行
に
置
か
れ
る
。
青
年
会
の
ル
ー
キ
ー
か
ら
三
十
代
ま
で
の
若

い
衆
（
ま
れ
に
そ
れ
以
上
）
が
、
オ
オ
テ
ブ
リ
の
上
に
向
か
い

合
っ
て
腰
掛
け
て
御
神
酒
を
い
た
だ
く
（
写
真
1–

45
）。

　
御
神
酒
は
、
六
つ
あ
る
一い

っ
し
ょ
う
だ
る

升
樽
に
入
れ
ら
れ
、
参
加
者
に
ふ

る
ま
わ
れ
る
。
樽た

る

は
あ
ら
か
じ
め
ミ
ズ
バ
タ
の
側
に
お
い
て
あ

り
、
ヤ
マ
の
動
き
を
見
計
ら
っ
て
、
御
神
酒
を
投
入
す
る
（
写

真
1–

46
）。
こ
れ
ら
の
係
は
青
年
会
の
御
神
酒
係
が
中
心
と
な

る
。
こ
の
た
め
、
皆
月
の
若
い
衆
の
間
で
「
ミ
ズ
バ
タ
の
水
」

と
い
う
呼
称
は
、
時
に
御
神
酒
の
隠メ

タ
フ
ァ
ー喩
と
も
な
っ
て
い
る
。
ヤ

マ
仕
事
の
際
の
水
分
補
給
に
も
多
用
さ
れ
る
こ
の
水
場
へ
の
愛

着
を
込
め
た
も
の
で
も
あ
る
よ
う
だ
。

　
御
神
酒
の
樽
は
、
前
ヤ
マ
と
後
ろ
ヤ
マ
に
三
つ
ず
つ
配
ら
れ

る
こ
と
が
多
い
。
前
ヤ
マ
の
二
つ
は
、
ま
ず
、
テ
ブ
リ
に
渡
さ

れ
る
。
テ
ブ
リ
の
係
は
各
々
の
ヤ
マ
の
車
輪
を
清
め
て
か
ら
御

1-48   音頭取りが唄い始める 1-48   音頭取りが唄い始める 

1-49  軒先で休憩する引き手たち1-49  軒先で休憩する引き手たち

1-50  引き手も配置につく1-50  引き手も配置につく

1-51   ニシデの通りを進み始める1-51   ニシデの通りを進み始める



1　宵祭り 午前1　宵祭り 午前
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家の軒のキワをいくヤマ（1-54）、その微妙な操作は、目測でテブリ
たちが行う（1-55）、タカヤマでは、タケやヒヨコダシに注意を払い

（1-56）と後ろヤマではオシミを引く（1-57）

1-53  テブリ , オオテブリ , タカヤマが配置についている1-53  テブリ , オオテブリ , タカヤマが配置についている 1-52  ニシデの半ばに差し掛かる1-52  ニシデの半ばに差し掛かる

1-56  ヤマの動きに合わせて倒したタケを調整する1-56  ヤマの動きに合わせて倒したタケを調整する

1-57  オシミを引くことでヤマの動きを調整する1-57  オシミを引くことでヤマの動きを調整する

1-54  軒をかすめるヤマ1-54  軒をかすめるヤマ

1-55  テブリは慎重にヤマを制御する1-55  テブリは慎重にヤマを制御する

神
酒
を
い
た
だ
く
。
そ
れ
以
後
は
、
順
次
近
く
の
者
た
ち
に
樽た

る

が
回
さ
れ
て
い
く
。

　
後
ろ
ヤ
マ
で
は
、
オ
オ
テ
ブ
リ
に
ね
ま
っ
た
（
腰
掛
け
た
）

若
い
衆
た
ち
が
、
そ
の
年
初
め
て
の
御お

み

き
神
酒
を
い
た
だ
く
。
一

年
に
一
度
の
祭
り
の
酒
に
テ
ン
シ
ョ
ン
が
あ
が
る
者
も
い
れ

ば
、
す
で
に
各
家
で
仕
上
が
り
（
酔よ

い
が
回
り
）、
ピ
ッ
チ
の

あ
が
ら
な
い
者
も
、
結
構
い
る
。

　
な
お
、
御
神
酒
は
、
ヤ
マ
が
家
の
前
を
通
過
す
る
と
き
に
家

人
か
ら
青
年
会
役
員
に
奉
納
さ
れ
る
。
縁え

ん
が
わ側
に
台
を
据
え
て
、

そ
の
上
に
置
か
れ
る
場
合
も
あ
る
。
一
升
瓶び

ん

に
は
「
御
神
酒 

一
樽た

る

」と
書
か
れ
た
半
紙
が
の
し
紙
と
し
て
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

半
紙
は
、
会
計
に
よ
っ
て
ど
の
家
か
ら
奉
納
が
あ
っ
た
の
か
記

録
さ
れ
た
後
、
ヤ
マ
の
前
に
吊つ

る
さ
れ
た
タ
ケ
に
括
り
つ
け
ら

れ
る
。（
コ
ラ
ム
②
、
御
神
酒
係
と
会
計
参
照
）。

ニ
シ
デ
の
通
り　

　
ミ
ズ
バ
タ
か
ら
ニ
シ
デ
の
集
落
に
入
っ
た
ヤ
マ
は
、
家
々
の

軒の
き
さ
き先
を
か
す
め
る
よ
う
に
進
行
す
る
。
こ
の
ニ
シ
デ
に
は
、
雑

貨
店
（
板
倉
）、日
用
衣
料
品
店
（
日
野
尾
）、電
気
店
（
中
室
）、

菓
子
店
（
西
）、
米べ

い
こ
く穀
店
（
中
尾
）、
飲
食
店
（
池
田
）、
運
送

業
（
西
出
）、雑
貨
店
（
島
本
）
が
あ
っ
た
が
、現
在
で
は
ガ
ス
、

上
下
水
道
工
事
と
形
態
を
変
え
た
中
室
が
残
る
の
み
で
あ
る
。

　
ヤ
マ
は
ニ
シ
デ
の
通
り
を
北
の
ハ
ズ
レ
ま
で
休
む
こ
と
な
く

進
む
。
タ
ケ
は
倒
し
た
ま
ま
移
動
す
る
が
、
タ
カ
ヤ
マ
に
は
必

ず
数
名
が
待た

い
き機
し
て
い
る
（
写
真
1–

53
）。
狭
い
道
路
を
進
む

た
め
、
ヤ
マ
が
家
屋
に
衝し

ょ
う
と
つ突
し
た
り
、
接
触
し
た
り
し
な
い
よ

1-60  音頭取りは扇でヤマの進行を知らせる1-60  音頭取りは扇でヤマの進行を知らせる

1-58  引き手から見たヤマ1-58  引き手から見たヤマ1-59  前綱の端は束ねて移動する1-59  前綱の端は束ねて移動する

1-61  後ろヤマ1-61  後ろヤマ
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1-62   ニシデを進むヤマ。空き地が増えてこんなシーンも撮れるようになった1-62   ニシデを進むヤマ。空き地が増えてこんなシーンも撮れるようになった

1-65  ニシデの端で引き手は坂をあがってヤマを引く1-65  ニシデの端で引き手は坂をあがってヤマを引く 1-64  オシミとオオテブリの同時進行1-64  オシミとオオテブリの同時進行

1-63  ニシデの端に差し掛かる1-63  ニシデの端に差し掛かる

う
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヤ
マ
の
外
側
に
出
た
タ
ケ

は
も
ち
ろ
ん
、
ヒ
ヨ
コ
ダ
シ
や
キ
リ
幕
を
引
き
あ
げ
る
作
業
も

タ
カ
ヤ
マ
の
係
に
求
め
ら
れ
る
（
写
真
1–
56
）。
ま
た
、
タ
カ

ヤ
マ
で
は
、
家
々
の
間
を
横
断
す
る
電
線
を
避さ

け
て
進
む
た
め

に
、「
又ま

た
ぼ
う棒
」
を
用
い
て
電
線
を
持
ち
あ
げ
て
か
わ
す
こ
と
も

あ
る
。
又
棒
と
は
、
Y
字
に
な
っ
た
木
の
枝
を
二
メ
ー
ト
ル
ほ

ど
の
タ
ケ
の
先
に
つ
け
た
手
製
の
道
具
で
あ
る
。

　
ま
た
、
ヤ
マ
の
後
ろ
に
は
、
一
本
の
短
め
の
オ
シ
ミ
が
据
え

ら
れ
、
若
い
衆
た
ち
の
受
け
持
ち
と
な
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ

う
に
、
本
来
、
オ
シ
ミ
は
速
度
調
整
、
バ
ラ
ン
ス
確
保
の
た
め

に
使
用
さ
れ
る
。
し
か
し
、
三
十
代
以
下
の
若
者
た
ち
は
、
少

し
で
も
祭
り
を
長
く
楽
し
も
う
と
、
故
意
に
速
度
を
落
と
す
た

め
に
オ
シ
ミ
を
引
っ
張
る
。
電
柱
に
結
び
つ
け
て
運
行
を
妨
げ

た
年
さ
え
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
写
真
1–

62
～
64
の
よ
う
に
若

い
衆
の
一
部
は
、オ
オ
テ
ブ
リ
を
持
ち
出
し
、車
軸
に
当
て
て
、

後
ろ
か
ら
ヤ
マ
を
押
し
だ
し
て
い
る
。
そ
の
場
の
状
況
に
合
わ

せ
て
対
応
し
つ
つ
、
一
番
、
盛
り
あ
が
る
こ
と
を
し
た
い
、
と

い
う
の
が
彼
ら
の
基
本
的
な
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
。

　
ニ
シ
デ
の
細
い
通
り
は
、
テ
ブ
リ
の
技
術
が
求
め
ら
れ
る
場

所
で
も
あ
る
。
一
瞬
の
迷
い
が
ヤ
マ
を
軒の

き
さ
き先
に
ぶ
つ
け
る
こ
と

に
な
る
。
テ
ブ
リ
の
判
断
を
支
援
す
る
た
め
、会
長
と
役
員
は
、

ど
の
程
度
テ
ブ
リ
を
は
さ
め
ば
よ
い
か
を
伝
え
る
。

　
ヤ
マ
が
海
岸
線
と
並
行
し
て
進
む
の
で
、
車
輪
の
左
右
は
、

海
、
山
と
表
現
さ
れ
、
修
正
に
必
要
な
は
さ
む
回
数
を
推
定
し

て
助
言
す
る
。「
山
も
う
二
つ
、」「
海
側
に
も
う
一
つ
」と
い
っ

た
よ
う
に
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
祭
り
の
現
場
で
の
「
左
右
」

1-67  ヤマの側面に二本差しされたオオテブリ1-67  ヤマの側面に二本差しされたオオテブリ

1-66   ニシデの角、海岸道路から見たヤマの様子1-66   ニシデの角、海岸道路から見たヤマの様子
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は
、地
理
的
な
位
置
関
係
に
換
え
て
表
現
さ
れ
る
。こ
れ
に
よ
っ

て
対
面
で
伝
達
し
た
時
に
も
向
き
を
間
違
え
る
こ
と
は
な
く
な

る
。

　
も
っ
と
も
、
役
員
や
テ
ブ
リ
に
緊き

ん
ち
ょ
う張

を
強し

い
る
ニ
シ
デ
の
街

並
み
も
様
変
わ
り
し
て
き
た
。
先
に
述
べ
た
店て

ん
ぽ舗

の
閉へ

い
さ鎖

に
加

え
て
、
家
屋
そ
の
も
の
が
取
り
壊
さ
れ
、
更さ

ら
ち地

に
な
っ
た
所
が

目
立
つ
。
道
の
両
側
に
迫
っ
て
い
た
軒の

き

も
な
く
な
り
、
直
接
、

皆
月
の
海
が
見
え
る
場
所
さ
え
あ
る
。
運
行
は
容
易
と
な
り
、

撮
影
ポ
イ
ン
ト
も
増
え
た
。
そ
の
こ
と
と
皆
月
の
集
落
が
痩や

せ

て
い
く
こ
と
は
、
裏
表
の
現
実
で
あ
る
。

イ
ッ
チ
ョ
モ
の
角

　
通
り
を
北
の
端
ま
で
く
る
と
左
折
九
十
度
の
方
向
転
換
を
二

度
繰
り
返
し
、
海
側
の
二
車
線
の
道
路
（
海
岸
道
路
）
を
目
指

す
。
最
初
の
曲
が
り
角
で
は
、
通
常
の
オ
オ
テ
ブ
リ
と
は
異
な

る
方
法
を
用
い
る
。
ヤ
マ
の
前
方
に
家
屋
が
あ
る
た
め
、
本
来

の
位
置
に
オ
オ
テ
ブ
リ
を
差
し
こ
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ

で
ヤ
マ
の
前
後
の
車
軸
を
外
側
か
ら
固
定
す
る
部
材
の
下
に
オ

オ
テ
ブ
リ
を
差
し
入
れ
る
。
高
さ
を
合
わ
せ
る
た
め
に
辻
の
端

に
置
か
れ
て
い
る
石
と
木
片
を
積
み
重
ね
、
ヤ
マ
の
外
側
に
置

き
、
支
点
と
し
て
利
用
す
る
（
写
真
1–

70
、
71
）。

　
こ
れ
ま
で
オ
オ
テ
ブ
リ
は
第
二
の
テ
コ
の
原
理
を
利
用
し
て

い
た
。
こ
こ
で
は
第
一
の
テ
コ
の
原
理
を
利
用
し
て
ヤ
マ
の
方

向
転
換
を
試
み
る
。
た
だ
し
、
第
一
の
テ
コ
の
原
理
で
は
、
ヤ

マ
を
垂
直
方
向
に
浮
か
せ
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
ヤ
マ
の
前

方
ま
た
は
後
方
か
ら
、
水
平
方
向
の
移
動
を
支
援
す
る
必
要
が

1-68  イッチョモの角に差しかかったヤマ1-68  イッチョモの角に差しかかったヤマ

1-69  瓦に当たらないようにタケの前後を調整する1-69  瓦に当たらないようにタケの前後を調整する

1-70  高さを合わせるため、石と木材を据える1-70  高さを合わせるため、石と木材を据える1-71  バランスを測りながら、ヤマを押し上げる1-71  バランスを測りながら、ヤマを押し上げる

1-72  対面でも側面からオオテブリを押していく1-72  対面でも側面からオオテブリを押していく1-73  徐々にヤマを回していく1-73  徐々にヤマを回していく

1-74  ヤマが直るまであと一踏ん張り1-74  ヤマが直るまであと一踏ん張り
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1-75  海岸道路に向けて運行が始まる1-75  海岸道路に向けて運行が始まる

1-77  海岸道路にでたヤマ1-77  海岸道路にでたヤマ 1-76  海岸道路の向きに綱を引く1-76  海岸道路の向きに綱を引く

1-78  テブリだけで回りきれるか？1-78  テブリだけで回りきれるか？

あ
る
。
こ
の
た
め
、
オ
オ
テ
ブ
リ
は
必
ず
二
本
用
い
る
（
写
真
1–

72
～
74
）。
二

本
の
オ
オ
テ
ブ
リ
は
、
呼
吸
を
合
わ
せ
て
ヤ
マ
を
揺
ら
し
な
が
ら
、
水
平
方
向
に

移
動
さ
せ
て
い
く
。
あ
る
程
度
ヤ
マ
が
方
向
を
変
え
て
く
る
と
、
オ
オ
テ
ブ
リ
の

片
方
は
車
軸
の
前
に
移
り
、
ヤ
マ
を
回
す
こ
と
に
な
る
。

海
岸
道
路

　
方
向
転
換
が
終
わ
る
と
オ
オ
テ
ブ
リ
は
直
さ
れ
、引
き
手
た
ち
も
配
置
に
つ
く
。

音お
ん
ど頭
取
り
の
木き

や
り遣
が
響ひ

び

く
が
、こ
の
あ
た
り
で
好
ん
で
用
い
ら
れ
る
歌
詞
が
あ
る
。

　
こ
こ
は
藻も

う
ら浦
か
通
ヶ
鼻
か　
お
六
だ
お
し
が
な
つ
か
し
や

こ
の
歌
詞
に
登
場
す
る
藻
浦
は
、
ニ
シ
デ
の
北
に
位
置
す
る
海
岸
部
の
名
所
で
あ

り
、
通
ヶ
鼻
は
、
ニ
シ
デ
の
沖
の
皆
月
湾
と
外
海
と
の
境
界
あ
た
り
を
さ
す
。
い

ず
れ
も
、
こ
の
ニ
シ
デ
の
浜
周
辺
の
景
観
を
歌
い
込
ん
で
い
る
。
ヤ
マ
が
海
に
面

し
た
海
岸
道
路
（
か
つ
て
は
砂
浜
ま
で
下
り
て
移
動
し
て
い
た
）
に
現
れ
る
さ
ま

を
船
の
出
港
に
な
ぞ
ら
え
る
音
頭
取
り
の
気き

が
い概
が
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
ニ

シ
デ
の
端
に
は
、
皆
月
の
漁
港
も
位
置
し
て
い
る
。

　
海
岸
道
路
ま
で
で
る
と
ヤ
マ
は
も
う
一
度
、
村
の
中
心
部
に
向
き
を
か
え
る
。

こ
の
時
、
役
員
が
ヤ
マ
を
止
め
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
ヤ
マ
の
左
右
を
気
に

す
る
必
要
が
な
い
た
め
、
前
輪
の
テ
ブ
リ
た
ち
は
タ
イ
ミ
ン
グ
を
は
か
っ
て
深
め

に
さ
す
。
引
き
手
は
、
道
を
回
り
込
ん
で
ヤ
マ
を
ひ
く
（
写
真
1–

76
、
77
）。
オ

シ
ミ
の
若
衆
も
、オ
オ
テ
ブ
リ
を
後
輪
の
車
軸
に
当
て
て
、ヤ
マ
を
押
し
て
い
く
。

　
ヤ
マ
は
徐
々
に
向
き
を
変
え
、
海
岸
道
路
を
進
ん
で
い
く
。
向
き
が
直
る
と
、

程
な
く
ヤ
マ
は
止
め
ら
れ
る
。
毎
年
、
ほ
ぼ
同
じ
海
側
の
位
置
に
据
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
二
度
目
の
休き

ゅ
う
け
い憩
と
な
る
が
、
忙
し
く
な
る
の
は
タ
カ
ヤ
マ
で
あ
る
。
障
害

と
な
る
電
線
が
な
く
な
る
た
め
、
タ
ケ
の
立
て
直
し
が
は
じ
ま
る
。
最
初
に
ゼ

ニ
ガ
タ
が
た
て
ら
れ
、
そ
の
左
右
か
ら
順
に
タ
ケ
が
た
て
ら
れ
て
い
く
（
写
真

1- 79  タケを立てはじめるヤマ1- 79  タケを立てはじめるヤマ

1-80  一年ぶりに再開する人も多い1-80  一年ぶりに再開する人も多い

1-81  休憩する若い衆に御神酒が回される1-81  休憩する若い衆に御神酒が回される
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1-83  テブリも余裕がある1-83  テブリも余裕がある 1-82  海岸道路を進みはじめる1-82  海岸道路を進みはじめる

1-84  新参者へ指導中1-84  新参者へ指導中

1-85  ベテランによる『模範演技』1-85  ベテランによる『模範演技』1-86  所定の位置まで行くと海側にヤマを寄せる1-86  所定の位置まで行くと海側にヤマを寄せる

ヤマに飾られる歴代の時代人形。普段はその年の NHK の大河ド
ラマの主人公とヒロインをモデルにして制作される。ただし、近
代のオリンピックをテーマにした 2019（令和元）年は、大河と
は関係のない時代人形が作られた

　
近
年
で
は
、
こ
の
場
所
か
ら
ヤ
マ
に
武
者
人
形
が
飾
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
ほ
ぼ
毎
年
、
N
Ｈ
K
の
大
河
ド
ラ
マ
の
主
人

公
と
ヒ
ロ
イ
ン
に
見
立
て
た
二
体
の
人
形
が
飾
ら
れ
る
。
こ
の

後
、
ヤ
マ
の
運
行
は
、
午
後
五
時
の
再
開
ま
で
行
わ
れ
な
い
。

た
だ
し
青
年
会
員
た
ち
は
、
引
き
続
き
御
仮
屋
近
辺
で
の
旗
ギ

リ
コ
、
鳥
居
、
御ご

へ
い幣
ギ
リ
コ
、
ボ
ン
ボ
リ
の
設
営
を
行
う
こ
と

と
な
る
（『
準
備
編
』
二
、三
、四
章
を
参
照
）。

1–

79
）。
宮
の
坂
で
折
れ
た
タ
ケ
の
代
わ
り
に
あ
ら
か
じ
め
用

意
さ
れ
て
い
た
予
備
の
タ
ケ
を
用
い
る
。
シ
タ
ヤ
マ
に
保
管
し

て
い
た
ハ
タ
や
吹
き
流
し
を
予
備
の
タ
ケ
に
括く

く

り
な
お
し
て
立

て
る
。

　
か
つ
て
ニ
シ
デ
の
細
い
道
を
慎し

ん
ち
ょ
う重

に
移
動
し
た
頃
は
、
こ
の

場
所
に
つ
く
ま
で
時
間
を
要
し
た
。
現
在
は
、
前
述
の
よ
う
な

理
由
で
比
較
的
早
い
時
間
に
こ
の
場
所
に
つ
く
。休

き
ゅ
う
け
い憩

時
間
も
、

少
し
余
裕
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
タ
ケ
の
立
て
直
し
が
終
わ

り
、
御お

み

き
神
酒
が
一
段
落
し
た
の
を
見
計
ら
い
、
会
長
は
ド
ッ
ト

コ
の
合
図
を
送
る
。

　
再
開
後
、
ヤ
マ
は
、
道
幅
の
広
い
海
岸
道
路
を
進
む
。
運
行

に
高
度
な
技
術
は
必
要
と
さ
れ
な
い
た
め
、
近
年
で
は
テ
ブ
リ

初
心
者
の
練
習
の
場
と
な
る
こ
と
が
あ
る
（
写
真
1–

84
）。
と

き
に
は
往
年
の
名
手
が
、
昔
取
っ
た
杵き

ね
づ
か柄

な
ら
ぬ
昔
取
っ
た
テ

ブ
リ
柄
を
、
愛い

と

お
し
む
よ
う
に
扱
い
な
が
ら
、
ヤ
マ
を
進
め
る

姿
を
み
る
こ
と
も
あ
る
（
写
真
1–

85
）

　
ゆ
る
や
か
に
カ
ー
ブ
す
る
海
岸
道
路
を
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ほ

ど
進
む
と
、
午
前
の
ゴ
ー
ル
と
な
る
伏
見
下
に
到
着
す
る
。
会

長
が
所
定
の
地
点
を
示
し
、
ヤ
マ
の
運
行
を
と
め
る
。
シ
タ
ヤ

マ
の
小
太
鼓
と
鉦か

ね

は
、
運
行
中
と
は
異
な
る
リ
ズ
ム
を
叩
き
は

じ
め
る
。
か
つ
て
は
、
こ
れ
に
合
わ
せ
て
小
、
中
学
生
が
、
横

笛
で
祭
り
囃ば

や
し子

を
奏か

な

で
た
。
ま
ず「
チ
ョ
ウ
チ
ョ
ウ
マ
ゴ
マ
ゴ
」

が
演
奏
さ
れ
、「
ラ
ン
マ
ル
」、「
ナ
ブ
ネ
」、
そ
し
て
「
ギ
オ
ン

バ
ヤ
シ
」
が
披ひ

ろ
う露

さ
れ
る
。
残
念
な
が
ら
、
現
在
、
二
十
代
よ

り
下
の
世
代
は
横
笛
を
学
ぶ
機
会
が
な
く
、
太
鼓
と
鉦
の
リ
ズ

ム
も
覚
え
て
い
な
い
。

1-87  人形をのせる1-87  人形をのせる1-88  ヤマに飾られた人形1-88  ヤマに飾られた人形

1-92  奉灯や鳥居が据えられた御仮屋前1-92  奉灯や鳥居が据えられた御仮屋前

1-91  利家とまつ1-91  利家とまつ

1-90  おんな城主直虎1-90  おんな城主直虎

1-89  西郷どん1-89  西郷どん
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テ
ブ
リ
の
技
術
継
承

　
「
今
年
こ
そ
や
っ
て
み
る
か
」。
そ
の
一
言
か
ら
筆
者
へ
の
テ
ブ
リ
の
技
術
継
承

は
始
ま
っ
た
。
令
和
最
初
の
夏
の
こ
と
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
テ
ブ
リ
に
は
練
習
、
リ
ハ
ー
サ
ル
と
い
っ
た
場
面
は
、
設
け
ら
れ
て

い
な
い
。
性
格
上
設
け
ら
れ
な
い
と
い
っ
た
ほ
う
が
正
解
で
あ
る
。
本
番
を
通
し

て
技
術
を
習
得
し
て
い
く
し
か
な
い
。
そ
の
よ
う
な
場
面
で
か
け
ら
れ
た
声
に
素

直
に
「
は
い
」
と
は
言
い
に
く
か
っ
た
。「
他
に
適
任
者
が
い
れ
ば
私
の
よ
う
な

も
の
が
や
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
に
。
ま
だ
フ
リ
ー
の
立
場
で
祭
り
を
楽
し
み
た

い
。」
そ
ん
な
思
い
が
胸
中
を
掠か

す

め
た
。

　
し
か
し
、
人
材
不
足
の
中
で
の
技
術
の
継
承
に
待
っ
た
は
か
け
ら
れ
な
い
。
祭

り
の
運
営
全
体
に
と
っ
て
も
必
要
な
こ
と
と
自
分
に
言
い
聞
か
せ
る
。
結
果
と
し

て
筆
者
は
、
今
回
の
祭
り
全
行
程
の
約
三
分
の
一
の
区
間
、
前
ヤ
マ
の
テ
ブ
リ
を

握
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
海
岸
道
路
な
ど
で
テ
ブ
リ
を
扱
う
機
会
は
あ
っ

た
が
、
こ
れ
ほ
ど
長
時
間
、
ヤ
マ
と
相
対
し
た
の
は
、
今
年
が
初
め
て
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
三
分
の
一
と
い
っ
て
も
、
比
較
的
難な

ん
い
ど

易
度
が
低
い
、
初
心
者
が
そ
の
役
割

を
担
え
る
場
所
に
限
ら
れ
て
い
た
。

　
テ
ブ
リ
の
役
割
は
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
「
方
向
修
正
」
と
「
速
度
調
整
」

で
あ
る
。「
方
向
修
正
」
は
テ
ブ
リ
の
も
っ
と
も
重
視
す
る
仕
事
で
あ
る
。
道
の

ゆ
る
や
か
な
カ
ー
ブ
や
起き

ふ
く伏

、
時
に
は
九
十
度
の
方
向
転
換
に
際
し
て
も
、
車
輪

に
テ
ブ
リ
を
か
ま
せ
て
い
く
こ
と
で
、
ヤ
マ
を
回
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の

際
の
テ
ブ
リ
の
扱
い
は
、
経
験
が
も
の
を
い
う
。
テ
ブ
リ
が
浅
い
と
い
つ
ま
で
も

方
向
修
正
で
き
ず
、
車
輪
が
テ
ブ
リ
に
乗
り
上
げ
て
進
む
だ
け
で
あ
る
。
深
す
ぎ

る
と
ク
サ
ビ
や
車
止
め
の
形
状
の
た
め
、
ヤ
マ
の
進
行
自
体
を
止
め
て
し
ま
う
。

テ
ブ
リ
は
左
右
に
一
人
づ
つ
い
る
た
め
、
相
手
の
所
作
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
一
方
が
テ
ブ
リ
を
入
れ
た
時
、
こ
ち
ら
が
外
さ
な
け
れ
ば
ヤ
マ
が
進
ま
な

い
。
引
き
手
の
勢
い
、
後
ろ
ヤ
マ
で
の
所
作
な
ど
、
刻
々
と
変
わ
る
状
況
に
も
常

に
判
断
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
実
際
に
先
輩
の
助
言
や
呼
吸
を
合
わ
せ
る
こ

と
で
覚
え
て
い
く
し
か
な
か
っ
た
。

　
問
題
は
、「
速
度
調
整
」
で
あ
る
。
今
回
、
こ
ち
ら
に
関
し
て
私
の
技
術
で
は

貢
献
で
き
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
速
度
調
整
は
、
文
字
通
り
早
す
ぎ
る
ヤ
マ

の
進
行
を
遅
ら
せ
る
た
め
に
行
う
。
頭
の
中
の
理
解
で
は
、
次
の
よ
う
な
順
序
が

思
い
浮
か
ぶ
。
車
輪
の
一
方
に
テ
ブ
リ
を
入
れ
た
後
、
す
か
さ
ず
反
対
方
向
に
も

同
じ
量
の
テ
ブ
リ
を
差
し
入
れ
る
。
最
初
に
入
れ
た
テ
ブ
リ
で
変
え
ら
れ
た
方
向

を
反
対
方
向
に
入
れ
た
二
度
目
の
テ
ブ
リ
で
元
に
戻
す
。
結
果
と
し
て
方
向
は
変

わ
ら
ず
、
二
度
テ
ブ
リ
を
乗
り
越
え
る
こ
と
で
前
進
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
吸
収
さ

れ
、
速
度
が
落
ち
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
今
回
に
関
し
て
は
初
心
者
ゆ
え
技
術

的
に
実
行
が
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
オ
シ
ミ
に
よ
る
適
切
な
速
度
調

整
が
行
わ
れ
た
こ
と
で
、
実
際
に
筆
者
の
テ
ブ
リ
に
よ
る
速
度
調
整
は
実
行
さ
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

難
度
の
高
い
現
場

　
次
に
筆
者
の
関
わ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
（
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
ほ
う
が
正
解

か
）
難ハ

ー
ド
ル度

の
高
い
行
程
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。
そ
の
代
表
的
な
場
面
が
、「
ヤ
ッ

サ
ー
」
と
「
夜
間
」
で
あ
る
。

　
「
ヤ
ッ
サ
ー
」
は
、
下
り
坂
で
タ
カ
ヤ
マ
に
多
く
の
者
を
乗
せ
る
。
彼
ら
が
タ

カ
ヤ
マ
の
前
方
で
激
し
く
暴
れ
て
、
ヤ
マ
の
前
輪
に
多
く
の
荷
重
が
か
か
る
。
テ

ブ
リ
を
浅
く
挟
み
入
れ
た
程
度
で
は
、
方
向
修
正
に
必
要
な
横よ

こ
す
べ滑

り
は
お
こ
せ
な

い
。
ヤ
マ
の
車
輪
は
テ
ブ
リ
を
乗
り
越
え
る
だ
け
で
あ
る
。
テ
ブ
リ
を
挟
み
込
む

深
さ
が
、
平
地
と
は
異
な
る
の
だ
。
他
方
で
あ
ま
り
深
く
入
れ
る
こ
と
も
で
き
な

い
。
車
輪
の
横
滑
り
が
大
き
い
と
、
ヤ
ッ
サ
ー
を
行
っ
て
い
る
者
た
ち
が
バ
ラ
ン

コ
ラ
ム 

①

ス
を
崩く

ず

す
。
最
悪
、
タ
カ
ヤ
マ
か
ら
の
落
下
事
故
に
つ
な
が
る
こ
と
も
あ
る
。

　
方
向
修
正
に
オ
オ
テ
ブ
リ
が
必
要
と
な
る
事
態
に
な
っ
て
も
、
オ
オ
テ
ブ
リ
を

扱
う
者
た
ち
は
タ
カ
ヤ
マ
で
ヤ
ッ
サ
ー
の
真
っ
最
中
で
あ
る
。
た
と
え
人
手
が
確

保
で
き
て
も
、
荷
重
の
か
か
っ
た
前
方
を
オ
オ
テ
ブ
リ
で
方
向
修
正
す
る
こ
と
は

困
難
だ
ろ
う
。
こ
の
場
面
で
の
テ
ブ
リ
は
修
正
が
許
さ
れ
な
い
。
そ
の
プ
レ
ッ

シ
ャ
ー
は
テ
ブ
リ
の
操
作
に
重
く
の
し
か
か
る
。
下
り
坂
の
た
め
に
速
度
が
平
地

よ
り
早
い
こ
と
も
、
さ
ら
な
る
重
圧
と
な
る
。
こ
れ
ら
は
熟
練
者
の
技
術
と
自
信

が
な
け
れ
ば
む
つ
か
し
い
。

　
も
う
一
つ
の
「
夜
間
」
は
、
ヤ
ッ
サ
ー
ほ
ど
困
難
な
要
素
を
持
っ
て
い
な
い
も

の
の
、
や
は
り
、
初
心
者
に
は
難
度
が
高
い
。
テ
ブ
リ
は
、
多
く
の
情
報
を
目
か

動
し
た
速
度
や
距
離
感
な
ど
経
験
則
に
も
と
づ
く
判
断
が
必
要
と
さ
れ
る
わ
け
で

あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
困
難
は
あ
る
程
度
の
経
験
を
積
む
こ
と
に
よ
り
、
判
断
材
料
を
得
る

こ
と
が
で
き
、
解
決
で
き
る
と
考
え
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
全
行
程
で
テ
ブ
リ
を
持

つ
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
先
達
た
ち
も
そ
の
よ
う
に
乗
り
切
っ
て
き
た

の
だ
ろ
う
。

テ
ブ
リ
の
製
作
と
加
工
に
向
け
て

　
最
後
に
、
次
年
以
降
の
テ
ブ
リ
の
技
術
継
承
の
課
題
を
述
べ
る
。
テ
ブ
リ
の
熟

達
者
は
、ほ
ぼ
必
ず
自
分
好
み
の
テ
ブ
リ
を
選
ぶ
。
か
つ
て
は
自
ら
作
製
し
た
り
、

調
整
の
た
め
に
削け

ず

っ
た
り
す
る
者
も
多
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
筆
者
は
与
え
ら

れ
た
テ
ブ
リ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
。
ど
ん
な
形
状
で
あ

れ
思
い
の
ま
ま
に
使
っ
て
み
せ
る「
弘こ

う
ぼ
う法
筆ふ

で

を
選
ば
ず
」と
い
う
意
味
で
は
な
い
。

ど
の
よ
う
な
形
状
が
自
分
に
合
う
の
か
も
わ
か
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
テ

ブ
リ
の
何
が
方
向
調
整
の
基
準
と
な
り
、
自
分
の
意
図
と
合
致
す
る
の
か
が
理
解

で
き
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
テ
ブ
リ
に
よ
る
操
作
の
理
論
は
い
た
っ
て
簡
単
で
あ

る
。
直
進
す
る
し
か
な
い
車
輪
に
対
し
、
斜し

ゃ
ど度
の
あ
る
テ
ブ
リ
を
挟
み
い
れ
、
そ

の
斜
面
で
横
滑
り
を
起
こ
し
、
わ
ず
か
ず
つ
進
行
方
向
の
軸
を
ず
ら
し
て
い
く
。

い
か
に
自
分
の
意
図
す
る
横
滑
り
を
効
率
的
に
行
う
か
は
、
テ
ブ
リ
を
自
ら
の
手

足
の
よ
う
に
扱
う
こ
と
に
左
右
さ
れ
る
。

　
こ
の
た
め
に
よ
り
良
い
テ
ブ
リ
の
調
達
が
必
要
不
可
欠
と
な
る
。
材
料
と
な
る

ケ
ヤ
キ
の
木
、
そ
れ
も
二
股
に
な
る
枝
の
部
分
を
市
販
の
も
の
か
ら
調
達
す
る
こ

と
は
き
わ
め
て
む
つ
か
し
い
。
自
然
の
材
料
の
探
索
段
階
か
ら
、
テ
ブ
リ
自
体
の

製
作
、
そ
し
て
加
工
の
手
順
に
つ
い
て
も
、
テ
ブ
リ
の
係
と
し
て
習
得
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。　

ら
得
て
、
現
在
の
位
置
を
知

り
、
修
正
す
べ
き
方
向
を
決

定
す
る
。
し
か
し
、
夜
間
で

の
運
行
で
、
視
覚
か
ら
得
ら

れ
る
情
報
量
は
極
端
に
少
な

く
な
る
。
車
輪
の
周
辺
に
は

役
員
手
持
ち
の
弓ゆ

み
は
り張
提ち

ょ
う
ち
ん
灯
が

つ
く
が
、
わ
ず
か
な
光
で
照

ら
さ
れ
る
部
分
は
一
部
に
限

ら
れ
る
。
限
ら
れ
た
情
報
を

も
と
に
判
断
し
、
方
向
修
正

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

現
在
位
置
を
確
認
す
る
目
印

を
自
分
の
感
覚
で
見
つ
け
る

必
要
が
あ
る
。
視
覚
以
外
に

も
声
や
音
に
よ
る
聴
覚
、
移
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つ
け
な
が
ら
歩
を
進
め
た
。時
代
に
よ
っ
て
は
拡
声
器
を
用
い
た
頃
も
あ
っ
た
が
、

現
在
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

　
だ
い
た
い
午
後
三
時
半
頃
に
な
る
と
、
日
吉
神
社
の
境け

い
だ
い内

に
は
神
輿
の
行
列
に

参
加
す
る
旗は

た
も持

ち
、
大お
お
だ
い
こ

太
鼓
、
小
太
鼓
、
神
輿
、
区
長
と
組
親
ら
が
集
ま
る
。
神

職
の
準
備
が
整
う
と
彼
ら
の
な
か
で
主
だ
っ
た
者
が
、
拝
殿
に
あ
が
り
神
事
が
始

ま
る
。
皆
月
日
吉
社
の
式
次
第
は
、一
般
的
な
例
大
祭
の
式
次
第（
典
儀
）に
則
っ

て
行
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、修し

ゅ
ば
つ祓

、祓
は
ら
え
こ
と
ば
そ
う
じ
ょ
う

詞
奏
上
、大
麻
祓
い
、宮
司
一
拝
（
一
同
）、

神
様
の
お
発た

ち

　
ヤ
マ
の
運
行
に
続
き
、
日
吉
神
社
の
神み

こ
し輿

の
渡と

ぎ
ょ御

は
午
後
四
時
に
始
ま
る
。
そ

れ
に
先
立
ち
、
係
り
の
者
一
人
が
集
落
内
に
神
輿
の
渡
御
を
ふ
れ
ま
わ
っ
た
。
ヤ

マ
の
運
行
前
の
子
ど
も
た
ち
に
よ
る
ふ
れ
ま
わ
り
と
同
じ
で
あ
る
。
神
輿
の
渡
御

前
に
は
、
一
定
の
抑よ

く
よ
う揚

を
つ
け
て
、「
神
様　
お
発た

ち
や
ぞ
ー
」
と
い
う
。
か
つ

て
ふ
れ
ま
わ
る
係
は
、
錫

し
ゃ
く
じ
ょ
う

杖
に
似
た
棒
を
手
に
持
ち
、
引
き
ず
り
、
地
面
を
打
ち

2-1  拝殿前の神輿2-1  拝殿前の神輿

2-2  拝殿に集った行列の一行2-2  拝殿に集った行列の一行

2-3  祭りの神事が始まる2-3  祭りの神事が始まる

御
神
体
を
神
輿
に
遷う

つ

す
神
事
で
あ
る
。

　
神
輿
の
行
列
は
、
天て

ん
ぐ狗
（
猿さ

る
た
ひ
こ

田
彦
）、
旗
持
ち
、
大
太
鼓
、
小
太
鼓
、
神
輿
、
神
職
、

裃か
み
し
もを
着
た
区
長
と
組
親
、
最
後
に
再
び
、
旗
持
ち
と
な
る
。
断
続
的
で
は
あ
る
が
、

二
〇
〇
〇
年
代
後
半
ま
で
は
、天
狗
の
後
に
神
馬
が
続
い
た
。
皆
月
に
馬
は
い
な
い
た
め
、

能
登
の
他
地
域
や
金
沢
な
ど
か
ら
皆
月
区
が
費
用
を
捻ね

ん
し
ゅ
つ出
し
て
借
り
て
い
た
。
し
か
し
、

近
隣
に
馬
を
貸
す
場
所
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
、
あ
ま
り
に
費
用
も
か
さ
む
た
め
、
現
在

は
神
馬
自
体
を
出
さ
な
く
な
っ
た
。
神
馬
が
い
た
頃
は
、
宵
祭
り
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で

あ
る
御
仮
屋
前
と
本
祭
り
の
宮
の
境
内
で
馬う

ま
か駆
け
が
行
わ
れ
て
い
た
。
馬
駆
け
と
は
、
居

並
ぶ
引
き
手
や
若
い
衆
の
間
を
神
馬
が
三
往
復
す
る
行
事
で
あ
る
。
勢
い
よ
く
走
り
抜
け

る
馬
の
背
を
男
た
ち
が
叩
い
て
い
く
。
こ
う
や
っ
て
馬
に
触
れ
れ
ば
そ
の
年
は
無む

び
ょ
う
そ
く
さ
い

病
息
災

献け
ん
せ
ん饌
、
祝の

り
と
そ
う
じ
ょ
う

詞
奏
上
、
玉た

ま
ぐ
し
ほ
う
て
ん

串
奉
奠
、
撤て

っ
せ
ん饌
、
宮
司
一
拝
（
一
同
）、
直な

お
ら
い会
の
順
に
進

め
ら
れ
る
。

　
近
年
は
、
番
場
誠
さ
ん
が
斎
主
を
務
め
、
長
女
の
夏
希
さ
ん
、
次
女
の
美
緒
さ

ん
が
神
事
の
補
佐
を
行
う
。
玉
串
奉ほ

う
て
ん奠
で
は
、
区
長
以
下
組
親
の
他
に
猿
田
彦
役

や
神
輿
の
担
ぎ
手
（
現
在
は
押
し
手
）
の
代
表
も
用
意
さ
れ
た
榊さ

か
きを
奉
奠
す
る
。

直
会
で
は
禰ね

ぎ宜
に
よ
っ
て
、
参
加
者
た
ち
に
御お

み

き
神
酒
が
回
さ
れ
る
。

　
　神
輿
の
行
列

　
神
事
が
す
す
み
、
神
輿
に
御み

た
ま霊
入
れ
が
完
了
す
る
と
神
輿
の
渡
御
が
始
ま
る
。

大
太
鼓
が
境
内
に
響ひ

び

く
。
御
霊
入
れ
は
、
神
社
の
本
殿
に
鎮ち

ん
ざ座
す
る
日
吉
神
社
の

2-4  玉串を奉納する区長2-4  玉串を奉納する区長

2-5  各組親も順に奉納する2-5  各組親も順に奉納する

2-6  神輿に御霊を遷す2-6  神輿に御霊を遷す

２
章 

神
輿
の
行
列
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に
な
る
と
さ
れ
た
。

　
天て

ん
ぐ狗

（
猿さ

る
た
ひ
こ

田
彦
）　
文
字
通
り
天
狗
の
面
に
鳥と

り
か
ぶ
と甲

を
か
ぶ
り
、
鉾ほ

こ

を
も
つ
。

神み
こ
し輿

の
行
列
を
先
導
す
る
役
割
を
務
め
る
（
図
2–

7
）。
記
紀
神
話
に
登
場
す

る
猿
田
彦
の
神
が
、
高た

か
ま
が
は
ら

天
原
か
ら
の
天て

ん
そ
ん
こ
う
り
ん

孫
降
臨
に
際
し
て
、
天あ

め
のの

八や
ち
ま
た街

に
て
先

導
役
を
務
め
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
。
神
輿
の
先
導

を
猿
田
彦
が
務
め
る
形
式
は
、
他
地
域
の
多
く
の
祭
り
で
も
み
ら
れ
る
。
な
お

天
狗
の
役
は
、
後
に
の
べ
る
神
輿
の
引
き
手
と
と
も
に
皆
月
以
外
の
方
に
依
頼

し
て
い
る
。
近
年
（
二
〇
一
七
年
か
ら
）
は
、
中
谷
内
の
井
上
孝
雄
さ
ん
が
担

当
し
て
い
る
。

　
旗
持
ち　
旗
持
ち
は
、
太
い
タ
ケ
に
括く

く

ら
れ
た
赤
地
の
ハ
タ
を
持
っ
て
行
列

に
参
加
す
る
。
か
つ
て
旗
持
ち
の
役
は
行
列
の
前
方
に
一
〇
人
、
後
方
に
一
〇

人
の
計
二
〇
人
が
参
加
し
て
い
た
。
皆
月
内
の
一
〇
の
各
組
か
ら
二
人
ず
つ
参

加
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
二
〇
〇
〇
年
か
ら
は
村
内
の
負
担

を
減
ら
す
た
め
に
、
前
方
五
人
、
後
方
五
人
の
計
一
〇
人
に
半
減
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
炎え

ん
て
ん
か

天
下
で
の
旗
持
ち
の
係
は
基
本
、
肉
体
労
働
で
あ
り
、
役
割
負
担

と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
。

　
現
在
は
、
男
女
関
係
な
く
、
当
番
と
な
っ
た
人
足
が
受
け
持
つ
が
、
か
つ
て

は
主
に
皆
月
の
女
性
が
旗
持
ち
の
役
を
担
っ
て
い
た
。
当
時
の
女
性
に
と
っ
て

旗
持
ち
に
参
加
す
る
こ
と
は
、
誇
ら
し
い
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
彼
女
ら
の
な
か

に
は
、
こ
の
旗
持
ち
の
た
め
に
夏
用
の
着
物
を
新
調
し
て
い
た
と
い
う
話
も
聞

か
れ
た
。
当
時
は
、
祭
り
夜
の
呼
び
ひ
き
（
家
ご
と
に
親し

ん
せ
き戚

や
友
人
を
呼
ぶ
宴

席
）
の
た
め
の
料
理
や
酒
の
準
備
に
追
わ
れ
、
主
婦
た
ち
が
祭
り
行
列
を
み
る

余
裕
な
ど
な
か
っ
た
と
語
る
方
も
多
い
。
女
性
に
と
っ
て
は
、
旗
持
ち
が
祭
り

に
参
加
し
、
行
列
を
実
感
で
き
る
数
少
な
い
機
会
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
大
太
鼓　
一
尺
六
寸
（
約
四
八
セ
ン
チ
）
の
大
太
鼓
を
車
輪
の
つ
い
た
補
助

台
に
乗
せ
て
移
動
す
る
。
太
鼓
は
、
胴
の
横
の
環か

ん

に
縄
を
通
し
て
太
め
の
丸
太

2-7  天狗（猿田彦）と旗持ち（行列の前）

に
結
び
つ
け
て
い
る
。
こ
れ
は
か
つ
て
こ
の
丸
太
を
肩
に
担
い
で
移
動
し
た
頃

の
名
残
り
で
あ
る
。現
在
も
こ
の
丸
太
を
押
し
な
が
ら
、太
鼓
の
移
動
を
行
な
っ

て
い
る
。

　
一
九
九
〇
年
代
の
終
わ
り
ま
で
、
大
太
鼓
も
皆
月
以
外
の
七
浦
地
区
か
ら
人

足
を
頼
ん
で
い
た
。
人
手
不
足
も
配
慮
し
て
、
皆
月
の
有
志
が
山
王
権ご

ん
げ
ん
だ
い
こ

現
太
鼓

保
存
会
を
結
成
し
た
の
が
一
九
九
四
（
平
成
六
）
年
の
こ
と
で
あ
る
。
皆
月
在

住
の
青
年
会
の
OB
が
中
心
と
な
り
、
祭
り
の
大
太
鼓
を
担
当
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
現
在
は
本
町
の
近
江
順
志
さ
ん
が
会
長
を
務
め
て
い
る
。

　
こ
の
会
で
は
、
一
五
年
ほ
ど
前
か
ら
地
元
の
女
子
に
太
鼓
を
教
え
る
よ
う
に

な
っ
た
。
彼
女
た
ち
が
小
学
校
高
学
年
か
ら
中
学
生
に
な
っ
た
頃
か
ら
、
祭
り

の
太
鼓
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
二
〇
〇
六
（
平
成
一
八
）
年
頃
の
こ
と

で
あ
る
。
彼
女
た
ち
は
成
人
し
て
も
積
極
的
に
大
太
鼓
に
参
加
し
て
お
り
、
ヤ

マ
と
同
様
に
白
装
束
を
ま
と
う
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
女
ら
に
続
い
て
、
皆
月
の

女
子
が
保
存
会
に
参
加
し
て
太
鼓
を
学
ん
で
い
る
。
現
在
で
は
、
行
列
の
大
太

鼓
の
中
心
は
女
性
が
担
っ
て
い
る
。

　
皆
月
の
祭
り
太
鼓
は
、
二
人
一
組
で
打
ち
鳴
ら
す
。
一
人
は
ジ
を
打
ち
、
も

う
一
人
は
そ
の
ジ
に
合
わ
せ
て
自
分
の
リ
ズ
ム
で
叩
く
。
こ
の
ジ
を
皆
月
で
は

ド
ン
ド
コ
と
も
い
う
。
能
登
の
他
地
域
の
多
く
が
ド
コ
ド
コ
太
鼓
と
い
っ
て
ジ

は
左
右
を
交
互
に
打
ち
続
け
る
の
に
対
し
て
、
ド
ン
ド
コ
で
は
、
片
手
で
二
度

続
け
て
打
ち
、
そ
の
後
、
も
う
片
方
で
一
度
打
つ
。
リ
ズ
ム
で
言
え
ば
、
ド
ン

ド
が
二
度
、
コ
で
一
度
、
叩
く
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
保
存
会
の
会
員
の
な
か
に

は
、
ド
コ
ド
コ
太
鼓
は
守
り
の
太
鼓
で
、
ド
ン
ド
コ
太
鼓
は
攻
め
の
太
鼓
と
表

現
す
る
者
も
い
る
。
こ
れ
は
、
近
隣
の
輪
島
の
御ご

じ
ん
じ
ょ
う
だ
い
こ

陣
乗
太
鼓
の
由
来
に
も
つ
な

が
る
説
明
か
も
し
れ
な
い
。

　
小
太
鼓　
現
在
、
小
太
鼓
は
、
三
人
が
一
組
と
な
っ
て
、
締し

め
太
鼓
を
持
ち

な
が
ら
叩
く
役
目
を
担
う
。
祭
り
の
法は

っ
ぴ被
を
着
た
三
名
は
、
神
輿
の
渡と

ぎ
ょ御
中
、

2-8  大太鼓（山王権現太鼓保存会）

2-9  小太鼓：3 人が一組で太鼓を叩く
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一
定
の
リ
ズ
ム
で
太
鼓
を
叩
き
、そ
れ
に
併
せ
て
「
山
王
祭
り
ょ
い
」
と
囃は

や

す
。

こ
れ
に
神み

こ
し輿

の
台
車
を
お
す
者
た
ち
が
「
さ
ー
ら
ば 

ひ
や
せ
」
と
呼
応
し
な

が
ら
、
神
輿
は
進
行
し
て
い
く
。

　
小
学
校
低
学
年
の
女
子
が
担
当
し
て
い
る
。
こ
ち
ら
も
、
時
期
に
よ
っ
て
担

当
す
る
者
が
変
わ
っ
て
き
た
。
一
九
九
〇
年
代
ま
で
は
、
百
成
な
ど
他
の
ム
ラ

の
小
学
生
が
参
加
し
て
い
た
。
ま
た
、
基
本
的
に
は
男
子
が
担
当
し
て
い
た
。

二
〇
〇
〇
年
代
以
後
は
男
女
を
問
わ
ず
、
皆
月
だ
け
で
な
く
、
ム
ラ
の
出
身
者

の
子
供
や
七
浦
の
子
弟
が
小
太
鼓
を
叩
く
よ
う
に
な
っ
た
。

　
神
輿　
小
太
鼓
に
続
い
て
、
い
よ
い
よ
神
輿
の
登
場
と
な
る
。
現
在
、
神
輿

は
三
輪
の
台
車
に
載
せ
ら
れ
、
六
人
の
押
し
手
に
よ
っ
て
移
動
さ
せ
ら
れ
る
。

か
つ
て
は
こ
の
神
輿
を
担
い
で
村
の
中
を
渡と

ぎ
ょ御

し
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
人
数

も
現
在
の
倍
以
上
の
人
を
頼
ん
で
い
た
。

　

神
輿
の
担
ぎ
手
も
、
皆
月
以
外
の
者
が
務
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

一
九
七
〇
年
代
以
前
は
、皆
月
の
隣
村
で
あ
る
百
成
に
担
ぎ
手
を
頼
ん
で
い
た
。

後
で
述
べ
る
神
様
岩
の
伝
説
に
百ど

う
め
き成

の
ヨ
モ
と
い
う
人
物
が
登
場
し
て
お
り
、

神
輿
の
担
ぎ
手
の
由
来
と
し
て
関
連
付
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
百
成
か
ら

は
、
獅
子
舞
も
登
場
し
、
神
輿
の
行
列
に
加
わ
っ
て
い
た
時
期
も
あ
っ
た
。
そ

の
後
、
人
手
が
い
な
く
な
っ
た
た
め
に
百
成
か
ら
の
人
足
は
途
絶
え
、
同
じ
七

浦
地
区
の
矢
徳
に
依
頼
し
て
い
た
時
期
も
あ
っ
た
。
し
か
し
現
在
で
は
、
先
の

猿
田
彦
の
役
も
含
め
、
七
浦
の
各
地
域
の
有
志
の
者
た
ち
に
よ
っ
て
神
輿
の
一

行
は
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
の
写
真
で
は
、
右
か
ら
、
筒
井
さ
ん
（
中
谷
内
）、

三
浦
さ
ん
、
室
岡
さ
ん
、
東
さ
ん
、
五
郎
地
さ
ん
（
以
上
、
五
十
洲
）、
角
江

さ
ん
（
吉
浦
）
の
六
人
で
あ
る
。

　
神
職　
神
輿
の
後
方
に
は
、
日
吉
神
社
の
宮
司
、
禰ね

ぎ宜
（
番
場
家
）
と
い
っ

た
神
職
が
続
く
。

　
区
長
と
組
親　
神
職
の
後
方
に
は
氏う

じ
こ
そ
う
だ
い

子
総
代
を
兼
ね
る
皆
月
区
長
や
組
親
が

2-10  神輿とその一行

裃か
み
し
も

姿
で
続
く
。
裃
は
、
江
戸
時
代
の
武
士
の
礼れ

い
そ
う装
を
模
し
た
も
の
で
、
肩か

た
ぎ
ぬ衣

に
袴は

か
まを
つ
け
た
衣
装
で
あ
る
。
写
真
2–

12
の
皆
月
区
長
は
、
裃
に
一
文
字
笠

を
か
ぶ
り
、
扇お

う
ぎを
さ
し
て
い
る
。
か
つ
て
は
、
区
長
以
外
に
一
〇
組
の
組
親
の

多
く
が
裃
で
揃そ

ろ

っ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
病
気
で
参
加
で
き
な
い
者
や
忌い

み

が
か

か
っ
て
参
加
を
控
え
る
者
が
多
く
、
当
時
の
よ
う
な
迫
力
の
あ
る
行
列
を
み
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

　
こ
の
後
、
再
び
、
五
人
の
旗
持
ち
が
続
い
て
行
列
を
し
め
る
。
な
お
、
神
輿

に
関
わ
る
ハ
タ
は
二
種
類
あ
る
。
一
方
の
旗
は
す
で
に
述
べ
た
旗
持
ち
の
赤
い

ハ
タ
で
あ
る
。
赤
布
の
周
囲
の
縁ふ

ち

の
補
強
部
分
と
チ
チ
は
、
黒
地
に
な
っ
て
い

る
。

　
他
方
の
旗
は
、
白
地
に
四
神
が
描
か
れ
て
お
り
、
計
四
本
か
ら
な
る
。
各
々

の
旗
の
下
面
に
は
青せ

い
り
ゅ
う龍
、
朱す

ざ
く雀
、
白び
ゃ
っ
こ虎
、
玄げ

ん
ぷ武
の
四
神
の
絵
が
配
さ
れ
て
い
る
。

旗
に
は
、
旗
布
の
上
部
に
木
材
を
取
り
つ
け
、
そ
の
木
に
紐ひ

も

を
通
し
て
黒
塗
り

の
旗は
た
ざ
お竿

に
吊
り
下
げ
、
風
に
な
び
か
せ
る
形
を
取
る
。
こ
ち
ら
の
旗
は
、
行
列

に
は
参
加
せ
ず
、
直
接
、
御
仮
屋
に
運
び
込
み
、
御
仮
屋
前
の
所
定
の
場
所
に

さ
し
て
お
く
。

2-11  神職（番場家）2-12  区長と組親  
　皆月では区長の他に 10 の組から組親
が選ばれて、皆月内の課題を検討し、指
針を取り決めていく。本来なら行列にも、
区長と組親を合わせて 11 人が参加する
はずである。しかし、毎年、忌

いみ
がかかっ

たり、本人の体調がよくなかったりして、
全ての人数が揃うことはほとんどない。
また、かつては裃での参加が多かったが、
今は、略式の小

お み ご ろ も
忌衣で参加することが多

い。よってここでは、撮影が可能な主な
組親たちに登場してもらった。
　なお、上記の画像の多くは、神事のみ
となった 2020（令和 2) 年の祭りの際に
撮られた画像を加工している。この年は
新型コロナウイルスのために曳山や神輿
の行列を出すことができなかった。組親
の多くがマスクをつけている様子は、良
くも悪くもこの年を象徴した姿と言え
るだろう（中央の伏見孝一区長の姿は、
2019 年に別に撮影したものである。な
お、撮影については、この年の青年会長、
升本一理さんと 4 組の組親の貫山敬さ
んの協力を得た）
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神
様
岩

　
神み

こ
し輿

の
渡と

ぎ
ょ御

は
、
ヤ
マ
の
経
路
と
基
本
的
に
は
同
じ
で
あ
る
。
先
触
れ
と
し

て
の
ヤ
マ
が
通
っ
た
後
に
は
、
通
り
沿
い
の
家
人
が
道
の
真
ん
中
に
塩
を
置
い

て
浄
め
る
。

　
神
社
を
出
発
し
た
一
行
は
、
宮
の
坂
を
下
り
、
ニ
シ
デ
を
北
に
進
む
。
通
り

に
は
神
輿
の
渡
御
を
待
つ
高こ

う
れ
い齢

の
村
の
人
も
見
か
け
る
（
写
真
2–

17
）。
家
の

多
く
は
、
祭
日
の
暖の

れ
ん簾

を
玄
関
に
飾
り
、
提ち

ょ
う
ち
ん灯

を
用
意
す
る
。
以
前
よ
り
も
少

な
く
な
っ
た
が
、
太
鼓
の
響ひ

び

き
や
子
ど
も
た
ち
の
か
け
声
を
聞
き
つ
け
、
通
り

に
顔
を
だ
す
人
も
多
い
。

  

ニ
シ
デ
の
端
ま
で
行
き
、
海
岸
道
路
を
出
る
と
そ
こ
か
ら
神
輿
の
一
行
は
、

ヤ
マ
と
は
異
な
る
方
向
に
向
か
う
。
村
の
北
の
端
に
あ
る
キ
ヘ
イ
（
政
木
家
）

の
隣
に
は
、
神
様
岩
と
い
う
岩
が
あ
り
、
現
在
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
補
強
さ
れ

て
い
る
。
元
は
海
岸
近
く
に
あ
っ
た
が
、
海
岸
道
路
の
敷ふ

せ
つ設

に
際
し
て
、
こ
の

写真 2-17,18 のように道には、点々と白いモノが続いている。
これは、神輿の渡御に先立って浄めの塩を置いたものである。
沿道には神輿を腰掛けてまつお年寄りの姿もある

2-13  宮の坂をくだる大太鼓 2-13  宮の坂をくだる大太鼓 

2-14  坂の下までおりてきた一行 2-14  坂の下までおりてきた一行 

2-15  小太鼓と神輿の様子 2-15  小太鼓と神輿の様子 

2-16  村の中に入る、小太鼓の衣装は複数ある 2-16  村の中に入る、小太鼓の衣装は複数ある 

2-18  ニシデに入った一行2-18  ニシデに入った一行

場
所
に
据
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
岩
に
は
、
皆
月
の
神
様

の
由
来
を
説
く
漂

ひ
ょ
う
ち
ゃ
く
し
ん

着
神
の
伝
説
が
語
ら
れ
て
い
る
。
一
九
二
〇

（
大
正
九
）
年
に
発
刊
さ
れ
た
『
七
浦
村
志
』
に
は
、
次
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
漂
着
神
＝
往
古
皆
月
海
岸
に
一
木
像
漂
着
し
来
り
、
喜
兵
衞

の
下
な
る
挟
み
石
に
か
ゝ
れ
り
。
百
成
ヨ
モ
な
る
者
、
謹
み
て

拾
上
げ
奉
り
、
皆
月
神
主
番
場
氏
に
託
し
、
山
王
權
現
と
し
て

之
を
奉
祀
せ
り
。
今
も
番
場
氏
と
百
成
大
角
間
村
氏
と
の
間
に

特
殊
の
密
接
な
る
關
係
あ
る
は
こ
れ
が
爲
な
り
と
い
ふ
。
或
は

2-19  ニシデをいく天狗と旗持ち2-19  ニシデをいく天狗と旗持ち2-20  区長と組親、この頃はまだ裃が多い 2-20  区長と組親、この頃はまだ裃が多い 

2-21  ニシデをいく神輿2-21  ニシデをいく神輿2-22  イッチョモの角まできた神輿2-22  イッチョモの角まできた神輿

2-23  海岸道路に出て北にあがる天狗と旗持ち 2-23  海岸道路に出て北にあがる天狗と旗持ち 

神様岩は、海岸道路ができる前は、港のそば
の海岸近くにあった。海岸道路が敷設された
際に、キヘイ（政木家）の家の横に移設され、
写真 2-24 のように周囲も整えられた

2-17  神輿を待つニシデの御年寄2-17  神輿を待つニシデの御年寄

2-24  キヘイの神様岩2-24  キヘイの神様岩



２ 神輿の行列２ 神輿の行列
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云
ふ
、
喜
兵
衞
の
下
な
る
海
濵
に
一
小
凾
の
漂
着
し
た
る
が
、

忽
ち
化
し
て
十
五
六
歳
の
小
童
と
な
り
、
喜
兵
衞
の
家
に
仕
ふ

る
こ
と
三
年
、
更
に
庄
佐
に
轉
じ
て
仕
ふ
る
こ
と
亦
た
三
年
な

り
し
が
、
後
ち
再
び
化
し
て
山
王
權
現
と
な
り
た
り
と
い
ふ

（『
七
浦
村
志
』
七
浦
小
学
校
同
窓
会
編
、
一
五
二
ペ
ー
ジ
）。

こ
れ
に
よ
る
と
ま
ず
、
皆
月
の
隣
村
で
あ
る
百ど

う
め
き成

の
ヨ
モ
と
い

う
人
物
が
、
最
初
に
岩
に
漂

ひ
ょ
う
ち
ゃ
く

着
し
た
御
神
体
を
見
つ
け
、
神
主

の
番
場
氏
に
託
し
た
。
こ
の
よ
う
な
経け

い
い緯

か
ら
「
番
場
氏
と
百

成
大
角
間
村
氏
と
の
間
に
特
殊
の
密
接
な
る
關
係
」
が
あ
る
と

い
う
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
先
に
記
し
た
神み

こ
し輿

の
渡と

ぎ
ょ御

に
際

し
て
、
百
成
大
角
間
の
人
足
が
参
加
す
る
理
由
と
し
て
語
ら
れ

た
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
か
つ
て
は
番
場
家
で
人
が
亡
く
な
る

と
、
そ
の
墓
を
掘
る
役
目
も
百
成
大
角
間
の
人
で
あ
っ
た
と
さ

れ
る
。
最
も
祭
り
に
百
成
の
人
た
ち
が
出
な
く
な
っ
て
数
十
年

が
経
過
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
聞
き
知
っ
て

キヘイ（政木家）の前に到着した神輿の
一行、神輿を神様岩の横にすえ、神事が
行われる。神輿の担ぎ手や太鼓の一行は
式次第を見守る。
神職と区長、組親は式を終え、直会とな
る。大太鼓の中心は女子が受け持つが、
太鼓好きが自らの技を披露することもあ
る。写真 2-28 の神輿の押し手たちは、
太鼓の名手でもある

2-28  神輿の押し手による太鼓 2-28  神輿の押し手による太鼓 

い
る
世
代
も
少
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
。

　
次
に
こ
の
語
り
と
は
や
や
異
な
る
話
と
し
て
、
岩
に
漂
着
し

た
カ
ミ
と
キ
ヘ
イ
（
政
木
家
）
に
つ
い
て
の
物
語
が
記
さ
れ

る
。
漂
着
し
た
カ
ミ
は
小
童
と
化
し
て
、
キ
ヘ
イ
の
家
で
三
年

間
、
仕
え
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
シ
ョ
ウ
ザ
、
す
な
わ
ち
デ

ム
ラ
に
あ
る
升
本
家
で
も
三
年
間
働
き
、
そ
の
後
に
日
吉
神
社

に
鎮
座
し
て
、
山
王
権
現
と
し
て
祀
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
の
キ

ヘ
イ
は
村
の
北
端
に
、
ま
た
、
シ
ョ
ウ
ザ
は
村
の
南
端
に
位
置

し
て
い
る
（
シ
ョ
ウ
ザ
よ
り
南
に
も
世
帯
は
あ
る
が
、
行
事
自

体
は
南
端
で
行
わ
れ
る
）。
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
ら
の
伝
説
は

漂ひ
ょ
う
ち
ゃ
く
し
ん

着
神
の
由
緒
を
語
る
と
と
も
に
、
祭
り
で
の
渡
御
を
通
し

て
、
村
の
境き

ょ
う
か
い界
を
再
確
認
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

2-29  大太鼓の打ち手たち 2-29  大太鼓の打ち手たち 2-31  神事を行う神職 2-31  神事を行う神職 2-30  神事の様子2-30  神事の様子

2-25  村の北の端についた神輿の一行2-25  村の北の端についた神輿の一行2-27  神様家への神事、左に見えるのが神様岩 2-27  神様家への神事、左に見えるのが神様岩 2-26  神事の間、休憩する行列の一行2-26  神事の間、休憩する行列の一行

2-32  神輿への御供え 2-32  神輿への御供え 

2-33  神主と政木家当主の直会 2-33  神主と政木家当主の直会 
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御
神
酒
係
と
会
計

　　
祭
り
当
日
の
青
年
会
の
仕
事
に
御お

み

き
神
酒
と
会
計
の
係
が
あ
る
。役
員
の
な
か
で
、

地
味
に
重
労
働
を
強
い
ら
れ
る
の
が
こ
の
係
で
あ
る
。
御
神
酒
係
は
、文
字
通
り
、

ヤ
マ
の
小
休
止
の
時
に
振
る
ま
う
御
神
酒
を
用
意
す
る
。
会
計
は
常
任
の
役
員
で

祭
り
だ
け
で
な
く
、年
間
を
通
じ
て
青
年
会
の
予
算
を
預
か
る
。
祭
り
の
期
間
は
、

主
に
奉
納
さ
れ
る
御
神
酒
や
奉
納
金
を
記
録
す
る
。
記
録
の
た
め
の
ノ
ー
ト
や
預

か
っ
た
奉
納
金
を
入
れ
る
カ
バ
ン
を
常
に
携け

い
た
い帯

し
て
い
る
。

地
味
な
重
労
働

　
地
図
に
示
し
た
よ
う
に
御
神
酒
が
振ふ

る
ま舞

わ
れ
る
の
は
、
宵
祭
り
が
六
回
、
本
祭

り
が
五
回
の
計
一
一
回
で
あ
る
。
最
初
の
ミ
ズ
バ
タ
に
は
、
祭
り
が
始
ま
る
前

に
、
御
神
酒
と
樽た

る

を
用
意
し
て
お
く
。
か
つ
て
は
ミ
ズ
バ
タ
の
角
の
家
の
土
間

に
置
か
せ
て
も
ら
っ
て
い
た
が
、
家
人
が
不
在
と
な
っ
た
た
め
、
ミ
ズ
バ
タ
の

端
に
置
い
て
い
る
。
同
様
に
御
神
酒
の
ス
ト
ッ
ク
や
樽
を
お
か
せ
て
も
ら
っ
て

い
た
複
数
の
家
が
不
在
に
な
っ
て
お
り
、
役
員
の
頭
を
悩
ま
せ
て
い
る
。

　
ヤ
マ
が
宮
の
坂
を
お
り
て
き
て
、
オ
オ
テ
ブ
リ
を
回
し
て
い
る
頃
、
御
神
酒

係
た
ち
は
、
一
升
瓶び

ん

か
ら
樽
に
御
神
酒
を
移
し
か
え
る
作
業
を
は
じ
め
る
。
一

升
樽
は
六
つ
あ
り
、
参
加
者
に
振
る
ま
わ
れ
る
。
近
年
は
、
樽
に
移
し
替
え
る

た
め
に
ロ
ー
ト
が
常
備
さ
れ
、御
神
酒
を
運
ぶ
た
め
の
荷
車
が
配
備
さ
れ
た（
写

真
②–

1,6
）。

　
こ
れ
以
後
も
御
神
酒
係
は
、各
々
の
場
所
に
ヤ
マ
が
来
る
前
に
先
回
り
し
て
、

樽
に
御
神
酒
を
入
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
御
神
酒
は
一
度
で
終
わ
ら
ず
、

祭り中、御神酒を振る舞う場所
　宵祭り 本祭り

❶ ミズバタ ⑦ コウハク前
❷ イッチョモ前 ⑧ ツヨモ（宮本）前
❸ コウハク前 ⑨ 宮の坂１
❹ 宮前前 ⑩ 宮の坂２
❺ 茶木前 ⑪ 宮の坂３
❻ ショウゴロウ下

② -1  御神酒係と会計

② -2  小休止で御神酒が出される場所

コ
ラ
ム 

②
樽た

る

の
お
代
わ
り
を
要
求
さ
れ
る
こ
と

も
多
い
。
こ
れ
ら
の
対
応
も
係
の
者

が
随ず

い
じ時
行
う
。
ヤ
マ
が
動
き
だ
す
ま

で
に
樽
を
回
収
す
る
の
も
一
苦
労
で

あ
っ
た
。
酔
い
の
回
っ
た
引
き
手
の

な
か
に
は
、
な
か
な
か
御
神
酒
を
手

放
さ
な
い
者
も
多
か
っ
た
。
見
切
り

発
車
で
会
長
が
ド
ッ
ト
コ
の
指
示
を

出
し
、
ヤ
マ
が
動
き
だ
す
。
運
行
中

に
他
の
役
員
と
チ
ェ
ッ
ク
す
る
と
樽
の
数
が
合
わ
な
い
。ヤ
マ
の
前
後
を
確
認
し
、

一
つ
前
の
休
憩
場
所
ま
で
戻
っ
て
も
見
つ
か
ら
ず
、
結
局
、
誰
か
が
シ
タ
ヤ
マ
に

投
げ
入
れ
て
い
た
、
と
い
っ
た
こ
と
も
よ
く
あ
る
話
で
あ
る
。

新
調
さ
れ
た
御
神
酒
樽

　
現
在
、
使
っ
て
い
る
六
個
の
御
神
酒
の
樽
は
、
二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
年
に

島
本
昭
次
さ
ん
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
。
当
時
、
青
年
会
も
樽
の
老ろ

う
き
ゅ
う
か

朽
化
に
は
頭

を
痛
め
て
い
た
が
、
代
替
品
を
調
達
す
る
目め

ど処
も
た
た
な
か
っ
た
。
こ
の
状
況
を

打
破
し
て
く
れ
た
島
本
さ
ん
の
酒
樽
に
対
す
る
思
い
入
れ
は
強
く
、
そ
の
評
価
は

会
員
の
中
で
は
高
い
。

　
御
神
酒
は
、
ヤ
マ
が
家
の
前
を
通
過
す
る
と
き
に
家
人
か

ら
青
年
会
役
員
に
奉
納
さ
れ
る
。
縁
側
に
台
を
据
え
て
、
そ

の
上
に
置
か
れ
る
場
合
も
あ
る
。
一
升
瓶
に
は
「
御
神
酒 

一
樽
」
と
書
か
れ
た
半
紙
が
の
し
紙
と
し
て
付
け
ら
れ
て
い

る
（
写
真
②–

5
）。
会
計
は
こ
の
紙
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
の
し

紙
は
、
役
員
に
よ
っ
て
ど
の
家
か
ら
奉
納
が
あ
っ
た
の
か
記

録
さ
れ
た
後
、
ヤ
マ
の
前
に
吊
る
さ
れ
た
タ
ケ
に
括
り
つ
け

ら
れ
る
。（
写
真
②–

4
）。

　
ち
な
み
に
会
計
の
仕
事
は
祭
り
が
終
わ
っ
て
か
ら
も
続

く
。
奉
納
金
の
確
認
は
も
ち
ろ
ん
、
テ
ブ
リ
や
音お

ん
ど頭
取
り
、

準
備
に
携
わ
っ
て
も
ら
っ
た
方
へ
の
お
礼
の
差
配
は
会
計
が

中
心
と
な
っ
て
、
祭
り
の
翌
日
（
一
二
日
）
に
行
う
こ
と
に

な
る
。
会
計
報
告
は
、
夏
と
冬
に
行
わ
れ
る
総
会
の
う
ち
、

冬
の
総
会
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。

② -4  面幕の下のタケに結わえられた御神酒の熨
の し

斗紙。② -3　御神酒を
樽へ。近年はロートが常備され、こぼさずスピーディになった

② -6  デムラにて御神酒と樽を運ぶ ② -5  御神酒の熨
の し

斗紙
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三つ巴の
手ぬぐい

白の
ワイシャツ

ベルト

白のトレパン

脚絆（ゲートル）

白足袋、
ワラジ

ヤ
マ
の
再
開

　
ヤ
マ
の
曳
行
は
、
午
後
五
時
に
再
開
さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
引
き
手
た
ち
は
揃そ

ろ

い

の
衣
装
で
集
ま
る
。
白
の
ワ
イ
シ
ャ
ツ
、
白
の
ト
レ
パ
ン
で
上
下
を
白
で
統
一
し

て
い
る
。
ふ
く
ら
は
ぎ
ま
で
は
脚き

ゃ
は
ん絆

（
ゲ
ー
ト
ル
）
を
巻
き
、
足
元
は
白し

ろ
た
び

足
袋
に

草ワ
ラ
ジ鞋

を
は
く
。
頭
に
は
日
吉
神
社
の
三
つ
巴
を
赤
く
染
め
抜
い
た
手
ぬ
ぐ
い
を
鉢は

ち

巻ま
き

に
し
て
い
る
。

　
ゲ
ー
ト
ル
の
巻
き
方
や
紐ひ

も

の
結
び
方
に
は
、
家
の
流り

ゅ
う
ぎ儀

や
個
人
の
こ
だ
わ
り
が

3-2  伏見前のヤマの出発する前の様子3-2  伏見前のヤマの出発する前の様子

3-1  ヤマの白装束3-1  ヤマの白装束

あ
る
よ
う
だ
。
も
と
も
と
ゲ
ー
ト
ル
は
軍
隊
で
利
用
さ
れ
て
い
た
。
家
族
や
親
族

が
第
二
次
世
界
大
戦
中
、
海
軍
と
陸
軍
の
ど
ち
ら
に
従
軍
し
て
い
た
か
が
、
そ
の

巻
き
方
や
紐
の
結
び
方
の
違
い
か
ら
見
て
取
れ
た
と
い
う
。
近
年
、ゲ
ー
ト
ル
は
、

新
た
に
入
手
す
る
こ
と
が
む
つ
か
し
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
若
い
衆
の
多
く
は
、
ワ
ラ
ジ
と
白
足た

び袋
を
、
二
足
ず
つ
新
調
す
る
者
が

多
い
。
各
々
を
宵
祭
り
と
本
祭
り
に
利
用
す
る
た
め
で
あ
る
。
後
で
述
べ
る
ヤ
ッ

サ
ー
や
御
仮
屋
で
の
一
連
の
行
事
の
た
め
、
ワ
ラ
ジ
は
す
り
減
り
、
足
袋
も
泥
だ

ら
け
に
な
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。　

　
曳
き
は
じ
め
ら
れ
た
ヤ
マ
は
海
岸
道
路
を
進
み
、
御
仮
屋
の
横
を
か
す
め
る
よ

う
に
デ
ム
ラ
方
向
へ
向
か
う
。
御
仮
屋
周
辺
に
は
、
ヤ
マ
の
進
行
方
向
を
遮
る
よ

う
に
旗
、旗
キ
リ
コ
、鳥
居
の
オ
シ
ミ
と
な
る
ロ
ー
プ
が
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
る
。

ヤ
マ
の
通
過
に
際
し
て
、
ロ
ー
プ
を
一
旦
外
し
て
、
移
動
の
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
ロ
ー
プ
が
ゆ
る
め
ば
、
旗
や
旗
ギ
リ
コ
が
倒
れ

て
し
ま
う
。
ロ
ー
プ
が
ゆ
る
ま
な
い
よ
う
に
張
り
を
維
持
し
て
お
く
人
員
も
必
要

で
あ
る
。
彼
ら
は
、
ヤ
マ
が
通
過
し
た
後
、
各
々
の
場
所
に
ロ
ー
プ
を
再
固
定
す

る
作
業
も
こ
な
し
て
い
く
。

　
オ
シ
ミ
の
固
定
状
況
に
よ
っ
て
は
、
一
〇
名
程
度
の
人
手
が
必
要
と
さ
れ
る
。

会
長
や
役
員
は
、
タ
イ
ミ
ン
グ
を
見
計
ら
い
、
ヤ
マ
の
オ
シ
ミ
に
付
い
て
い
る
若

い
衆
を
、
御
仮
屋
の
方
に
向
か
わ
せ
る
。
ヤ
マ
を
滞

と
ど
こ
おら
せ
ず
、
通
過
さ
せ
る
た
め

に
は
、
人
数
と
タ
イ
ミ
ン
グ
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3-3  午後の曳きはじめ3-3  午後の曳きはじめ

3-4  海岸道路をいくヤマ3-4  海岸道路をいくヤマ

3-5  御仮屋に差し掛かるヤマ3-5  御仮屋に差し掛かるヤマ

３
章 

宵
祭
り 

曳
山
午
後
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御
仮
屋
横
を
通
過
す
る
と
、
ヤ
マ
は
皆
月
川
に
か
か
る
皆
月

新
橋
（
以
下
新
橋
）
を
渡
り
デ
ム
ラ
に
は
い
る
。
こ
の
新
橋
と

海
岸
道
路
が
建
設
さ
れ
た
の
は
一
九
七
八
（
昭
和
五
三
）
年
の

こ
と
で
あ
る
。

  

そ
れ
以
前
の
ヤ
マ
の
経
路
は
、
ニ
シ
デ
か
ら
皆
月
川
を
超
え

て
デ
ム
ラ
の
端
ま
で
砂
浜
を
移
動
し
て
い
た
。
重
量
の
あ
る
ヤ

マ
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
砂
浜
を
走
行
で
き
な
い
。
自じ

じ
ゅ
う重

で
砂
に

め
り
込
ん
で
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
砂
浜
を
運
行
さ
せ
る
た
め

に
は
、
ス
ジ
と
呼
ば
れ
る
道
具
を
用
い
た
。
ス
ジ
は
、
長
さ
三

メ
ー
ト
ル
弱
、幅
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、厚
さ
四
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
ほ
ど
の
木
板
で
あ
る
。
こ
の
ス
ジ
を
左
右
の
車
輪
の
下
に

敷
く
こ
と
で
車
輪
の
埋ま

い
ぼ
つ没

を
防
ぎ
、
ヤ
マ
の
運
行
を
行
っ
て
い

た
。
海
岸
道
路
の
建
設
に
よ
り
、
浜
で
の
曳
行
は
行
わ
れ
な
く

3-8  旗、旗ギリコのオシミ 3-8  旗、旗ギリコのオシミ 

3-6  御仮屋の横を通るヤマ3-6  御仮屋の横を通るヤマ3-7  タカヤマのタケにも気を配る3-7  タカヤマのタケにも気を配る

3-9  ヤマとオシミを張る若い衆3-9  ヤマとオシミを張る若い衆3-10  鳥居のオシミ　3-10  鳥居のオシミ　

3-8 〜 10  御仮屋の旗や御幣ギリコのオシミを一時的に外して、
ヤマの道を作る。タカヤマにも数人があがり、タケを揺らして
ロープが絡まないようにする
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新橋を越えてデムラの方を向いたところで小休止となる。こ
の時は、オオテブリを出さずにヤマを回し切ることも多い
(3-11)。休憩になるとヤマの後ろに 2 本のオオテブリが並べ
られて御神酒がまわされる (3-14)。ヤマの車輪と同じくオ
オテブリも御神酒で浄められる

3-11  コウハク前まで進んだヤマ3-11  コウハク前まで進んだヤマ

3-12  休憩にはいる3-12  休憩にはいる

3-13  前ヤマの様子3-13  前ヤマの様子

3-14  後ろヤマのオオテブリ3-14  後ろヤマのオオテブリ

コウハクの前から動きはじめたヤマ。この時間になると各家から白装束の男たちが集う。3-15 の後方に見えるよう
に年によっては、この辺りですでに神輿の一行がヤマに追いついていることもある

3-15  再び進みだすヤマ3-15  再び進みだすヤマ

3-16  前綱の引き手たち3-16  前綱の引き手たち
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な
っ
た
が
、
過
去
の
祭
り
で
は
、
二
日
間
の
祭
り
を
通
し
て
計
三
度
、
こ
の
皆
月

川
を
越
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

海
岸
道
路

　
皆
月
川
の
新
橋
を
越
え
た
と
こ
ろ
で
、ヤ
マ
は
御お

み

き
神
酒
（
小
休
止
）
に
な
る
（
写

真
3–

13
、
14
）。
場
所
は
直
近
の
家
の
屋
号
に
ち
な
ん
で
、
コ
ウ
ハ
ク
前
と
呼
ば

れ
る
。
こ
の
場
所
に
は
、
翌
日
の
本
祭
り
で
も
小
休
止
す
る
こ
と
に
な
る
。
休

き
ゅ
う
け
い憩

3-17  ゆるやかな坂をのぼるヤマ3-17  ゆるやかな坂をのぼるヤマ

3-18  ヤマに追いついた神輿行列3-18  ヤマに追いついた神輿行列

3-20  デムラの通りに入る3-20  デムラの通りに入る 3-19  海岸道路でオシミをひく若い衆3-19  海岸道路でオシミをひく若い衆

は
程
な
く
終
了
し
、
ヤ
マ
は
、
海
岸
道
路
を
進
ん
で
い
く
。
こ
こ
か
ら
デ
ム
ラ
の

村
内
に
入
る
ま
で
は
、
二
車
線
の
道
路
を
進
む
た
め
、
ヤ
マ
は
ス
ム
ー
ズ
に
進
ん

で
い
く
（
写
真
3–

19
）。

　
宮
前
の
前
、
あ
る
い
は
貯
水
池
横
と
呼
ば
れ
る
デ
ム
ラ
の
集
落
に
入
っ
た
と
こ

ろ
で
、
再
び
御
神
酒
（
小
休
止
）
と
な
る
（
写
真
3–

24
）。
道
が
急
に
狭
く
な
る

た
め
、
テ
ブ
リ
が
慎し

ん
ち
ょ
う重
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
な
が
ら
、
ヤ
マ
を
デ
ム
ラ
の
中
に
導

い
て
い
く
。

3-21  デムラの集落内から見たヤマ3-21  デムラの集落内から見たヤマ3-22  タケを倒す3-22  タケを倒す

3-24  後ろヤマでの休憩の様子3-24  後ろヤマでの休憩の様子

3-23  全てのタケを倒して固定する3-23  全てのタケを倒して固定する
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午
前
中
に
ヤ
マ
を
止
め
た
「
伏
見
」
前
や
こ
の
「
宮
前
」
前
、

こ
の
後
に
ヤ
ッ
サ
ー
が
行
わ
れ
る
「
茶ち

ゃ
き木

」
前
な
ど
は
、
い
ず

れ
も
最
寄
り
の
家
の
苗み

ょ
う
じ字

が
用
い
ら
れ
る
。
他
方
で
ニ
シ
デ
の

角
の
「
イ
ッ
チ
ョ
モ
」
や
新
橋
の
た
も
と
の
「
コ
ウ
ハ
ク
」、

提ち
ょ
う
ち
ん

灯
を
つ
け
る
「
シ
ョ
ウ
ゴ
ロ
ウ
」
下
な
ど
は
、
最も

よ寄
り
の
家

の
屋
号
が
使
わ
れ
て
い
る
。祭
り
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
場
所
は
、

村
の
家
々
の
名
と
祭
り
の
行
事
内
容
を
重
ね
合
わ
せ
つ
つ
、
記

憶
さ
れ
、
身
体
化
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

デ
ム
ラ

　

ち
な
み
に
デ
ム
ラ
に
は
、
二
軒
の
旅
館
（
川
島
、
春
田
）、

建
設
業（
六ろ

く
ろ
ぎ

郎
木
）、豆と

う
ふ腐

製
造（
伏
見
）、書
店・雑
貨
店（
久
保
）、

理
容
室
（
宮
前
）、農
協
、薬
局
（
杉
下
）、ユ
ー
ス
ホ
ス
テ
ル
（
中

室
）、民
宿
（
相あ

い
か
み上

荘
、猿さ

る
や
ま山

荘
）、ス
ポ
ー
ツ・雑
貨
店
（
松
下
）、

美
容
室
（
金き

ん
た
に谷

）、駄だ

が

し
菓
子
屋
（
ナ
ナ
オ
）、酒・雑
貨
店
（
升
本
）、

畳た
た
み
せ
い
ぞ
う

製
造
（
有あ

り
が賀

）
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
現
在
で
は
、
宮
前
理

容
室
と
升
本
酒
店
の
他
は
、
事
務
所
を
隣
接
す
る
集
落
、
鵜う

や
ま山

に
移
し
た
建
設
業
が
営
業
を
す
る
の
み
で
あ
る
。

　
小
休
止
の
間
、
タ
カ
ヤ
マ
で
は
、
飾
り
つ
け
ら
れ
て
い
た
ハ

タ
ダ
ケ
と
ダ
シ
ダ
ケ
が
倒
さ
れ
て
、
横
向
き
に
さ
れ
る
（
写

真
3–

23
）。
電
線
が
横
切
る
集
落
内
を
通
過
す
る
た
め
で
あ

る
。
タ
ケ
を
倒
す
前
に
は
、
タ
カ
ヤ
マ
か
ら
二
体
の
武
者
人
形

も
お
ろ
さ
れ
る
。
ま
た
こ
の
辺
り
で
、
旗
持
ち
、
大
太
鼓
、
小

太
鼓
を
は
じ
め
と
す
る
神み

こ
し輿

一
行
の
行
列
が
、
ヤ
マ
の
後
ろ
に

合
流
す
る
。
曳
山
を
先
頭
と
し
た
山
王
祭
の
行
列
は
、
前
後
約

二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
に
伸
張
す
る
。

3-26  音頭取りに合わせる引き手たち3-26  音頭取りに合わせる引き手たち 3-25  縁側で御神酒を用意してヤマを待つ3-25  縁側で御神酒を用意してヤマを待つ

3-28  デムラを進むヤマ3-28  デムラを進むヤマ 3-27  引き手の端でツナをまとめる3-27  引き手の端でツナをまとめる

　
こ
こ
か
ら
は
、
午
前
中
の
ニ
シ
デ
集
落
内
を
運
行
し
た
時
と
同
じ
よ
う
に
、
ヤ

マ
は
向
か
い
合
う
家
々
の
軒
先
を
か
す
め
る
よ
う
に
進
行
す
る(

写
真
3–

28
）。

ま
た
、
奉ほ

う
の
う納
す
る
御お

み

き
神
酒
を
縁
側
に
用
意
し
て
い
る
家
も
み
ら
れ
る
（
写
真

3–

25)

。
た
だ
デ
ム
ラ
は
、
ニ
シ
デ
よ
り
は
若

じ
ゃ
っ
か
ん干
道
幅
は
広
く
、
そ
の
分
、
テ
ブ

リ
の
緊
張
も
和
ら
ぐ
。
た
だ
し
、
次
の
小
休
止
の
直
前
に
は
、
テ
ブ
リ
に
と
っ
て

大
き
な
見
せ
場
が
控ひ

か

え
て
い
る
。
茶ち

ゃ
き木
家
の
前
に
至
る
ま
で
に
は
、
今
出
川
を
跨

ぐ
よ
う
に
ゆ
る
い
S
字
の
カ
ー
ブ
が
あ
る
（
写
真
3–

29
）。
こ
こ
を
オ
オ
テ
ブ
リ

を
使
わ
ず
、
テ
ブ
リ
だ
け
で
通
過
す
る
こ
と
が
彼
ら
の
密
か
な
矜き

ょ
う
じ持
で
あ
る
。

　
S
字
の
最
初
の
カ
ー
ブ
に
向
か
う
前
、
テ
ブ
リ
の
二
人
は
、
ヤ
マ
の
向
き
を
一

旦
、
カ
ー
ブ
の
外
側
に
向
け
る
。
ヤ
マ
は
カ
ー
ブ
の
曲
線
ど
お
り
に
は
曲
が
ら
な

い
。
よ
っ
て
テ
ブ
リ
に
よ
る
方
向
修
正
も
、
車
な
ど
の
修
正
方
法
と
は
異
な
る
。

あ
ら
か
じ
め
曲
率
半
径
を
大
き
く
取
り
、
二
つ
目
の
カ
ー
ブ
を
余
裕
を
も
っ
て
曲

が
れ
る
よ
う
に
す
る
（
写
真
3–

30
）。
S
字
の
後
半
部
で
は
、
カ
ー
ブ
の
手
前
か

ら
早
め
に
テ
ブ
リ
を
入
れ
て
、
ヤ
マ
の
向
き
を
直
し
て
い
く
、
こ
の
時
に
は
ヤ
マ

の
後
輪
に
も
テ
ブ
リ
が
入
る
こ
と
が
多
い
。
上
述
し
た
よ
う
に
テ
ブ
リ
だ
け
で
の

方
向
修
正
は
、
そ
の
使
い
手
に
と
っ
て
至
上
の
喜
び
と
な
る
。

3-29  今出川の手前でコースを見定めるテブリ3-29  今出川の手前でコースを見定めるテブリ

3-30  今出川にさしかかったヤマ3-30  今出川にさしかかったヤマ

3-31  ヤッサーに備えて刃物や余計なハタを片付ける3-31  ヤッサーに備えて刃物や余計なハタを片付ける
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ヤ
ッ
サ
ー

　
テ
ブ
リ
の
卓た

く
え
つ越

し
た
操そ

う
さ作

で
、
ヤ
マ
は
茶
木
家
の
前
に
た
ど

り
着
い
た
。
余
勢
を
駆か

っ
て
オ
シ
ミ
の
若
い
衆
は
、
ヤ
マ
を

引
き
戻
そ
う
と
す
る
が
、
ヤ
マ
は
動
か
な
い
。
程
な
く
彼
ら

も
、オ
シ
ミ
か
ら
離
れ
て
次
の
見
せ
場
へ
と
移
行
す
る
。「
ヤ
ッ

サ
ー
」
で
あ
る
。

　
引
き
手
た
ち
も
こ
こ
で
小
休
止
と
な
り
、
御お

み

き
神
酒
が
回
さ
れ

る
。
こ
の
小
休
止
は
、
単
な
る
御
神
酒
の
時
間
で
は
な
い
。
タ

カ
ヤ
マ
で
は
次
に
行
わ
れ
る
ヤ
ッ
サ
ー
の
準
備
が
着
々
と
進
め

ら
れ
る
。
ま
ず
、
横
に
倒
さ
れ
て
い
る
ハ
タ
ダ
ケ
と
ダ
シ
ダ
ケ

を
、
ダ
シ
オ
コ
シ
の
ロ
ー
プ
に
オ
リ
ナ
ワ
で
結
わ
え
つ
け
る
。

天て
ん
し
ゅ
か
く

守
閣
を
飾
る
シ
ャ
チ
ホ
コ
を
取
り
外
し
、
シ
タ
ヤ
マ
に
お
ろ

す
。
た
だ
し
、
シ
タ
ヤ
マ
に
は
小
学
生
が
乗
り
込
ん
で
い
る
。

子
供
た
ち
が
突
起
状
に
彫ほ

ら
れ
た
シ
ャ
チ
の
ウ
ロ
コ
部
分
で

怪け

が我
を
し
な
い
よ
う
に
、予
備
の
ハ
タ
を
巻
き
つ
け
る
。
ま
た
、

オ
リ
ナ
ワ
を
切
る
作
業
の
た
め
に
タ
カ
ヤ
マ
に
置
か
れ
て
い
る

数
本
の
鎌か

ま

も
、
シ
タ
ヤ
マ
に
降
ろ
さ
れ
る
。
こ
ち
ら
も
刃
の
部

分
を
ハ
タ
で
巻
い
て
お
く
。

　
作
業
が
終
わ
り
、
御
神
酒
も
十
分
行
き
渡
っ
た
頃
を
見
計
ら

い
、
会
長
は
再
開
に
向
け
て
各
所
の
確
認
を
行
う
。
ヤ
ッ
サ
ー

の
際
は
、
引
き
手
や
テ
ブ
リ
の
前
に
、
タ
カ
ヤ
マ
で
ヤ
ッ
サ
ー

が
行
わ
れ
る
に
十
分
な
人
員
が
い
る
か
、
そ
の
安
全
対
策
は
十

分
か
を
確
認
し
て
、
音お

ん
ど頭

取
り
に
ド
ッ
ト
コ
の
合
図
を
出
す
の

で
あ
る
。

　
ヤ
ッ
サ
ー
は
、
後
ろ
ヤ
マ
で
オ
オ
テ
ブ
リ
や
オ
シ
ミ
に
集た

か

っ

3-34  動き出したヤマ3-34  動き出したヤマ

3-33  ドットコの前から囃し立てる3-33  ドットコの前から囃し立てる

3-36  老若関係なく盛りあがる3-36  老若関係なく盛りあがる

3-32  タカヤマにあがった若い衆3-32  タカヤマにあがった若い衆

3-35  休憩する引き手たち3-35  休憩する引き手たち

て
い
た
高
校
生
か
ら
三
十
代
ま
で
の
若
者
が
中
心
と
な
る
。
彼

ら
が
タ
カ
ヤ
マ
に
あ
が
り
、「
ヤ
ッ
サ
ー
、
ヤ
ッ
サ
ー
」
と
声

を
あ
げ
、
狂
喜
乱
舞
す
る
。
三
名
か
ら
四
名
が
横
に
並
ん
で
肩

を
組
み
、
お
よ
そ
四
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
の
ヒ
ヨ
コ
ダ
シ
の
最
上

部
に
立
っ
て
、足
を
上
げ
、飛
び
跳は

ね
て
暴
れ
る
。「
ヤ
ッ
サ
ー
」

は
、
そ
の
壮そ

う
か
ん観
さ
と
裏
腹
の
危
険
性
か
ら
参
加
す
る
者
、
見
る

者
の
両
方
に
と
っ
て
、
皆
月
山
王
祭
で
最
も
盛
り
あ
が
る
場
面

で
あ
る
（
写
真
3–

32
～
34
）。

　
ヤ
ッ
サ
ー
で
最
も
目
立
つ
の
は
、
最
前
列
で
暴
れ
る
若
い
衆

で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
が
暴
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
背
後
の

支
え
が
必
要
と
な
る
。
下
か
ら
は
見
え
な
い
が
、
彼
ら
の
後
ろ

に
は
二
重
三
重
に
若
い
衆
が
重
な
っ
て
い
る
。
二
列
目
の
者
た

ち
が
最
前
列
の
ベ
ル
ト
を
持
ち
、
三
列
目
の
者
た
ち
が
二
列
目

の
ベ
ル
ト
を
も
つ
。
彼
ら
は
文
字
通
り
ベ
ル
ト
持
ち
と
呼
ば
れ

る
（
写
真
3–

37
、
38
）。
ベ
ル
ト
持
ち
は
、
斜し

ゃ
め
ん面
に
な
っ
て
い

る
ダ
シ
ダ
ケ
の
滑す

べ

り
や
す
い
足
場
で
踏
ん
張
り
な
が
ら
、
前
の

者
の
ベ
ル
ト（
ト
レ
パ
ン
も
含
め
て
）を
必
死
に
握
り
し
め
る
。

彼
ら
は
両
手
を
使
い
、
複
数
の
ベ
ル
ト
を
握
る
よ
う
に
し
て
い

る
。
誰
か
一
人
の
手
が
離
れ
て
も
別
の
者
が
フ
ォ
ロ
ー
で
き
る

か
ら
で
あ
る
。
ベ
ル
ト
持
ち
に
長た

け
た
者
の
中
に
は
、
前
に
出

張
っ
た
若
い
衆
が
あ
ま
り
騒
い
で
い
な
い
時
に
は
、
故
意
に
押

し
出
し
て
、盛
り
あ
が
る
よ
う
に
間
合
い
を
は
か
る
者
も
い
る
。

　
こ
の
ヤ
ッ
サ
ー
は
茶
木
家
の
前
に
始
ま
り
、
現
在
は
デ
ム
ラ

の
端
に
位
置
す
る
有あ

り
が賀
家
の
前
で
終
わ
る
こ
と
と
な
っ
て
い

る
。
た
だ
し
、
か
つ
て
の
終
了
地
点
は
現
在
の
場
所
よ
り
五
十

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
先
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
。
集
落
を
出
る
と
道
は

3-37  熱気に満ちたタカヤマ3-37  熱気に満ちたタカヤマ3-38  新しい世代の台頭3-38  新しい世代の台頭

3-39  最後まで暴れるタカヤマの若い衆3-39  最後まで暴れるタカヤマの若い衆3-40  デムラの端まできたヤマ3-40  デムラの端まできたヤマ
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開
け
、
稲
を
干
す
ハ
ザ
を
立
て
る
広
場
越
し
に
海
岸
道
路
が
見
え
て
く
る
。
こ
の

間
の
約
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
は
、目
立
た
な
い
が
ゆ
る
や
か
な
下
り
と
な
っ
て
い
る
。

気
を
つ
け
な
い
と
ヤ
マ
に
勢
い
が
つ
い
て
し
ま
う
た
め
、
テ
ブ
リ
が
深
く
挿さ

さ
れ

る
こ
と
が
あ
る
。
反
動
で
ヤ
マ
が
大
き
く
揺
れ
、
そ
の
衝し

ょ
う
げ
き撃

で
ヤ
マ
か
ら
落
下
す

る
者
も
い
た
。
特
に
二
〇
〇
四
（
平
成
一
六
）
年
に
は
、
祭
り
の
花
形
の
青
年
会

員
が
、ヤ
マ
か
ら
落
ち
て
大お

お
け
が

怪
我
を
お
う
事
故
が
お
き
て
し
ま
う
。
結
果
と
し
て
、

現
在
の
よ
う
に
集
落
を
出
た
と
こ
ろ
で
、
若
い
衆
は
ヤ
マ
か
ら
降
り
る
こ
と
が
決

め
ら
れ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
ヤ
ッ
サ
ー
」
と
い
う
掛
け
声
は
、
そ
れ
ほ
ど
古
く
か
ら
定

ま
っ
て
い
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
以
前
、
タ
カ
ヤ
マ
で
の
掛
け
声
は
、
オ
シ
ミ

を
引
っ
張
る
と
き
と
同
じ
「
エ
イ
ヤ
ッ
、
エ
イ
ヤ
ー
ッ
」
の
テ
ン
ポ
を
や
や
早
く

3-42  軽くなったヤマは少しペースをあげる3-42  軽くなったヤマは少しペースをあげる

3-43  後ろヤマとオシミ、心なしか数が少ない3-43  後ろヤマとオシミ、心なしか数が少ない

3-44   ハザに囲まれた道をいく3-44   ハザに囲まれた道をいく

3-45  ここからがテブリの見せ場3-45  ここからがテブリの見せ場

3-41  デムラの端で若い衆はおろされる3-41  デムラの端で若い衆はおろされる

デムラの端の U 路を回るヤマ。
テブリ、オオテブリ、引き手、役
員たちが一丸となってヤマを回す

3-46  海岸道路での U ターン、皆月湾が開ける3-46  海岸道路での U ターン、皆月湾が開ける

3-47  後ろヤマのオオテブリ3-47  後ろヤマのオオテブリ
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繰
り
返
す
も
の
だ
っ
た
。「
ヤ
ッ
サ
ー
」
の
か
け
声
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
の
始
め

頃
か
ら
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
当
時
、
タ
カ
ヤ
マ
で
活か

つ
や
く躍

し
て
い
た
青
年

会
員
の
発
案
と
さ
れ
る
。
役
員
か
ら
は
か
け
声
が
お
か
し
い
と
叱し

か

ら
れ
る
こ
と
も

あ
っ
た
が
、
実
際
に
ヤ
マ
で
暴
れ
る
世
代
に
は
、
こ
ち
ら
の
か
け
声
の
ノ
リ
が
良

い
と
判
断
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
彼
ら
が
揃そ

ろ

っ
て
「
ヤ
ッ
サ
ー
」
と
囃は

や

す
よ
う
に
な

り
、
こ
の
か
け
声
が
定
着
し
て
い
っ
た
。

デ
ム
ラ
の
端

　

ヤ
マ
は
、
皆
月
集
落
の
南
端
で
あ
る
デ
ム
ラ
の
端
に
差
し
掛
か
る
（
写
真

3–

46
）。
こ
の
あ
た
り
は
隣
の
餅も

っ
た田

集
落
に
な
る
が
、
道
路
の
都
合
上
ヤ
マ
は
こ

の
場
所
ま
で
進
行
し
、海
岸
道
路
へ
の
ヘ
ア
ピ
ン
カ
ー
ブ
を
な
ぞ
る
。
ち
な
み
に
、

海
岸
道
路
貫か

ん
つ
う通

以
前
（
一
九
七
〇
年
代
以
前
）
の
曳
山
の
経
路
で
は
、
浜
か
ら
あ

が
っ
た
ヤ
マ
は
、
皆
月
と
餅も

っ
た田

の
境
を
な
す
小し

ょ
う
じ路

を
の
ぼ
り
、
デ
ム
ラ
の
集
落
内

夕暮れ時、海岸道路の様子。右手
前では、神様井戸への神事が行わ
れている。一連の神事が進むと神
輿にも提灯が点灯される。その間、
神輿の行列の一行は、海側に並ん
で休憩する。奥では、ヤマがショ
ウゴロウの下で止まり、提灯点灯
の準備が始まる

3-48  デムラで待機する大太鼓3-48  デムラで待機する大太鼓

3-49  ヤマの運行を見守る神輿の行列3-49  ヤマの運行を見守る神輿の行列

に
入
っ
た
。

　
デ
ム
ラ
の
ヘ
ア
ピ
ン
カ
ー
ブ
も
、
テ
ブ
リ
だ
け
で
一
八
〇
度
進
行
方
向
を
変
え

て
い
く
。
た
だ
し
、
写
真
3–

47
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
テ
ブ
リ
の
動
き
を

助
け
る
よ
う
に
ヤ
マ
の
後
輪
を
若
い
衆
が
押
し
て
い
る
。
引
き
手
も
カ
ー
ブ
の
角

度
を
見
計
ら
っ
て
引
く
向
き
を
移
動
す
る
（
写
真
3–

50
）。
そ
れ
ら
全
体
の
動
き

を
差
配
し
、
支
持
す
る
の
は
会
長
を
は
じ
め
と
す
る
役
員
た
ち
で
あ
る
。
他
方
で

タ
カ
ヤ
マ
に
は
、
数
人
の
若
い
衆
が
あ
が
り
こ
み
、
横
向
き
に
倒
し
て
あ
っ
た
ハ

タ
ダ
ケ
と
ダ
シ
ダ
ケ
を
立
て
な
お
す
作
業
を
行
う
（
写
真
3–

51
）。
こ
の
場
所
に

は
、ニ
シ
デ
の
築ち

っ
こ
う港
と
同
じ
よ
う
に
あ
ら
か
じ
め
予
備
の
タ
ケ
が
置
か
れ
て
い
る
。

折
れ
て
し
ま
っ
た
ハ
ダ
ダ
ケ
や
ダ
シ
ダ
ケ
の
代
わ
り
に
こ
れ
ら
の
タ
ケ
を
運
び
こ

み
、
ハ
タ
や
吹
き
流
し
を
結
び
な
お
し
て
た
て
て
い
く
。

3-51  タカヤマのタケを立てる3-51  タカヤマのタケを立てる

3-52  海岸道路を村内へと折り返す3-52  海岸道路を村内へと折り返す

3-53  神事を行う神輿の一行3-53  神事を行う神輿の一行

3-50  引き手の向きを変えてヤマを回す3-50  引き手の向きを変えてヤマを回す
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神
様
井
戸
の
神
事

　
神み

こ
し輿

の
行
列
は
、
ヤ
マ
の
動
き
に
合
わ
せ
て
待た

い
き機

す
る
こ
と
が
多
い
。
ヤ
マ
が

デ
ム
ラ
の
端
を
回
り
き
る
と
、
神
輿
の
行
列
も
静
か
に
進
み
だ
す
。
海
岸
道
路
に

出
て
少
し
進
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
神
輿
は
道
の
端
に
寄
せ
ら
れ
、
神
主
や
区
長
、
組

親
は
、
そ
の
前
に
腰
を
お
ろ
す
。
神
輿
の
前
に
は
ゴ
ザ
が
敷し

か
れ
、
御
供
え
が
据

え
ら
れ
る
。
神
様
井
戸
へ
の
神
事
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
準
備
は
デ
ム
ラ
の
シ
ョ
ウ

ザ
（
升
本
家
）
が
行
う
（
写
真
4–

1
～
3
）。

　
す
で
に
紹
介
し
た
よ
う
に
伝
説
で
は
、キ
ヘ
イ
の
家
に
仕
え
た
後
、神
様
は
シ
ョ

ウ
ザ
の
家
に
も
仕
え
、
そ
の
後
、
シ
ョ
ウ
ザ
の
井
戸
で
身
を
清
め
て
か
ら
、
日
吉

神
社
に
鎮ち

ん
ざ座

し
た
と
さ
れ
る
。
神
事
が
終
わ
る
と
神
輿
の
一
行
は
、
神
様
井
戸
か

ら
汲く

ん
だ
水
で
沸
か
し
た
お
茶
を
飲
ん
で
休き

ゅ
う
け
い憩

し
た
。

4-1  神様井戸への神事4-1  神様井戸への神事

4-2  神職と升本家、組親たち4-2  神職と升本家、組親たち

4-3  神事の後の直会4-3  神事の後の直会

提
灯
点
灯

　
シ
ョ
ウ
ゴ
ロ
ウ
（
升
本
家
）
の
下
ま
で
ヤ
マ
が
進
行
す
る
と
、
御お

み

き
神
酒
（
小
休

止
）
と
な
る
。
こ
れ
が
宵
祭
り
で
は
最
後
の
御
神
酒
で
あ
る
。

　

ヤ
マ
の
後
方
、
先
に
紹
介
し
た
神
様
井
戸
へ
の
神
事
が
落
ち
着
く
頃
に
は
、

神み
こ
し輿
の
周
り
に
御ご

し
ん
と
う

神
燈
が
灯
さ
れ
る
（
写
真
4–

4
）。
神
職
、
区
長
、
組
親
た
ち

も
、
手
持
ち
の
提ち

ょ
う
ち
ん灯
に
火
を
灯
す
。
大
太
鼓
は
、
ヤ
マ
の
後
ろ
に
つ
け
て
待
機
す

る
。
こ
の
時
、
台
車
に
取
り
つ
け
た
タ
ケ
の
棒
に
提
灯
が
飾
り
つ
け
ら
れ
る
。
ヤ

マ
の
飾
り
を
模も

し
た
も
の
で
両
横
に
は
岐ぎ

ふ
ち
ょ
う
ち
ん

阜
提
灯
を
括
り
つ
け
、
正
面
に
は
紅
白

提
灯
を
並
べ
る
（
写
真
4–

6
）。
こ
の
飾
り
つ
け
は
、山
王
権ご

ん
げ
ん現
太た

い
こ鼓
保
存
会
が
、

台
車
で
移
動
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
工
夫
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
ヤ
マ
で
は
、
若
い
衆
た
ち
が
タ
カ
ヤ
マ
に
あ
が
り
、
提
灯
の
設
置
を
行
う
。
ま

ず
、
ハ
タ
ダ
ケ
と
ダ
シ
ダ
ケ
に
ナ
ッ
ト
ウ
の
ワ
ラ
縄
を
渡
し
て
い
く
。
ヤ
マ
の
左

右
の
側
面
の
ダ
シ
ダ
ケ
と
ハ
タ
ダ
ケ
の
間
に
は
、
五
段
程
度
の
縄
を
張
る
。
タ
ケ

に
一
巻
き
し
つ
つ
、
端
か
ら
端
ま
で
縄
を
張
っ
て
固
定
す
る
（
写
真
4–

7
）。
左

右
の
縄
に
は
タ
ケ
と
タ
ケ
の
間
に
一
つ
ず
つ
、
岐
阜
提
灯
を
括く

く

っ
て
い
く
。
提
灯

に
は
あ
ら
か
じ
め
電
池
式
の
ロ
ウ
ソ
ク
を
差
し
込
ん
で
固
定
し
て
あ
る
。
灯
り
が

と
も
る
と
、
宵
祭
り
に
ふ
さ
わ
し
い
姿
へ
と
ヤ
マ
は
変へ

ん
ぼ
う貌
し
て
い
く
。

　
ヤ
マ
の
左
右
の
側
面
に
は
、
数
に
し
て
約
二
〇
〇
個
の
岐
阜
提
灯
が
飾
り
つ
け

ら
れ
る
。
上
方
に
縄
を
張
る
と
き
に
は
、
ダ
シ
オ
コ
シ
の
ロ
ー
プ
に
あ
が
っ
て
の

4-4  神輿にも提灯を点灯する4-4  神輿にも提灯を点灯する

4-5  大太鼓の提灯4-5  大太鼓の提灯

4-6  大太鼓の音が響き渡る4-6  大太鼓の音が響き渡る

４
章 

神
様
井
戸
と
提
灯
点
灯
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4-13  ナットウと呼ばれるワ
ラ縄。提灯を取り付けるため
に 10 数個、用意される。作
り方については『準備編』の
3 章を参照

4-7  岐阜提灯を飾り始めたタカヤマ4-7  岐阜提灯を飾り始めたタカヤマ

4-10  ナットウをタケに括る②4-10  ナットウをタケに括る②

4-12  ダシダケの端に結んで固定する4-12  ダシダケの端に結んで固定する

4-8  大提灯に点灯する4-8  大提灯に点灯する

4-11  前ヤマに大提灯を取りつける4-11  前ヤマに大提灯を取りつける 4-9  ナットウをタケに括る①4-9  ナットウをタケに括る①

提灯飾りは、だいたい５段程度が普通であるが、多い年には６段になることもあり、
括り手たちは、7 段を目指しているらしい。ナットウは製作者によって大きさにば
らつきがある。タケを一列巻き通しても、そこで終わるとは限らない。作業に慣れ
た者は、そこから一つ上の節にナワを巻き直し、ナワが尽きるまでタケに巻いてい
くこともある

作
業
と
な
る
（
写
真
4–

9
、
10
）。
正
面
と
後
方
の
ダ
シ
ダ
ケ

の
間
に
は
、
約
八
十
個
の
紅
白
提ち

ょ
う
ち
ん灯を
飾
り
つ
け
る
（
写
真

4–

16
）。
ま
た
、
面
幕
の
間
に
は
径
約
四
五
、
高
さ
約
七
十
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
大
提
灯
を
前
に
二
つ
、
後
ろ
に
二
つ
飾
り
つ

け
る
。
準
備
編
で
も
述
べ
た
が
、
か
つ
て
こ
れ
ら
の
提
灯
の
明

か
り
と
し
て
和
ロ
ウ
ソ
ク
が
使
わ
れ
て
い
た
。
現
在
は
、
労
力

と
費
用
の
面
か
ら
電
池
式
ロ
ウ
ソ
ク
に
代
わ
っ
た
。

   

会
長
と
役
員
た
ち
も
手
持
ち
の
提
灯
を
持
つ（
写
真
4–

17
）。

そ
の
う
ち
の
四
つ
は
、
ヤ
マ
の
各
車
輪
の
側
に
付
き
、
テ
ブ
リ

の
手
元
を
照
ら
す
。
そ
れ
以
外
の
役
員
は
進
行
の
連
絡
用
に
使

用
す
る
。
ヤ
マ
の
進
行
の
場
合
に
は
、
提
灯
を
上
下
に
振
り
、

停
止
の
場
合
は
左
右
に
振
っ
て
、
引
き
手
や
オ
シ
ミ
に
知
ら
せ

る
。

　
皆
月
湾
に
日
が
沈
む
午
後
七
時
す
ぎ
、
四
方
を
提
灯
に
飾
ら

4-14  飾られた後ろヤマの大提灯4-14  飾られた後ろヤマの大提灯4-16  四段まで飾られた紅白提灯4-16  四段まで飾られた紅白提灯

4-15  紅白提灯を取りつける4-15  紅白提灯を取りつける

4-18  提灯を灯して準備した岐阜提灯と紅白提灯

4-17  役員用の弓張提灯
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れ
た
ヤ
マ
が
夕ゆ

う
や
み闇

に
浮
か
び
あ
が
る
（
写
真
4–

21
）。
御お

み

き
神
酒

を
入
れ
た
酒さ

か
だ
る樽

が
回
収
さ
れ
、ド
ッ
ト
コ
を
待
つ
こ
と
に
な
る
。

会
長
は
、
各
人
の
安
全
確
保
が
で
き
た
こ
と
を
確
認
し
、
音お

ん
ど頭

取
り
に
呼
ぼ
っ
て
（
木け

や
り遣

を
歌
っ
て
）
も
ら
う
。
夜
間
は
手
に

し
た
提ち

ょ
う
ち
ん灯

を
高
く
掲
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ド
ッ
ト
コ
の
合
図

と
す
る
（
写
真
4–

22
）。

　
同
じ
頃
、
御
仮
屋
前
に
準
備
さ
れ
た
旗
ギ
リ
コ
、
灯と

う
ろ
う籠

、
紙

鳥
居
、
御ご

へ
い幣

ギ
リ
コ
に
も
火
が
灯
さ
れ
、
ヤ
マ
と
神み

こ
し輿

の
御
仮

屋
入
り
を
待
つ
こ
と
に
な
る
。

提
灯
行
列

　
写
真
4–

25
で
は
、
ヤ
マ
が
デ
ム
ラ
の
海
岸
道
路
を
移
動
し

て
い
る
。
マ
ガ
キ
の
内
側
か
ら
（
写
真
4–

26
～
28
）、
あ
る
い

は
デ
ム
ラ
の
小
路
か
ら
も
遠
い
響ひ

び

き
と
と
も
に
ヤ
マ
の
進
む
姿

を
み
る
こ
と
が
で
き
る（
写
真
4–

29
）。
徐
々
に
闇や

み

が
深
ま
り
、

ヤ
マ
の
提
灯
が
艶あ

で

や
か
に
浮
か
び
あ
が
る
。
引
き
手
の
か
け
声

も
、
一
層
盛
り
あ
が
る
。
白し

ろ
し
ょ
う
ぞ
く

装
束
の
男
た
ち
だ
け
で
な
く
、
綱

の
端
に
は
、
老ろ

う
に
ゃ
く
な
ん
に
ょ

若
男
女
が
群
が
る
。
対
し
て
後
ろ
ヤ
マ
の
若
い

衆
た
ち
は
、
ひ
た
す
ら
オ
シ
ミ
を
引
っ
張
り
、
ヤ
マ
の
進
行
を

少
し
で
も
遅
ら
せ
よ
う
と
す
る
（
写
真
4–

30
）。

　
写
真
4–

31
で
は
、
ヤ
マ
が
デ
ム
ラ
の
貯
水
池
の
側
ま
で
き

て
い
る
。
海
岸
道
路
が
で
き
る
以
前
の
デ
ム
ラ
で
の
ヤ
マ
の
経

路
は
、
現
在
と
は
逆
だ
っ
た
。
皆
月
川
を
越
え
た
ヤ
マ
は
、
そ

の
ま
ま
砂
浜
を
南
に
く
だ
り
、
デ
ム
ラ
の
端
ま
で
い
き
、
そ
の

あ
と
村
の
中
を
通
っ
て
い
た
。
村
の
通
り
を
で
た
ヤ
マ
は
、
こ

の
貯
水
池
の
と
こ
ろ
で
、初
め
て
ロ
ウ
ソ
ク
を
灯
し
た
と
い
う
。

4-19   点灯された後ろヤマ4-19   点灯された後ろヤマ

4-20  前後左右の提灯が点灯される4-20  前後左右の提灯が点灯される

4-21  出発の準備をするヤマ4-21  出発の準備をするヤマ

4-24  夜の曳行を撮影するメディアや撮影者4-24  夜の曳行を撮影するメディアや撮影者

4-23  テブリのために提灯を照らす4-23  テブリのために提灯を照らす

4-22  ドットコが響き、提灯が振られる4-22  ドットコが響き、提灯が振られる
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海
岸
道
路
が
で
き
る
ま
で
は
、
ロ
ウ
ソ
ク
を
灯
し
て
移
動
す
る
距
離
は
、
現
在
の

半
分
以
下
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
海
岸
道
路
を
曳
行
し
始
め
て
か
ら
（
一
九
七
〇
年
代
後
半
～
二
〇
〇
〇
年
代
初

め
）
も
、
こ
の
貯
水
池
の
あ
た
り
で
、
ヤ
マ
を
一
度
止
め
て
提ち

ょ
う
ち
ん灯
の
ロ
ウ
ソ
ク
を

補ほ
じ
ゅ
う充
し
た
。
ヤ
マ
が
揺
れ
て
提
灯
が
燃
え
た
り
、
最
初
に
灯
し
た
ロ
ウ
ソ
ク
が
燃

え
尽
き
た
り
し
た
た
め
で
あ
る
。
ま
だ
、
タ
カ
ヤ
マ
に
作
業
で
き
る
子
ど
も
た
ち

（
主
に
中
学
生
）
が
い
た
頃
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
子
供
た
ち
の
減
少
を
鑑か

ん
がみ
て
青

年
会
の
役
員
た
ち
が
、
現
在
の
電
池
式
の
ロ
ウ
ソ
ク
に
踏
み
切
っ
た
と
い
う
背
景

4-29  デムラの小路からあおぐ4-29  デムラの小路からあおぐ

4-30  後ろから随行する観衆4-30  後ろから随行する観衆

4-264-26 〜〜 28  マガキ戸の内側から28  マガキ戸の内側から

お年寄りの中にはあまり家から離
れずに、祭りの様子を見守る方も
いる。かつて呼び引きの準備で忙
しかった主婦たちも同様であっ
た。そういった方たちも想起しな
がら、これらのアングルからのヤ
マを紹介することにした
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も
あ
る
。

　
ヤ
マ
の
提ち

ょ
う
ち
ん灯

を
電
池
式
に
変
更
し
た
の
は
、
二
〇
〇
五
（
平

成
一
七
）
年
の
こ
と
で
あ
る(*

注
）。
そ
れ
ま
で
は
、
前
述
し
た

よ
う
に
火
力
の
強
い
和
ロ
ウ
ソ
ク
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
の

年
か
ら
ヤ
マ
の
前
後
に
灯
す
大
提
灯
以
外
の
提
灯
を
電
池
式
に

代
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
電
池
式
ロ
ウ
ソ
ク
の
お
か
げ
で
、
貯

水
池
横
で
の
休き

ゅ
う
け
い憩

の
必
要
は
な
く
な
っ
た
（
写
真
4–

32
）。
タ

カ
ヤ
マ
の
岐
阜
提
灯
、
紅
白
提
灯
と
も
に
明
か
り
を
灯と

も

し
続
け

た
ま
ま
、
海
岸
道
路
を
移
動
す
る
。
目
立
た
な
い
が
、
今
も
タ

カ
ヤ
マ
に
は
、
二
、三
人
の
若
い
衆
が
乗
り
込
ん
で
い
る
。
提

灯
が
燃
え
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
が
、
ヤ
マ
が
揺
れ
る
と
ロ
ウ

ソ
ク
が
提
灯
を
突
き
破
る
と
い
う
新
た
な
問
題
も
生
じ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
そ
れ
ら
を
軽
減
す
る
た
め
に
要
所
要
所
で
タ
ケ
を

揺
ら
す
係
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
。　
　
　

　
年
配
者
の
中
に
は
か
つ
て
の
ロ
ウ
ソ
ク
の
ゆ
ら
め
き
に
ノ
ス

タ
ル
ジ
ー
を
覚
え
る
者
も
い
る
。
し
か
し
、
電
池
式
ロ
ウ
ソ
ク

の
導
入
直
前
の
二
〇
〇
〇
年
代
初
め
は
、
消
え
た
り
、
燃
え
尽

き
た
り
し
た
ロ
ウ
ソ
ク
を
付
け
替
え
る
人
出
も
不
足
し
て
い

た
。
大
勢
の
見
物
客
が
待
つ
御
仮
屋
前
に
来
た
頃
に
は
、
明
か

り
の
灯
っ
て
い
る
提
灯
の
数
が
三
分
の
一
以
下
と
い
う
寂
し
い

姿
を
晒さ

ら

し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
明
か
り
の
灯
っ

た
ヤ
マ
が
御
仮
屋
入
り
す
る
姿
は
、
や
は
り
誇
ら
し
い
も
の
で

あ
る
と
考
え
る
。

（
＊
注
：
準
備
編
で
は
二
〇
〇
三
年
に
変
更
と
記
し
た
が
、
全
面
を
電
池

式
に
し
た
の
は
、
二
〇
〇
五
年
か
ら
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
後
、
確
認
さ

れ
た
の
で
こ
こ
に
訂
正
し
て
お
く
。）

4-31  前綱で提灯をふる役員4-31  前綱で提灯をふる役員4-32  ヤマはゆっくり御仮屋に向かう4-32  ヤマはゆっくり御仮屋に向かう

4-33  御仮屋付近からもヤマの姿が見えてくる4-33  御仮屋付近からもヤマの姿が見えてくる

4-34  海岸道路をくだるヤマの様子4-34  海岸道路をくだるヤマの様子

　
海
岸
道
路
の
行
列
は
、
祭
り
の
中
で
最
長
の
長
さ
に
な
り
、
多
く
の
人
た
ち
が

参
加
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ニ
シ
デ
や
本
町
の
年
長
の
女
性
を
中
心
に
、
御
仮
屋

付
近
に
た
た
ず
み
、
ヤ
マ
の
一
行
が
到
着
す
る
姿
を
待
つ
人
た
ち
も
い
る
。
歓
声

が
徐
々
に
大
き
く
な
り
、提
灯
を
灯
し
た
ヤ
マ
が
ゆ
っ
く
り
と
近
づ
い
て
く
る
と
、

奉
灯
に
照
ら
さ
れ
た
御
仮
屋
の
周
り
も
俄が

ぜ
ん然
、
賑に

ぎ

や
か
に
な
っ
て
く
る
。

4-34  もうすぐ新橋 4-34  もうすぐ新橋 

4-35  ヤマが橋にかかるまで引き手はまっすぐ 進む4-35  ヤマが橋にかかるまで引き手はまっすぐ 進む

4-36  コウハクの前に到着したヤマ4-36  コウハクの前に到着したヤマ
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５
章 

御
仮
屋
の
賑
わ
い

新
橋
、
再
び

　
ヤ
マ
が
新
橋
の
た
も
と
ま
で
到
着
し
た
（
写
真
5–

1)

。
前

綱
の
引
き
手
は
、
海
岸
道
路
を
そ
の
ま
ま
東
に
進
む
。
テ
ブ
リ

を
入
れ
て
橋
の
方
に
向
き
を
変
え
る
が
、
ヤ
マ
が
曲
が
り
き
る

こ
と
は
な
い
。
こ
こ
で
最
後
の
オ
オ
テ
ブ
リ
が
出
張
り
、
ヤ
マ

の
方
向
修
正
を
お
こ
な
う
。
役
員
た
ち
の
提ち

ょ
う
ち
ん灯

で
手
元
が
灯
さ

れ
、
二
本
の
オ
オ
テ
ブ
リ
が
掛
け
声
と
と
も
に
ヤ
マ
を
回
し
て

い
く
。
こ
の
間
に
引
き
手
た
ち
は
、
い
っ
た
ん
綱
を
ゆ
る
め
、

橋
を
渡
っ
て
待た

い
き機

す
る
。

　
ヤ
マ
は
橋
を
対
角
線
上
に
進
む
た
め
、、
適
度
な
角
度
に
な

お
す
こ
と
も
あ
る
（
写
真
5–

3
、4
）。
た
だ
し
二
〇
一
九
（
令

和
元
）
年
は
前
テ
ブ
リ
が
ル
ー
キ
ー
だ
っ
た
た
め
、
ヤ
マ
が
曲

が
り
き
ら
ず
、
新
橋
の
山
側
ま
で
進
ん
だ
。
こ
の
時
は
、
オ
オ

テ
ブ
リ
を
前
ヤ
マ
に
入
れ
て
、
正
面
を
向
く
ま
で
ヤ
マ
を
直
し

た
（
写
真
5–

5)

。

　
本
来
、
ヤ
マ
は
、
新
橋
の
海
側
の
た
も
と
で
オ
オ
テ
ブ
リ
で

回
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
か
つ
て
こ
こ
か
ら
コ
ウ
ハ
ク
の
坂
と

呼
ば
れ
る
特
設
の
坂
道
を
ヤ
マ
が
降
り
た
こ
と
の
名
残
で
あ

る
。
こ
の
坂
は
、
毎
年
、
祭
り
の
た
め
に
土ど

の
う囊

を
積
み
重
ね
て

作
っ
て
い
た
。
ヤ
マ
は
こ
の
坂
道
か
ら
浜
に
お
り
、
再
び
皆
月

川
を
越
え
て
い
た
。
ヤ
マ
に
は
後
方
だ
け
で
な
く
側
面
に
も
オ

シ
ミ
が
張
ら
れ
て
、バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
た
。
後
方
の
オ
シ
ミ
は
、

5-1  新橋のたもとにきたヤマ5-1  新橋のたもとにきたヤマ

5-3,4 は、後ろヤマを直している場面。若い衆の多くが集まり、オオテブリを 2 本とも、
後ろの車輪にあてている。2019 年に撮影した 5-5 は、前ヤマを直す場面である

5-3  宵祭り最後のオオテブリ5-3  宵祭り最後のオオテブリ

5-4  態勢を整えるオオテブリ5-4  態勢を整えるオオテブリ

5-5  前ヤマをなおすオオテブリ5-5  前ヤマをなおすオオテブリ

5-2  後ろヤマの様子5-2  後ろヤマの様子
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コ
ウ
ハ
ク
の
裏
手
に
あ
っ
た
太
い
ケ
ヤ
キ
の
木
に
回
さ
れ
た
。
か
つ
て
は
後
ろ
の

オ
シ
ミ
が
き
か
ず
に
ヤ
マ
に
勢
い
が
つ
き
す
ぎ
て
、
タ
カ
ヤ
マ
が
皆
月
川
に
突
っ

込
ん
だ
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
宵
祭
り
最
後
の
、
そ
し
て
最
大
の
難
所
で
あ
っ

た
。

　
ヤ
マ
の
向
き
が
整
い
、
会
長
の
手
が
あ
が
る
。
音お

ん
ど頭

取
り
の
ド
ッ
ト
コ
も
太
鼓

や
歓
声
に
押
さ
れ
気
味
で
あ
る
。
ヤ
マ
は
大
小
の
提ち

ょ
う
ち
ん灯

を
煌き

ら
めか

せ
、
闇
夜
に
ハ
タ

や
吹
き
流
し
を
な
び
か
せ
な
が
ら
、
最
後
の
移
動
を
始
め
る
。
待
ち
か
ね
た
よ
う

に
大
太
鼓
や
神み

こ
し輿

の
行
列
が
、ヤ
マ
に
続
い
て
橋
に
さ
し
か
か
る
（
写
真
5–

10)

。

大
太
鼓
の
音
が
さ
ら
に
勢
い
を
ま
す
。

　
新
橋
は
囃ば

や
し子

と
歓
声
に
包
ま
れ
る
が
、
ヤ
マ
は
な
か
な
か
渡
り
き
ら
な
い
。
鳥

居
の
横
の
道
幅
が
狭
く
、
ハ
タ
や
吹
き
流
し
が
電
線
に
絡か

ら

ま
な
い
よ
う
に
注
意
し

な
が
ら
移
動
す
る
た
め
で
あ
る
。
テ
ブ
リ
が
慎し

ん
ち
ょ
う重

に
調
整
し
な
が
ら
ヤ
マ
を
鳥
居

横
に
導
く
（
写
真
5–

12
）。
会
長
が
他
の
役
員
と
確
認
を
取
り
つ
つ
、
手
持
ち
の

提
灯
を
回
し
て
、
進
行
の
指
示
を
だ
す
。
大
太
鼓
を
先
頭
に
神
輿
の
行
列
は
、
鳥

居
の
正
面
に
向
か
い
、
そ
の
場
で
待た

い
き機

す
る
。

　
写
真
5–

10
の
右
下
に
細
長
い
提
灯
が
二
つ
み
え
る
。
こ
の
提
灯
は
「
近ち

か
む
か迎

え
」

と
呼
ば
れ
る
。
神
輿
の
行
列
が
御
仮
屋
に
近
づ
い
て
く
る
と
タ
ケ
に
さ
し
た
二
本

の
提
灯
を
持
っ
て
迎
え
る
係
の
こ
と
で
あ
る
。
デ
ム
ラ
の
海
岸
道
路
で
神
輿
を
迎

え
、
そ
こ
か
ら
は
神
輿
を
先
導
す
る
形
で
行
列
に
加
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
近
迎
え

の
提
灯
は
、
御
仮
屋
の
両
側
に
固
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
タ
カ
ヤ
マ
が
鳥
居
を
越
え
る（
写
真
5–

13
）。
役
員
た
ち
の
提
灯
に
呼
応
し
て
、

引
き
手
た
ち
の
腕
に
も
力
が
は
い
る
。
そ
の
ま
ま
直
進
し
、
道
路
の
山
側
を
進
む

5-6  新橋に入るヤマ5-6  新橋に入るヤマ5-7  新橋を渡りはじめる5-7  新橋を渡りはじめる

5-9  鳥居手前のヤマ　5-9  鳥居手前のヤマ　 5-8  皆月川の対岸から5-8  皆月川の対岸から
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（
写
真
5–

14
）。
ヤ
マ
は
御お

か
り
や
し
ょ
う
じ

仮
屋
小
路
（
＊
注
）
と
呼
ば
れ
る
本
町

の
小
道
の
正
面
に
止
め
ら
れ
る
。
現
在
で
は
、
ま
る
で
ヤ
マ
が

道
を
遮さ

え
ぎる

よ
う
に
も
み
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
所
は
、
ヤ
マ

が
浜
を
移
動
し
て
い
た
時
代
を
踏と

う
し
ゅ
う襲

す
る
も
の
で
あ
る
。
か
つ

て
の
小
路
は
こ
こ
で
途
切
れ
、
浜
に
降
り
る
階
段
が
あ
っ
た
と

い
う
。
海
岸
道
路
が
で
き
る
以
前
は
、
本
町
で
浜
に
降
り
る
こ

と
が
で
き
た
の
は
、
こ
の
御
仮
屋
小
路
だ
け
で
あ
っ
た
。
御
仮

屋
に
お
参
り
に
い
く
に
も
、
こ
の
小
路
を
通
ら
ね
ば
な
ら
な
い

の
で
、「
御
仮
屋
小
路
」
の
名
が
つ
い
た
と
さ
れ
る
。

　

こ
の
場
所
で
宵
祭
り
の
ヤ
マ
の
運
行
は
収
ま
る
（
写
真

5–

15
）。オ
オ
テ
ブ
リ
を
車
輪
の
前
後
に
横
向
き
に
差
し
入
れ
、

車
止
め
と
す
る
。
引
き
綱
は
ヤ
マ
の
前
方
で
丸
く
巻
い
て
ま
と

め
ら
れ
る
。
ヤ
マ
が
収
ま
る
と
シ
タ
ヤ
マ
の
小
太
鼓
と
鉦
は
午

前
中
の
伏
見
の
下
と
同
じ
く「
チ
ョ
ウ
チ
ョ
ウ
マ
ゴ
マ
ゴ
」、「
ラ

ン
マ
ル
」、「
ナ
ブ
ネ
」、「
ギ
オ
ン
バ
ヤ
シ
」
な
ど
が
披ひ

ろ
う露

さ
れ

て
い
た
。
こ
れ
ら
の
リ
ズ
ム
を
覚
え
て
い
る
世
代
が
、
シ
タ
ヤ

マ
に
乗
り
込
み
、
小
太
鼓
と
鉦
を
打
ち
鳴
ら
す
こ
と
も
あ
る
。

（
＊
注
：
準
備
編
で
説
明
し
た
御
仮
屋
小
路
は
、
こ
れ
よ
り
一
筋
北
の
小

路
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
本
来
の
御
仮
屋
小
路
は
こ
ち
ら
で
あ
る
こ
と
が
、

出
版
後
、
青
年
会
OB
よ
り
指
摘
さ
れ
た
の
で
こ
こ
に
訂
正
す
る
。）

5-10  新橋に入ったヤマ、大太鼓とそれを見守る観衆5-10  新橋に入ったヤマ、大太鼓とそれを見守る観衆

5-11  鳥居の直前で向きを微調整する5-11  鳥居の直前で向きを微調整する
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5-12  前ヤマの様子5-12  前ヤマの様子

5-13  鳥居をかすめるヤマ5-13  鳥居をかすめるヤマ

5-14  鳥居を越え、一気に御仮屋小路まで向かうヤマ5-14  鳥居を越え、一気に御仮屋小路まで向かうヤマ

5-15  所定の位置でヤマは停止する5-15  所定の位置でヤマは停止する
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御
幣
ギ
リ
コ

　
ヤ
マ
が
お
さ
ま
る
と
、
若
衆
の
多
く
は
、
御
仮
屋
の
横
か
ら
御ご

へ
い幣

ギ
リ
コ
を
担

ぎ
だ
す
（
写
真
5-

16
）。
御
幣
ギ
リ
コ
は
、
文
字
通
り
、
神
主
が
用
い
る
御
幣
を

か
た
ど
っ
た
高
さ
三
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
キ
リ
コ
で
あ
る（『
準
備
編
』三
章
参
照
）。

キ
リ
コ
は
木
の
台
に
据
え
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
前
後
左
右
二
本
ず
つ
、
横
棒
が
取
り

つ
け
ら
れ
て
い
る
。
若
い
衆
は
そ
れ
ら
の
棒
を
持
っ
て
、キ
リ
コ
を
担
い
で
い
く
。

ワ
ラ
縄
の
オ
シ
ミ
も
、
キ
リ
コ
に
結
ば
れ
て
前
後
か
ら
引
っ
張
ら
れ
る
。

　
神み

こ
し輿

の
行
列
に
用
い
ら
れ
て
い
た
小
太
鼓
も
若
い
衆
に
手
渡
さ
れ
、
先
導
役
を

務
め
る
。「
山
王
祭
り
ょ
い
、
さ
ー
ら
ば
ひ
や
せ
」
の
掛
け
声
が
響ひ

び

き
わ
た
る
。

御
弊
ギ
リ
コ
は
、
鳥
居
前
に
待
つ
神
輿
ま
で
ゆ
っ
く
り
と
お
迎
え
に
行
く
。
そ
こ

か
ら
勢
い
よ
く
御
仮
屋
に
向
け
て
駆か

け
抜
け
る
。
神
輿
が
お
さ
ま
る
の
は
ま
だ
、

早
い
と
言
わ
ん
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
御
幣
ギ
リ
コ
の
お
迎
え
が
、
三
度
繰
り
返

さ
れ
る
。三
度
目
に
御
仮
屋
ま
で
駆
け
抜
け
る
と
キ
リ
コ
は
元
の
場
所
に
収
ま
り
、

小
太
鼓
だ
け
が
再
び
鳥
居
の
ほ
う
に
向
か
っ
て
い
く
。

　
か
つ
て
は
御
幣
ギ
リ
コ
の
後
に
は
、
馬
駆
け
の
神
事
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
す

で
に
述
べ
た
経
緯
で
神
馬
が
い
な
い
た
め
、宵
宮
で
の
行
事
も
行
わ
れ
て
い
な
い
。

5-16  小太鼓の音とともに御幣ギリコが登場する5-16  小太鼓の音とともに御幣ギリコが登場する

5-17  神輿を迎えにいく御幣ギリコ5-17  神輿を迎えにいく御幣ギリコ

5-18  鳥居から御仮屋に向けて駆け抜ける5-18  鳥居から御仮屋に向けて駆け抜ける

5-19  神輿から走り去る御幣ギリコと鳥居5-19  神輿から走り去る御幣ギリコと鳥居

5-21  御仮屋と鳥居の間を 3 往復する5-21  御仮屋と鳥居の間を 3 往復する 5-20  2 度目の往復5-20  2 度目の往復

5-16,17 は、御仮屋から鳥居に向けてゆっくり進む御幣ギリコ。
5-19 からは、逆に鳥居から御仮屋に向けて勢いよく駆け抜け
る様子である。御幣ギリコの台には横棒と縦棒が 2 本ずつつ
いており、各々に若い衆が持ちあげる。さらにキリコの「首」
の部分につけられたバランスをとるワラナワのオシミをもつ係
が 4 人おり（5-20,21）、少し距離をとりつつ、キリコの前後を
引っ張っていく
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5-24  若い衆が神輿を担ぎあげる5-24  若い衆が神輿を担ぎあげる 5-23  再び小太鼓が先導する5-23  再び小太鼓が先導する

5-25  今度は、鳥居から御仮屋まで担いでいく5-25  今度は、鳥居から御仮屋まで担いでいく

5-22  祭りの参加者と観衆で賑わう御仮屋前5-22  祭りの参加者と観衆で賑わう御仮屋前

神
輿

　
御ご

へ
い幣
ギ
リ
コ
に
続
き
、
い
よ
い
よ
神み

こ
し輿
の
登
場
と
な
る
。
こ
こ
で
も
小
太
鼓
の

三
人
が
先
導
し
、
若
い
衆
が
神
輿
を
担
ぎ
あ
げ
る
（
写
真
5–

25
）。
鳥
居
か
ら
御

仮
屋
ま
で
、
神
輿
は
ゆ
っ
く
り
と
進
む
。
こ
の
と
き
も
小
太
鼓
の
山
王
祭
り
ょ
い

の
か
け
声
に
あ
わ
せ
て
、
さ
～
ら
ば
ひ
や
せ
と
返
し
な
が
ら
移
動
す
る
。
御
仮
屋

か
ら
鳥
居
に
向
け
て
は
神
輿
の
担
ぎ
棒ぼ

う

を
腰こ

し

の
高
さ
ま
で
お
ろ
し
、
ワ
ッ
シ
ョ
イ

ワ
ッ
シ
ョ
イ
の
掛
け
声
と
と
も
に
駆
け
抜
け
る
（
写
真
5–

27
、
28
）。
鳥
居
の
前

ま
で
来
る
と
掛
け
声
と
と
も
に
勢
い
よ
く
、
神
輿
を
差
し
あ
げ
る
。
歓
声
に
呼
応

す
る
よ
う
に
御
仮
屋
の
側
で
大
太
鼓
も
叩
か
れ
る
。
観
衆
が
迫
る
沿
道
を
再
び
神

輿
が
い
く
。

　
こ
の
ワ
ッ
シ
ョ
イ
と
い
う
掛
け
声
も
、
ヤ
ッ
サ
ー
同
様
、
比
較
的
最
近
に
な
っ

5-26  いなせな太鼓も祭りを盛りあげる5-26  いなせな太鼓も祭りを盛りあげる

5-29  鳥居に向かって駆け抜ける5-29  鳥居に向かって駆け抜ける

5-27  神輿正面①5-27  神輿正面①

5-28  神輿正面②5-28  神輿正面②

5-30  神輿を差しあげる5-30  神輿を差しあげる
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て
は
じ
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
鳥
居
か
ら
は「
エ
イ
ヤ
ー
エ
イ
ヤ
ー
」

と
ゆ
っ
く
り
、
御
仮
屋
か
ら
は
「
エ
イ
ヤ
ッ
エ
イ
ヤ
ッ
」
と
早
い
調
子
で
合
わ
せ

て
い
た
。
ほ
ぼ
二
十
年
く
ら
い
前
か
ら
現
在
の
掛
け
声
に
変
わ
っ
て
い
る
。

　
神み

こ
し輿

も
ま
た
鳥
居
と
御
仮
屋
の
間
を
三
度
、
往
復
す
る
。
最
後
の
鳥
居
の
前
で

は
、
掛
け
声
と
と
も
に
神
輿
は
一
段
と
高
く
持
ち
あ
げ
ら
れ
る
（
写
真
5-

31
）。

役
員
た
ち
も
か
け
声
に
あ
わ
せ
て
提ち

ょ
う
ち
ん灯

を
高
く
振
り
あ
げ
る
。
そ
の
後
、
神
輿
は

ゆ
っ
く
り
と
御
仮
屋
に
向
け
て
進
み
始
め
る
。
御
仮
屋
の
面
幕
に
引
っ
か
か
ら
な

い
よ
う
に
腰
を
落
と
し
、
慎し

ん
ち
ょ
う重

に
運
び
込
む
。
あ
ら
か
じ
め
待た

い
き機

し
て
い
た
神
主

の
指
示
で
、
神
輿
台
に
据
え
ら
れ
る
。
若
い
衆
は
そ
こ
で
退
出
し
、
代
わ
り
に
区

長
や
組
親
た
ち
が
御
仮
屋
に
入
る
。
青
年
会
や
引
き
手
、
村
の
老
若
男
女
の
多
く

は
、
御
仮
屋
の
前
に
腰
を
お
ろ
す
。
神
事
が
始
ま
り
、
神
主
の
祝
詞
と
太
鼓
が
響ひ

び

き
わ
た
る
。
神
主
の
所
作
に
続
い
て
二
礼
二
拍
手
一
礼
し
、
御
仮
屋
の
周
囲
を
手

拍
子
が
つ
つ
む
。
耳
の
奥
に
祭
り
囃ば

や
し子

の
残ざ

ん
き
ょ
う響

と
余よ

い
ん韻

を
残
し
な
が
ら
、
宵
祭
り

5-32  最後の往復を終えた神輿5-32  最後の往復を終えた神輿

5-33  肩にあげて担いでいく5-33  肩にあげて担いでいく

5-34  御仮屋に向かう神輿5-34  御仮屋に向かう神輿

5-31  鳥居前での最後の差しあげ5-31  鳥居前での最後の差しあげ

5-35  御仮屋に入る神輿5-35  御仮屋に入る神輿5-36  神輿台に慎重に据えられる5-36  神輿台に慎重に据えられる

5-37  神主による神事が始まる5-37  神主による神事が始まる

5-38  神輿への祝詞がよまれる5-38  神輿への祝詞がよまれる
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5-39   御仮屋前に集った人たち5-39   御仮屋前に集った人たち

の
夜
は
更
け
て
い
く
。　
　

ヤ
マ
の
下

　
神み

こ
し輿
が
御
仮
屋
入
り
し
た
後
、
青
年
会
役
員
及
び
一
部
の
有

志
は
、
ヤ
マ
の
正
面
付
近
に
集
ま
っ
て
腰
を
お
ろ
す
。
会
長

を
は
じ
め
役
員
た
ち
は
、
宵
祭
り
の
反
省
事
項
を
語
り
あ
い
、

本
祭
り
に
向
け
て
の
様
々
な
段
取
り
の
確
認
を
行
う
（
写
真

5-

40
～
42
）。

　
一
升
瓶び

ん

が
開
け
ら
れ
、
会
長
か
ら
順
に
役
員
た
ち
が
酒
を
回

し
飲
む
。
ヤ
マ
の
運
行
中
、
彼
ら
は
滅め

っ
た多
な
こ
と
で
は
御お

み

き
神
酒

を
口
に
す
る
こ
と
は
な
い
。
た
と
え
樽た

る

を
渡
さ
れ
て
も
、
口
に

含
む
程
度
で
あ
る
。
ヤ
マ
が
収
ま
り
、
神
輿
が
鎮ち

ん
ざ座
す
る
ま
で

は
酔
え
る
気
分
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
ヤ
マ
の
下
で
の
さ
さ
や
か
な
打
ち
上
げ
は
、
和
ロ
ウ
ソ
ク
で

明
か
り
を
灯
し
て
い
た
頃
の
名
残
り
で
も
あ
る
。
当
時
は
、
残

り
火
の
始
末
や
安
全
確
認
も
欠
か
せ
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
現

在
も
、
天
候
が
心
配
な
時
は
、
提ち

ょ
う
ち
ん灯
か
ら
ロ
ウ
ソ
ク
を
全
て
外

し
て
集
会
所
に
運
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
電
池
を
二
年
に

一
度
全
て
取
り
替
え
て
い
る
た
め
、
取
り
替
え
な
い
年
に
は
、

早
々
と
ロ
ウ
ソ
ク
を
外
し
て
、
電
池
の
も
ち
を
よ
く
す
る
作
業

も
新
た
に
発
生
し
て
い
る
。

5-40  宵祭りを終えたヤマの様子5-40  宵祭りを終えたヤマの様子

5-41 ささやかな打ち上げをかねる5-41 ささやかな打ち上げをかねる

5-42  反省と段取りの確認5-42  反省と段取りの確認

5-43   夜の御仮屋周辺5-43   夜の御仮屋周辺
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タ
カ
ヤ
マ
と
オ
オ
テ
ブ
リ

タ
カ
ヤ
マ
の
作
業

　
タ
カ
ヤ
マ
で
の
行
事
に
は
、
観
衆
の
目
が
い
き
や
す
い
。
ヤ
ッ
サ
ー
で
の
若
い

衆
の
威い

せ
い勢

の
よ
い
振
る
舞
い
や
宵
祭
り
の
提ち

ょ
う
ち
ん灯

を
点
灯
し
た
姿
は
特
に
印
象
に
残

る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ヤ
マ
の
運
行
の
大
部
分
で
タ
カ
ヤ
マ
に
い
る
者
た
ち

の
作
業
に
関
心
を
示
す
観
衆
は
少
な
い
。

　
図
③–

1
で
は
、
そ
ん
な
タ
カ
ヤ
マ
で
行
わ
れ
る
作
業
や
行
事
を
ま
と
め
て
み

た
。
主
な
作
業
は
ヤ
マ
を
飾
る
ハ
タ
ダ
ケ
と
ダ
シ
ダ
ケ
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

宵
祭
り
で
は
ヤ
マ
飾
り
の
段
階
で
タ
ケ
は
立
て
ら
れ
て
い
る
が
、
宮
の
坂
の
途
中

で
全
て
倒
さ
れ
て
集
落
に
向
か
う
。
こ
の
宮
の
坂
を
含
め
て
宵
祭
り
で
は
計
四
か

所
、
タ
ケ
の
立
て
倒
し
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
本
祭
り
で
も
朝
の
ヤ
マ
飾
り

を
の
ぞ
く
と
計
四
ヶ
所
で
立
て
倒
し
が
行
わ
れ
る
。
タ
ケ
を
立
て
る
時
は
中
央
の

ゼ
ニ
ガ
タ
（
銭
形
）
か
ら
た
て
、
ハ
タ
ダ
ケ
、
ダ
シ
ダ
ケ
の
順
に
立
て
て
い
く
。

ハ
タ
ダ
ケ
は
、
根
元
を
ヤ
マ
の
部
材
に
あ
け
ら
れ
た
穴
に
入
れ
て
、
ダ
シ
オ
コ
シ

の
ロ
ー
プ
部
分
に
ヌ
イ
ゴ
（
細
い
サ
イ
ザ
ル
縄
）
で
結
ん
で
固
定
す
る
。
ダ
シ
ダ

ケ
は
、
根
元
を
ワ
ラ
縄
で
ハ
タ
ダ
ケ
と
結
び
つ
け
て
固
定
す
る
。
倒
す
時
は
反
対

に
ダ
シ
ダ
ケ
か
ら
倒
し
て
い
く
。
ヤ
マ
仕
事
の
た
め
に
タ
カ
ヤ
マ
に
は
数
本
の
カ

マ
が
置
か
れ
、
大
量
の
ヌ
イ
ゴ
と
ワ
ラ
縄
が
ス
ト
ッ
ク
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は

い
ず
れ
も
、
一
回
ご
と
の
作
業
に
適
し
た
長
さ
に
切
り
揃そ

ろ

え
て
あ
る
。

　
こ
れ
以
外
に
も
タ
カ
ヤ
マ
で
は
多
く
の
作
業
が
目
白
押
し
で
あ
る
。
特
に
人
と

タケの立て倒し・提灯・ヤッサー
　宵祭り 本祭り

❶ 鳥居前 ⑦ 御仮屋小路前
❷ 宮の坂 ⬇︎ ⑧ コウハク前 ⬇︎
❸ 海岸道路 ⬆︎ ⑵ ツヨモ（宮本）前
❹ 宮前前 ⬇︎ ⑨ 宮の坂 ⬆︎
❺ デムラの端 ⬆︎ ⑩ 鳥居横⬇︎
⑴ デムラ ⑪ エビス坂下⬆︎
❻ ショウゴロウ下 ⑶ エビス坂

＊❶と⑦は、ヤマ飾りの段階でタケが立てられている。
矢印は、⬆︎（立て）、⬇︎（倒し）を表す。⑪のエビ
ス坂を降りた後に、タケを立てる年もある。

時
間
が
か
か
る
作
業
は
、
宵
祭
り
夕
方
の
提
灯
の
点
灯
で

あ
る
（
❻
）。
こ
の
時
は
、
若
い
衆
の
多
く
が
タ
カ
ヤ
マ

に
あ
が
り
、ナ
ッ
ト
ウ
を
張
り
巡
ら
し
、提
灯
を
結
わ
え
、

ロ
ウ
ソ
ク
を
点
灯
し
て
い
く
。

　
華
や
か
で
迫
力
の
あ
る
ヤ
ッ
サ
ー
で
は
、
そ
の
後
ろ
で

ベ
ル
ト
持
ち
が
二
重
三
重
と
な
っ
て
前
の
者
を
支
え
る
。

ヤ
ッ
サ
ー
に
先
立
っ
て
危
険
な
刃
物
や
飾
り
を
直
す
工
程

も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
他
に
も
、
タ
ケ
を
倒
し
て

い
る
時
は
、通
り
の
幅
や
屋
根
の
張
り
出
し
に
合
わ
せ
て
、

微
調
整
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。電
線
が
低
い
場
所
で
は
、

天
守
閣
に
引
っ
か
か
ら
な
い
よ
う
に
又ま

た
ぼ
う棒

（
29
ペ
ー
ジ
参

照
）
で
調
節
す
る
こ
と
も
あ
る
。
宮
の
坂
や
提
灯
を
点
灯

し
て
い
る
際
に
も
、
タ
ケ
を
揺
ら
し
て
、
ハ
タ
が
絡
ん
だ

り
提
灯
が
破は

そ
ん損

し
た
り
し
な
い
よ
う
に
常
に
注
意
し
て
い

る
。

コ
ラ
ム 

③

オ
オ
テ
ブ
リ

　
オ
オ
テ
ブ
リ
は
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
ア
テ
の
木
の
角
材
を
利
用
し
た
大
道

具
で
あ
る
。
オ
オ
テ
ブ
リ
は
二
本
あ
り
、
通
常
は
ヤ
マ
の
車
軸
の
上
に
の
せ
て
運

ぶ
。
オ
オ
テ
ブ
リ
の
も
っ
と
も
重
要
な
役
割
は
、
ヤ
マ
の
方
向
転
換
で
あ
る
。
図

に
示
し
た
よ
う
に
道
の
角
を
曲
が
る
時
に
用
い
ら
れ
る
。

　
特
に
ニ
シ
デ
の
角
や
横
山
前
、
あ
る
い
は
宮
の
坂
の
下
な
ど
は
、
必
ず
オ
オ
テ

ブ
リ
を
二
本
出
し
て
、
ヤ
マ
を
回
し
て
い
く
。
普
通
、
オ
オ
テ
ブ
リ
は
車
軸
と
車

輪
の
接
続
部
に
か
ま
せ
て
脚
で
固
定
し
、
テ
コ
の
原
理
で
動
か
す
。
主
に
後
ろ
ヤ

マ
に
集た

か

る
若
い
衆
た
ち
の
力
の
見
せ
所
で
あ
る
。

　
方
向
転
換
は
、祭
全
体
で
一
五
回
行
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
（
図
③–

2
参
照
）。

も
、
地
図
に
ポ
イ
ン
ト
し
た
場
所
で
は
、
多
く
の
場
合
、
オ
オ
テ
ブ
リ
に
集た

か

る
若

い
衆
た
ち
の
姿
が
あ
る
。

　
ま
た
、
オ
オ
テ
ブ
リ
は
椅い

す子
の
代
わ
り
に
も
な
り
、
ヤ
マ
の
車
止
め
に
も
用
い

ら
れ
る
。
ヤ
マ
の
運
行
が
小
休
止
と
な
り
、
御
神
酒
が
出
さ
れ
る
と
、
後
ろ
ヤ
マ

に
は
オ
オ
テ
ブ
リ
が
並
べ
ら
れ
る
。
若
い
衆
は
向
か
い
合
っ
て
腰
掛
け
、
御
神
酒

を
流
し
込
む
。
あ
る
い
は
、
宮
の
坂
や
御
仮
屋
小
路
の
前
に
ヤ
マ
が
置
か
れ
た
時

に
は
、
前
後
の
車
輪
の
外
側
に
オ
オ
テ
ブ
リ
を
据
え
て
車
止
め
に
す
る
。
臨
機
応

変
に
使
わ
れ
る
オ
オ
テ
ブ
リ
は
、
ヤ
マ
と
一
体
の
大
道
具
と
し
て
祭
り
の
華
や
か

さ
を
盛
り
た
て
て
き
た
の
で
あ
る
。

オオテブリ
　宵祭り 本祭り

❶ ミズバタ ⑧ コウハク前⑶
❷ ニシデ ⑨ 皆月橋
❸ イッチョモの角 ⑩ シバシン前
❹ コウハク前⑴ ⑪ 横山前
❺ 茶木前 ⑫ 宮の坂
❻ デムラの端 ⑬ 鳥居横
❼ コウハク前⑵ ⑭ 宮の裏

⑮ エビス社横
＊●色はオオテブリを必ず使う場所、●色はテブリ
だけで回すこともある場所を示す。各々の場所で使
用する本数も示しているが、年ごとの変化もある

た
だ
し
実
際
に
は
、そ
の
数
に
至
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。

デ
ム
ラ
の
今
出
川
に
か
か
る
S
字
カ
ー
ブ
（
❺
）
や
同
じ

デ
ム
ラ
の
端
の
U
字
カ
ー
ブ
（
❻
）
は
、
テ
ブ
リ
の
技
が

試
さ
れ
る
場
所
で
あ
り
、
彼
ら
だ
け
で
回
り
き
ろ
う
と
す

る
。
そ
の
思
い
を
共
有
す
る
青
年
会
役
員
も
、
オ
オ
テ
ブ

リ
の
投
入
は
最
後
の
一
手
と
す
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
他

に
も
ニ
シ
デ
の
海
岸
道
路
に
で
る
角
、
新
橋
や
皆
月
橋
の

角
な
ど
は
、
引
き
手
の
力
や
テ
ブ
リ
の
は
ま
り
具
合
で
、

オ
オ
テ
ブ
リ
を
使
わ
ず
に
の
り
き
る
こ
と
が
あ
る
。

　
も
っ
と
も
オ
シ
ミ
の
若
い
衆
た
ち
は
、
方
向
転
換
以
外

に
も
、
し
ば
し
ば
オ
オ
テ
ブ
リ
を
取
り
だ
す
。
彼
ら
は
後

ろ
ヤ
マ
の
車
軸
に
オ
オ
テ
ブ
リ
を
か
ま
せ
て
、
ヤ
マ
を
背

後
か
ら
押
し
あ
げ
る
。宮
の
坂
を
登
る
と
き
は
も
ち
ろ
ん
、

先
に
述
べ
た
テ
ブ
リ
が
ヤ
マ
を
回
す
時
に
も
背
後
か
ら
支

援
す
る
。
よ
っ
て
、
方
向
転
換
に
用
い
る
こ
と
が
な
く
て

　③ -1　タカヤマでの作業の場所③ -2　オオテブリを用いる場所
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ヤ
マ
飾
り

　

本
祭
り
の
ヤ
マ
曳
き
は
午
後
二
時
か
ら
だ
が
、
青
年
会
と
OB
の
有
志
た
ち
は
、

午
前
六
時
か
ら
ヤ
マ
の
周
辺
に
集
合
す
る
。
ヤ
マ
飾
り
が
も
う
一
度
、
最
初
か
ら

行
わ
れ
る
。
全
て
の
幕
が
お
ろ
さ
れ
、
昨
日
の
汚
れ
が
払
わ
れ
る
。
シ
タ
ヤ
マ
に

残
さ
れ
た
ハ
タ
や
吹
き
流
し
、
空
き
缶
や
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
も
回
収
さ
れ
る
。
タ
ケ

も
全
て
一
端
外
さ
れ
、
幹
の
折
れ
た
タ
ケ
は
予
備
の
タ
ケ
と
取
り
換
え
る
（
写
真

6–

１
～
2
）。
タ
カ
ヤ
マ
の
ダ
シ
オ
コ
シ
も
、
も
う
一
度
、
や
り
直
さ
れ
る
。
ヤ

マ
の
前
後
を
固
定
す
る
ロ
ー
プ
と
そ
こ
に
取
り
付
け
ら
れ
た
タ
ー
ン
バ
ッ
ク
ル
を

締し

め
て
ヤ
マ
を
固
定
す
る
（
写
真
6–

4
）。

　
ダ
シ
オ
コ
シ
が
終
わ
る
と
、
そ
こ
か
ら
の
手
順
は
宵
祭
り
の
早
朝
と
同
じ
で
あ

る
。
胴
幕
、
キ
リ
幕
と
順
に
幕
を
ヤ
マ
に
飾
っ
て
い
く
（
写
真
6–

5
、
11
）。
ヒ

ヨ
コ
ダ
シ
を
固
定
し
、
面
幕
を
結
び
な
お
し
、
ア
テ
葉
を
ダ
シ
の
ロ
ー
プ
に
結
び

つ
け
る
（
写
真
6–

7
、
8
、
12
）。
さ
ら
に
ハ
タ
や
吹
き
流
し
を
つ
け
な
お
し
た

ハ
タ
ダ
ケ
、ダ
シ
ダ
ケ
を
立
て
て
い
く
。
松
や
御ご

へ
い
ば
こ

幣
箱
を
飾
り
（
写
真
6–

13
、14
）、

最
後
に
武
者
人
形
も
こ
の
段
階
で
飾
り
つ
け
る
（
写
真
6–

15
）。
こ
う
し
て
、
六

６
章 

本
祭
り
⑴—

本
町
の
曳
行
と
御
仮
屋
お
発
ち

6-4  ヤマ飾り全体図⑴6-4  ヤマ飾り全体図⑴

6-1  ヤマ飾りの始まり6-1  ヤマ飾りの始まり

6-2  用意されたタケや幕6-2  用意されたタケや幕

6-3  ネジンをカキ直す6-3  ネジンをカキ直す

6-5  ダシオコシ6-5  ダシオコシ

6-6  タカヤマでの作業6-6  タカヤマでの作業

6-7 ヒヨコダシ6-7 ヒヨコダシ

6-8  面幕の飾り6-8  面幕の飾り

6-9  ヤマ飾り全体図⑵6-9  ヤマ飾り全体図⑵

6-10  ヤマ飾り全体図⑶6-10  ヤマ飾り全体図⑶

6-11  ヤマ飾り全体図⑷6-11  ヤマ飾り全体図⑷
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6-15  ヤマ飾り全体図⑸6-15  ヤマ飾り全体図⑸

6-16  ヤマ飾り全体図⑹6-16  ヤマ飾り全体図⑹

6-17  デムラから見たヤマと御仮屋周辺6-17  デムラから見たヤマと御仮屋周辺

6-12  アテの葉を飾る6-12  アテの葉を飾る

6-13  松飾りの準備6-13  松飾りの準備

6-14  御幣箱をあげる6-14  御幣箱をあげる

1990 年代半ばまではヤマ飾りと並行して、
町の砂浜に奉納相撲のための土

どひょう
俵を作って

いた。この作業に関わった人を労う会が、
本祭りの午前中に行われていた。現在は、
テブリや音頭取り、太鼓保存会を中心とし
た連絡会という集いを設けている

時
か
ら
始
ま
っ
た
ヤ
マ
飾
り
は
八
時
前
に
終
了
す
る
。

　
青
年
会
の
役
員
た
ち
は
、
こ
の
あ
と
も
ほ
と
ん
ど
休
む
暇ひ

ま

は
な
い
。
本
祭
り
の

午
前
中
に
青
年
会
員
の
家
を
回
り
、
こ
の
年
の
会
費
を
徴

ち
ょ
う
し
ゅ
う
収
し
て
い
く
（
写
真

6–

18
）。
ニ
シ
デ
、
本
町
、
デ
ム
ラ
と
各
々
の
地
区
の
者
に
分
か
れ
て
徴

ち
ょ
う
し
ゅ
う
収
に
向

か
う
。
会
長
た
ち
は
、
御お

み

き
神
酒
の
樽た

る

を
確
認
し
、
必
要
な
御
神
酒
を
各
休き

ゅ
う
け
い
憩
ポ
イ

ン
ト
に
配
置
し
て
お
く
。
作
業
が
終
わ
る
と
役
員
を
中
心
と
し
た
有
志
は
、
昼
食

を
兼
ね
て
集
ま
る
（
写
真
6–

19
）。

　
二
〇
一
九
（
令
和
元
）
年
の
時
点
で
、
皆
月
青
年
会
は
、
二
八
名
に
な
っ
て
い

る
。
人
数
が
減
少
し
た
た
め
、
集
金
も
短
時
間
で
す
む
よ
う
に
な
っ
た
。

6-18  青年会員の会費徴収6-18  青年会員の会費徴収

6-19  昼休みに集った青年会有志6-19  昼休みに集った青年会有志

6-20  本祭りが始まる前の新橋付近6-20  本祭りが始まる前の新橋付近
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曳
き
は
じ
め

　
午
後
二
時
、
新
橋
の
周
辺
に
白し

ろ
し
ょ
う
ぞ
く

装
束
の
男
た
ち
が
集
ま
り
始

め
る
。
近
年
で
は
、
こ
の
時
間
に
集
う
引
き
手
の
数
が
や
や
心

も
と
な
い
。
そ
れ
で
も
、
テ
ブ
リ
と
音お

ん
ど頭

取
り
が
揃そ

ろ

っ
た
こ
と

を
確
認
す
る
と
、
役
員
も
引
き
手
に
加
わ
り
、
ド
ッ
ト
コ
の
声

が
響ひ

び

き
わ
た
る
。
ヤ
マ
は
、
新
橋
を
わ
た
る
ま
で
は
後
ろ
向
き

で
移
動
し
、一
端
、デ
ム
ラ
の
方
に
向
け
て
カ
ー
ブ
を
切
る
（
写

真
6–

26
）。
こ
の
カ
ー
ブ
は
、
テ
ブ
リ
だ
け
で
も
不
可
能
で
は

な
い
。
し
か
し
、
多
く
の
場
合
、
オ
オ
テ
ブ
リ
が
出
張
り
、
ヤ

マ
を
回
す
。
本
祭
り
の
力
試
し
、
あ
る
い
は
若
い
衆
の
酔
い
醒ざ

ま
し
と
い
っ
た
側
面
も
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
す
で

6-21  御仮屋小路前のヤマ6-21  御仮屋小路前のヤマ

6-22  各々の出発準備6-22  各々の出発準備

6-23   本祭りの引き始め　6-23   本祭りの引き始め　

6-24  新橋方面にむかう6-24  新橋方面にむかう

に
述
べ
た
よ
う
に
、
か
つ
て
こ
の
場
所
に
は
、
コ
ウ
ハ
ク
の
坂
と
呼
ば
れ
る
浜
か

ら
の
仮
設
の
坂
道
を
あ
が
っ
て
い
た
。
の
ぼ
り
坂
の
た
め
、
坂
を
の
ぼ
り
き
っ
た

と
こ
ろ
で
、
オ
オ
テ
ブ
リ
で
ヤ
マ
を
な
お
す
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ

の
頃
を
記
憶
す
る
者
た
ち
は
、
テ
ブ
リ
だ
け
で
な
く
オ
オ
テ
ブ
リ
の
出
番
を
期
待

す
る
。
ヤ
マ
の
方
向
転
換
が
完
了
し
、
道
路
の
端
ま
で
寄
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
、

最
初
の
小
休
止
と
な
る
（
写
真
6–

27)

。

　
中
高
生
や
若
い
衆
が
タ
カ
ヤ
マ
に
あ
が
り
、
ヤ
マ
飾
り
で
立
て
た
タ
ケ
を
倒
し

て
い
く
。
こ
こ
か
ら
電
線
の
通
る
本
町
に
入
る
た
め
で
あ
る
（
写
真
6–

28)

。

　
休き

ゅ
う
け
い憩
が
終
わ
る
頃
に
な
る
と
、
よ
う
や
く
人
も
集
ま
り
始
め
る
。
こ
こ
か
ら
ヤ

マ
は
正
面
を
向
い
て
移
動
を
は
じ
め
る
。
皆
月
川
沿
い
に
道
を
進
み
、
皆
月
橋
か

ら
本
町
に
入
る
。
日
吉
神
社
の
社
務
所
を
兼か

ね
る
番
場
家
の
前
を
通
り
、
シ
バ
シ

ン
商
店
の
角
を
向
か
っ
て
右
に
折
れ
る
。
こ
の
辺
り
も
テ
ブ
リ
だ
け
で
カ
ー
ブ
を

6-25  鳥居の横にかかる6-25  鳥居の横にかかる

6-26  コウハク前に寄せられるヤマ6-26  コウハク前に寄せられるヤマ

6-27  本祭り最初の御神酒6-27  本祭り最初の御神酒

6-28  皆月川沿いを進むヤマ6-28  皆月川沿いを進むヤマ
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超
え
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
オ
オ
テ
ブ
リ
が
ヤ
マ
を
な
お
す
こ
と

も
あ
る
。

　
シ
バ
シ
ン
商
店
の
角
か
ら
ヤ
マ
は
、
ゆ
る
や
か
な
の
ぼ
り
坂

を
進
む
（
写
真
6–

32)

。
約
五
十
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
進
ん
だ
と
こ

ろ
で
、横
山
家
の
前
を
左
に
曲
が
る
。
こ
の
角
も
道
幅
が
狭
く
、

左
右
の
家
が
迫
っ
て
い
る
た
め
、
車
輪
に
オ
オ
テ
ブ
リ
を
か
ま

せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ニ
シ
デ
の
角
と
同
じ
よ
う
に
車
輪
を

固
定
す
る
部
材
の
所
に
オ
オ
テ
ブ
リ
を
当
て
る
。
オ
オ
テ
ブ
リ

を
押
し
あ
げ
る
こ
と
で
ヤ
マ
を
少
し
ず
つ
ず
ら
し
て
い
く
。
あ

る
程
度
、
ヤ
マ
の
向
き
が
変
わ
る
と
オ
オ
テ
ブ
リ
の
一
本
を
ヤ

マ
の
後
ろ
、な
い
し
は
前
の
車
輪
に
か
ま
せ
る
（
写
真
6–

36)

。

も
う
一
本
の
オ
オ
テ
ブ
リ
は
そ
の
ま
ま
ヤ
マ
の
部
材
を
押
し
あ

げ
る
。
両
者
が
呼
吸
を
合
わ
せ
る
こ
と
で
相

そ
う
じ
ょ
う乗

的
な
効
果
が
生

ま
れ
る
。

6-29  オオテブリが押し、後輪にもテブリを入れる6-29  オオテブリが押し、後輪にもテブリを入れる

6-31  皆月橋を進む6-31  皆月橋を進む

6-32  シバシン商店の角を曲がる6-32  シバシン商店の角を曲がる

6-30   皆月橋に入るヤマ6-30   皆月橋に入るヤマ

皆月橋からシバシン商店の角までカーブが続く。各々
のカーブでオオテブリの直しが入ることもあれば、テ
ブリだけで、角を回りきる年もある

6-34  家の屋根に注意しながら進める6-34  家の屋根に注意しながら進める 6-33  横山前の角まできたヤマ6-33  横山前の角まできたヤマ

6-35  オオテブリを 2 本使いヤマをまわす6-35  オオテブリを 2 本使いヤマをまわす

6-36  ある程度ヤマが回るとオオテブリを深くさせる6-36  ある程度ヤマが回るとオオテブリを深くさせる

6-37  シタヤマの子供たち、小太鼓を叩く6-37  シタヤマの子供たち、小太鼓を叩く

6-38  その横では、鉦を合わせる6-38  その横では、鉦を合わせる

シタヤマは胴
ど う ま く

幕に覆
お お

われて大変、蒸し暑い。ジュース
やお茶が配られるものの、子供たちも重労働である。
それでも、ヤマの中から響く小太鼓と鉦の音は祭りに
は欠かすことができない。彼らも各々の場所での鳴ら
し方を覚え、祭りの現場を体得していく
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二
度
目
の
ヤ
ッ
サ
ー

　
何
と
か
ヤ
マ
を
回
し
き
る
と
、通
り
を
五
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
進
み
小
休
止
と
な
る
。

小
休
止
後
、
引
か
れ
始
め
た
ヤ
マ
は
、
宮
本
酒
店
を
過
ぎ
た
と
こ
ろ
で
す
ぐ
に
停

止
と
な
る
。
こ
の
横
山
の
前
か
ら
宮
の
坂
に
通
じ
る
通
り
の
道
幅
は
狭
い
。
と
り

わ
け
宮
本
酒
店
の
前
を
超
え
た
あ
た
り
か
ら
は
、
さ
ら
に
道
幅
が
狭
ま
る
と
と
も

に
ゆ
る
や
か
な
下
り
坂
に
な
る
（
写
真
6–

42)

。
興
味
深
い
の
は
、
あ
え
て
こ
の

場
所
が
、
二
度
目
の
ヤ
ッ
サ
ー
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
危
険
な
場
所
で
タ
カ

ヤ
マ
に
あ
が
り
、
ヒ
ヨ
コ
ダ
シ
の
際き

わ

で
暴
れ
る
こ
と
が
若
い
衆
の
気き

が
い概

で
も
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
時
に
後
ろ
ヤ
マ
の
オ
シ
ミ
を
止
め
る
柱
は
、
祭
り
の

時
期
だ
け
設
置
さ
れ
る
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
。

　
若
い
衆
た
ち
は
一
連
の
準
備
を
行
う
一
方
で
、
前
ヤ
マ
に
あ
が
っ
て
囃は

や

し
た
て

る
。
準
備
が
整
っ
た
こ
と
を
役
員
た
ち
が
確
認
し
、
音お

ん
ど頭

取
り
に
合
図
を
送
る
。

ヤ
マ
が
動
き
だ
す
と
タ
カ
ヤ
マ
か
ら
一
層
大
き
な
声
が
反
響
す
る
。
狭
い
下
り
の

た
め
、
テ
ブ
リ
は
注
意
し
な
が
ら
ヤ
マ
を
進
め
る
。
テ
ブ
リ
が
入
り
、
ヤ
マ
が
軋き

し

む
と
若
い
衆
は
、
大
き
く
よ
ろ
け
た
り
、
傾
い
た
り
す
る
（
写
真
6–

44
～
46
）。

二
〇
一
八
（
平
成
三
〇
）
年
の
写
真
6–

47
、
48
で
は
、
東
南
側
の
角
の
家
が
解
体

さ
れ
た
た
め
、タ
カ
ヤ
マ
に
集
る
若
い
衆
の
全
体
図
を
俯ふ

か
ん瞰

す
る
こ
と
が
で
き
た
。

6-39  休憩となり御神酒が回る6-39  休憩となり御神酒が回る

6-40  飲ませるのも役員の仕事6-40  飲ませるのも役員の仕事

6-41  壮年層の引き手たちも負けられない6-41  壮年層の引き手たちも負けられない

6-42  ヤマを所定の位置まで進める6-42  ヤマを所定の位置まで進める

6-43  若い衆がタカヤマにあがる6-43  若い衆がタカヤマにあがる

6-44  ヤッサー 20086-44  ヤッサー 2008

6-45  ヤッサー 20116-45  ヤッサー 2011

6-46  ヤッサー 2012 6-46  ヤッサー 2012 

6-47  ヤッサーしながら進むヤマ6-47  ヤッサーしながら進むヤマ

6-48  宮の坂の角に着いたヤマ6-48  宮の坂の角に着いたヤマ

上記の 3 枚は、いずれも年の異なるヤッサーの様子
である。もっとも、この 10 年ほどはタカヤマの前に
出張る若い衆はほとんど変化がない
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御
仮
屋
お
発
ち

　

午
前
中
か
ら
午
後
に
か
け
、御
仮
屋
で
は
、個
別
に
お
参
り
が
行
わ
れ
る
。
各
々

の
家
ご
と
に
御
仮
屋
の
カ
ミ
サ
マ
に
お
参
り
す
る
。

　
午
後
三
時
前
、
御
仮
屋
の
前
に
神み

こ
し輿

の
行
列
の
一
行
が
集
ま
る
。
宵
祭
り
と
同

様
に
係
の
者
が
、「
神
様
の
お
発た

ち
や
ぞ
」
と
ふ
れ
歩
い
て
い
た
。
区
長
と
組
親

や
神
輿
、
大
太
鼓
の
代
表
た
ち
が
集
い
、
御
仮
屋
の
中
で
神
事
が
行
わ
れ
る
（
写

真
6–

51
）。
神
事
が
終
わ
る
と
神
輿
を
台
車
に
移
動
し
、
出
発
の
準
備
が
整
う
。

　
前
日
と
同
じ
く
旗
持
ち
、
大
太た

い
こ鼓

、
小
太
鼓
、
神
輿
、
神
主
や
区
長
と
組
親
た

ち
で
あ
る
。
旗
持
ち
は
前
日
と
は
異
な
る
者
が
加
わ
る
こ
と
も
あ
る
。
人
足
の
係

と
な
っ
た
家
で
交
代
す
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

6-49  御仮屋へのお参り①6-49  御仮屋へのお参り①

6-50 御仮屋へのお参り②6-50 御仮屋へのお参り②

6-51  御仮屋での神事6-51  御仮屋での神事6-52  神輿の出発6-52  神輿の出発

6-54  御仮屋を立つ天狗と旗持ち6-54  御仮屋を立つ天狗と旗持ち 6-53  準備する大太鼓6-53  準備する大太鼓

　
一
行
は
、
新
橋
を
渡
っ
て
川
沿
い
に
東
に
向
か
い
、
再
び
、

皆
月
橋
を
わ
た
っ
て
本
町
に
は
い
る
。
こ
こ
ま
で
は
ヤ
マ
の
経

路
と
同
じ
だ
が
、こ
こ
で
神
輿
だ
け
の
独
自
の
ル
ー
ト
を
と
る
。

　
行
列
は
横
山
の
前
で
左
に
折
れ
ず
に
そ
の
ま
ま
真
っ
直
ぐ
に

進
む
。
沖お

き
な
ぎ泙
酒
店
を
こ
え
、
ム
ラ
の
東
端
に
近
い
民
宿
皆
月
荘

ま
で
進
む
。
か
つ
て
こ
れ
よ
り
先
は
、
百ど

う
め
き
お
お
か
く
ま

成
大
角
間
に
属
し
て

い
た
。（
一
九
九
〇
年
代
に
行
わ
れ
た
道
路
の
敷ふ

せ
つ設
に
伴
う
移

転
で
、現
在
は
こ
れ
よ
り
東
に
も
皆
月
の
世
帯
が
あ
る
）。ま
た
、

こ
の
道
は
、
皆
月
川
の
対
岸
の
道
路
が
整
備
さ
れ
る
ま
で
は
、

門
前
方
面
か
ら
皆
月
に
向
か
う
唯
一
の
幹か

ん
せ
ん線
だ
っ
た
。
門
前
町

の
中
心
部
か
ら
運
行
さ
れ
る
路
線
バ
ス
も
、
こ
の
道
を
通
っ
て

い
た
。
海
岸
道
路
に
接
続
す
る
県
道
が
整
備
さ
れ
て
か
ら
は
、

バ
ス
は
そ
ち
ら
を
通
る
よ
う
に
な
り
、
行
先
も
湾
の
向
か
い
に

位
置
す
る
五い

ぎ

す
十
洲
ま
で
延
長
さ
れ
た
。
し
か
し
、
通
学
に
利
用

6-55  デムラの道をいく神輿の行列6-55  デムラの道をいく神輿の行列

6-57 　社務所前の神輿6-57 　社務所前の神輿

6-58  横山前を越えて東に進む天狗と旗持ち6-58  横山前を越えて東に進む天狗と旗持ち

6-56  皆月橋の大太鼓6-56  皆月橋の大太鼓

6-55 から 57 までは、ヤマと同じ経路を進んでい
るが、58 からは神輿独自のコースに分かれて進
むことになる
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6-62  皆月荘（竹田家）で折り返す一行6-62  皆月荘（竹田家）で折り返す一行

6-63  小太鼓と神輿6-63  小太鼓と神輿

6-64  沖泙酒店前をいく神輿6-64  沖泙酒店前をいく神輿

6-65  横山前から右におれる6-65  横山前から右におれる

6-59  東に進む神輿6-59  東に進む神輿

6-60  神職たちも神輿の後に続く6-60  神職たちも神輿の後に続く

6-61  後ろの旗持ちから見た神輿6-61  後ろの旗持ちから見た神輿

6-66 から 69 までは、いずれも宮本酒店からの下
り道とそこを曲がって宮の坂に出た付近の画像に
なる。ただし 6-68 だけは、撮影年が異なる。こ
の当時は、まだ東南角に家があった。その角を隔
てて宮の坂にはヤマが休憩し、手前の角では、猿
田彦が待機している姿が写っている

す
る
子
供
の
数
も
減
少
を
続
け
、
多
く
の
世
帯
で
は
自
家
用
車
を
用
い
る
た
め
、

利
用
者
も
限
ら
れ
て
い
た
。
つ
い
に
二
〇
二
〇
（
令
和
二
）
年
の
三
月
三
一
日
を

も
っ
て
、
門
前—

五い

ぎ

す
十
洲
間
の
路
線
バ
ス
は
廃は

い
し止
さ
れ
た
。

　
神み

こ
し輿
の
行
列
は
、
皆
月
荘
を
少
し
越
え
た
と
こ
ろ
で
U
タ
ー
ン
し
、
も
と
き
た

道
を
辿
っ
て
い
く
（
写
真
6–

62
～
65
）。
長
時
間
、
休き

ゅ
う
け
い憩
す
る
こ
と
は
な
い
が
、

子
供
た
ち
に
ジ
ュ
ー
ス
が
配
ら
れ
た
り
、
ひ
と
し
き
り
、
大
太た

い
こ鼓
が
披ひ

ろ
う露
さ
れ
る

こ
と
も
あ
る
。
そ
の
後
、
行
列
は
横
山
前
ま
で
戻
る
と
右
に
折
れ
て
、
ヤ
マ
と
合

流
す
る
（
写
真
6–

66
）。
ち
ょ
う
ど
ヤ
マ
が
、
二
度
目
の
ヤ
ッ
サ
ー
を
終
え
た
頃

の
こ
と
が
多
い
。
神
輿
の
行
列
は
、
宮
本
酒
店
か
ら
宮
の
坂
へ
の
通
り
の
途
中

で
、
ヤ
マ
が
方
向
転
換
を
終
え
、
小
休
止
に
入
る
の
を
待
つ
こ
と
に
な
る
（
写
真

6–

67
～
69
）。

6-66  ヤマに追いついた神輿の一行6-66  ヤマに追いついた神輿の一行

6-67  太鼓保存会の初代会長がバチをにぎる6-67  太鼓保存会の初代会長がバチをにぎる

6-68  休憩中のヤマと神輿行列の先頭6-68  休憩中のヤマと神輿行列の先頭6-69  向きを直したヤマでは御神酒が回される6-69  向きを直したヤマでは御神酒が回される



写真④ -2  扇に記された木遣の文句、（1、2 と
もに 2008 年撮影）

写真④ -1  木遣を歌うカクベエ
（池田輝夫）さん

写真④ -3  宮の坂で引き手を鼓舞す
る音頭取り（2008 年撮影）

写真④ -4  2019 年の本
祭りの音頭取り
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音
頭
取
り

　
音お

ん
ど頭

取
り
は
木き

や
り遣

を
唄
う
こ
と
で
、
ヤ
マ
を
動
か
す
タ
イ
ミ
ン
グ
を
合
わ
せ
る

ス
タ
ー
タ
ー
の
役
目
を
持
つ
。
ヤ
マ
の
前
方
で
会
長
の
近
く
に
位
置
を
取
り
、
そ

の
日
の
曳
き
始
め
や
、
小
休
止
後
の
運
行
再
開
の
場
面
で
、
会
長
の
「
呼
ぼ
っ
て

（
呼
ん
で
）
く
だ
（
唄
い
始
め
て
、
皆
を
呼
ん
で
欲
し
い
の
意
）」
を
合
図
に
唄
い

出で
か
せ稼

ぎ
に
行
っ
た
者
が
学
ん
で
き
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
同
様
の
木
遣
は
対
岸

の
五い

ぎ

す
十
洲
集
落
の
夏
祭
り
で
も
歌
わ
れ
て
い
た
。
近
世
の
北
前
船
に
代
表
さ
れ

る
海
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
記
憶
が
、
山
王
祭
の
木
遣
の
な
か
に
も
刻
み
込
ま
れ

て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
写
真
を
み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
音
頭
取
り
は
一
様
に
手
に
扇お

う
ぎを

持
つ
。
引

き
手
に
対
し
て
、
扇
を
振
り
な
が
ら
、
ヤ
マ
の
運
行
を
指
示
す
る
。
木
遣
の
歌

詞
は
七
七
七
五
調
（
都ど

ど
い
つ

々
逸
調
）
で
節
を
つ
け
て
唄
わ
れ
る
。
音
頭
取
り
の
唄

い
始
め
を
聞
き
、各
自
は
運
行
の
準
備
を
始
め
る
。
特
に
綱
を
持
つ
引
き
手
は
、

音
頭
取
り
が
前
半
（
七
七
）
を
歌
う
と
「
ヤ・

ッ
ト
コ
セ
ー 

ヨ・

ー
イ
ヤ
ナ
」
と

あ
い
の
手
を
入
れ
る
。
こ
の
時
、
引
き
手
は
「
ヤ
」
と
「
ヨ
」
の
タ
イ
ミ
ン
グ

で
二
度
、
綱
を
引
く
動
作
を
加
え
る
。
音
頭
取
り
が
後
半
（
七
五
）
を
唄
い
終

わ
る
と
「
ソ
ー
ラ
エ
エ
ワ
、
ヨ
ー
イ
ト
コ　
ヨ
ー
イ
ト
コ
ナ
ー
」
と
返
す
。

　
こ
う
や
っ
て
音
頭
取
り
は
、
徐
々
に
場
を
盛
り
あ
げ
る
が
、
ヤ
マ
の
出
発
を

告
げ
る
の
が
「
ド
ッ
ト
コ
」
で
あ
る
。
会
長
が
そ
れ
ぞ
れ
の
準
備
の
完
了
を
確

認
す
る
と
、
片
手
を
上
げ
て
音
頭
取
り
に
合
図
を
送
る
。
こ
の
合
図
で
音
頭
取

り
は
、
木
遣
り
の
最
後
に
「
ド
ッ
ト
ー
コ　
ド
ッ
ト
ー
コ　
セ
イ
コ
ラ
」
と
文

句
を
付
け
加
え
る
。
こ
れ
が
号
令
と
な
っ
て
、
引
き
手
た
ち
は
一
斉
に
「
エ
イ

ヤ
ー
エ
イ
ヤ
ー
」
と
声
を
張
り
あ
げ
、
綱
を
引
き
は
じ
め
る
。

木
遣
の
歌
詞

　
木
遣
の
歌
詞
は
、
祭
り
や
皆
月
の
風
景
を
詠
ん
だ
も
の
も
あ
れ
ば
、
一
般
に

も
よ
く
知
ら
れ
た
歌
詞
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

今
日
は
め
で
た
い
山
王
の
祭
り　
鹿か

の
子
絞し

ぼ

り
の
帯お

び

し
め
て

ア
イ
の
朝あ

さ
な
ぎ凪

ク
ダ
リ
の
夕
凪な

ぎ　
真マ

カ
ゼ風

タ
バ
風
昼
は
凪

　
こ
れ
ら
は
前
者
の
事
例
で
、
最
初
の
歌
詞
に
は
文
字
通
り
山
王
祭
と
い
う
言

始
め
る
。

　
皆
月
の
木き

や
り遣

は
、
伊い

せ勢

音
頭
系
の
労
働
歌
と
さ
れ

る
。
本
来
、
木
遣
は
、
土

木
工
事
や
建
設
作
業
に
際

し
て
全
体
の
統と

う
そ
つ率

を
と
る

た
め
に
歌
わ
れ
る
。
伊
勢

神
宮
で
も
二
〇
年
に
一
度

の
遷せ

ん
ぐ
う宮

の
た
め
に
大
量
の

木
材
を
切
り
出
し
た
。
そ

れ
ら
を
運
ぶ
時
に
木
遣
歌

が
歌
わ
れ
、
そ
れ
が
伊
勢

音
頭
と
し
て
発
展
し
て

い
っ
た
。
こ
の
伊
勢
音
頭

系
の
木
遣
は
西
日
本
か
ら

日
本
海
を
北
上
し
て
広
く

北
海
道
ま
で
分
布
し
て
い

る
。
皆
月
の
木
遣
も
、
始

ま
り
は
北
海
道
の
鰊

ニ
シ
ン

場
に

コ
ラ
ム 

④

で
度
々
開
か
れ
る
酒
宴
で
、
関
係
者
に
披ひ

ろ
う露
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
か
つ
て
の
祭

り
で
も
、宵
祭
り
の
夜
、引
き
手
た
ち
も
強し

た
たか
に
酔
い
、祭
り
が
最
も
盛
り
あ
が
っ

た
頃
に
歌
わ
れ
て
い
た
。「
入
れ
て
お
く
れ
よ
痒か

ゆ

く
て
な
ら
ぬ　
私
一
人
が
蚊か

や帳

の
外
」や「
椅い

す子
に
な
り
た
や
風
呂
屋
の
椅
子
に　
オ
ソ
ソ
撫な

で
た
り
眺な

が

め
た
り
」

な
ど
は
、
猥
歌
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
の
ほ
ん
の
一
部
で
あ
る
。

後
継
に
向
け
て

　
ち
な
み
に
音
頭
取
り
た
ち
は
、
木
遣
の
歌
詞
を
手
持
ち
の
扇お

う
ぎに
書
き
写
し
て
い

る
こ
と
も
あ
る
（
写
真
④-

2
）。
扇
は
音
頭
取
り
の
目
印
で
あ
る
と
同
時
に
、
彼

ら
の
ア
ン
チ
ョ
コ
に
な
る
こ
と
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
近
年
で
は
人
手
不
足
の
た
め
一
、二
名
の
音
頭
取
り
に
任
せ
る
こ
と
が
多
い
が
、

か
つ
て
は
も
っ
と
多
く
の
音
頭
取
り
が
参
加
し
て
い
た
（
写
真
④-

4
）。
こ
の
場

合
、
同
時
に
同
じ
歌
詞
を
唄
う
の
で
は
な
く
、
一
名
の
唄
い
が
終
わ
る
頃
を
見
計

ら
い
、
節
の
終
わ
り
に
自
分
の
唄
の
歌
い
出
し
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
唄
を
引

き
つ
ぐ
。
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
、
実
は
む
つ
か
し
い
。
あ
る
年
長
者
に
よ
る
と
木

遣
は
一
人
に
つ
き
三
題
、
と
い
う
暗あ

ん
も
く黙
の
縛し

ば

り
が
あ
っ
た
。
だ
か
ら
自
分
が
ド
ッ

ト
コ
を
歌
う
に
し
て
も
、
二
題
歌
っ
て
か
ら
初
め
て
ド
ッ
ト
コ
の
番
に
な
る
。
そ

の
あ
た
り
の
呼
吸
を
分
か
ら
ず
に
、
二
題
し
か
歌
っ
て
い
な
い
の
に
、
歌
い
出
し

を
重
ね
る
者
や
、
い
き
な
り
歌
っ
て
そ
の
ま
ま
ド
ッ
ト
コ
を
い
う
者
も
い
る
と
い

う
。

　
か
つ
て
の
音
頭
取
り
が
高こ

う
れ
い齢
と
な
り
、
ヤ
マ
の
運
行
全
て
に
携た

ず
さわ
れ
な
く
な
っ

た
と
き
に
は
、
自
宅
周
辺
で
の
御
神
酒
（
小
休
止
）
後
に
一
節
披
露
す
る
こ
と
も

あ
っ
た
。
し
か
し
、
ヤ
マ
の
運
行
の
た
め
に
は
、
音
頭
取
り
に
常

じ
ょ
う
ち
ゅ
う
駐
し
て
も
ら
う

に
越
し
た
こ
と
は
な
い
。
音
頭
取
り
も
テ
ブ
リ
と
同
様
、
後
継
者
の
育
成
が
急
務

と
さ
れ
て
い
る
。

　

葉
が
登
場
す
る
。
二
番
目

の
歌
詞
は
、
風
尽
く
し
と

で
も
呼
べ
そ
う
な
歌
詞

で
、
ア
イ
は
北
東
風
で
好

天
を
よ
び
、
ク
ダ
リ
は
南

西
か
ら
の
風
で
荒
れ
模
様

を
知
ら
せ
る
。
風
の
名
称

は
能
登
の
他
の
地
域
で
も

同
じ
語ご

い彙
が
使
わ
れ
る

が
、
海
に
生
き
る
人
た
ち

に
と
っ
て
は
地
元
の
生
活

感
覚
に
沿
っ
た
も
の
で
あ

る
。
同
じ
よ
う
に
風
の
名

を
歌
い
こ
ん
だ
「
ア
イ
は

吹
け
吹
け
ク
ダ
リ
は
吹
く

な　
い
と
し
殿
子
は
下
に
居
る
」
と
言
っ
た
歌
詞
も
あ
る
。
こ
の
他
に
も
本
文
で

も
紹
介
し
た
「
こ
こ
は
藻も

う
ら浦
か
通
ヶ
鼻
か　
お
六
だ
お
し
が
な
つ
か
し
や
」
の
よ

う
に
皆
月
周
辺
の
地
名
や
景
観
が
読
み
込
ま
れ
た
歌
詞
も
あ
る
。

咲
い
た
桜
に
な
ぜ
駒こ

ま

つ
な
ぐ　
駒
が
勇い

さ

め
ば
花
が
散
る

お
前
一
人
か
連
れ
衆
は
な
い
か　
連
れ
衆
は
後
か
ら
籠か

ご

で
い
く

　
こ
れ
ら
の
歌
詞
は
他
地
域
の
民
謡
や
俗
謡
な
ど
で
も
類
歌
を
聞
く
こ
と
が
で
き

る
。
一
般
的
な
歌
詞
も
、
歌
わ
れ
る
場
所
や
音
頭
取
り
の
こ
だ
わ
り
で
、
ク
ラ
イ

マ
ッ
ク
ス
の
ド
ッ
ト
コ
に
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
他
に
独
自
の
歌
詞
を
作

詞
し
て
唄
う
者
も
い
た
と
言
う
。
時
に
卑ひ

わ
い猥
な
歌
詞
（
い
わ
ゆ
る
猥わ

い
か歌
）
も
あ
る

が
、
近
年
の
運
行
で
は
あ
ま
り
聞
か
れ
な
い
。
祭
の
準
備
段
階
か
ら
後
片
付
け
ま
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７
章 

本
祭
り
⑵—

宮
の
坂
か
ら
宮
入
り

宮
の
坂
の
下

　

二
度
め
の
ヤ
ッ
サ
ー
の
後
、
ヤ
マ
は
オ
オ
テ
ブ
リ
を
用
い
て
方
向
転
換
す

る
。
宮
の
坂
を
少
し
進
む
と
小
休
止
と
な
る
。
本
祭
り
で
は
計
五
回
、
小
休
止

（
御お

み

き
神
酒
）
が
あ
る
。
そ
の
具
体
的
な
場
所
は
、
コ
ラ
ム
②
の
図
に
記
し
て
い
あ

る
通
り
で
あ
る
。
な
か
で
も
宮
の
坂
に
入
っ
て
か
ら
は
、三
度
の
小
休
止
が
あ
る
。

　
時
間
を
見
計
ら
っ
て
酒さ

か
だ
る樽

の
回
収
が
終
わ
る
と
、
会
長
の
手
が
あ
が
り
、
ド
ッ

ト
コ
と
な
る(

写
真
7–

2)

。
こ
こ
か
ら
次
の
休

き
ゅ
う
け
い憩

場
所
ま
で
は
、
坂
道
も
ゆ
る

や
か
な
た
め
、
ス
ム
ー
ズ
に
移
動
す
る
。
大
変
な
の
は
御
神
酒
係
で
、
回
収
し
た

樽た
る

を
持
っ
て
先
回
り
し
、
樽
に
新
し
い
御
神
酒
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二

宮の坂の下、ドットコの合図
を送る会長、引き手たちも音
頭取りに合わせて準備する

7-1   音頭取りに合わせて引き手たち7-1   音頭取りに合わせて引き手たち

7- ２  ドットコの合図を送る会長7- ２  ドットコの合図を送る会長

7-3   後ろヤマとオシミ7-3   後ろヤマとオシミ

7-4  宮の坂に差しかかるヤマ 7-4  宮の坂に差しかかるヤマ 

7-5  この付近までは順調に移動する7-5  この付近までは順調に移動する

度
め
の
場
所
は
、
宵
祭
り
で
は
タ
ケ
を
倒
し
た
と
こ
ろ
に
あ
た

る
。
こ
こ
か
ら
坂
の
上
ま
で
は
、
タ
ケ
を
立
て
な
お
し
て
移
動

す
る
。
こ
の
場
所
に
は
ニ
シ
デ
や
デ
ム
ラ
の
端
と
同
様
、
予
備

の
タ
ケ
が
置
か
れ
て
い
る
。

　
か
な
り
年
長
の
者
も
タ
カ
ヤ
マ
に
あ
が
り
、
タ
ケ
を
立
て
て

い
く(

写
真
7–

7,8)

。
同
じ
時
、
後
ろ
ヤ
マ
で
は
残
り
の
若
い

衆
が
、オ
オ
テ
ブ
リ
に
ね・

・

・

・

ま
っ
て
、御お

み

き
神
酒
を
呷あ

お

っ
て
い
る
（
写

真
7–

9)

。
普
通
、
考
え
る
と
ほ
と
ん
ど
の
若
い
衆
が
、
ヤ
マ

に
あ
が
ら
ず
に
御
神
酒
を
鯨げ

い
い
ん飲
し
て
い
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。

確
か
に
役
員
た
ち
が
、あ
が
る
よ
う
に
指
示
す
る
こ
と
も
あ
る
。

し
か
し
、
多
く
の
場
合
、
作
業
を
す
る
者
と
御
神
酒
を
飲
ん
で

盛
り
あ
が
る
者
の
割
合
は
、
あ
る
程
度
、
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
て

7-8  ダシダケを立てる7-8  ダシダケを立てる

7-7  ハタダケを立てる7-7  ハタダケを立てる 7-6  宮の坂でのタカヤマの作業7-6  宮の坂でのタカヤマの作業

7-11  御神酒の補充（これは最終の休憩時の様子）7-11  御神酒の補充（これは最終の休憩時の様子）

7-10  引き手たち7-10  引き手たち

7-9  後ろヤマで休憩するオシミ7-9  後ろヤマで休憩するオシミ

せっかく飾ったタケも、ヤマの境内にあがったところで再
び倒される。宮の坂の茂みで折れるタケもある。それでも
ハタや吹き流しがはためく姿こそが、ヤマの本来の姿とい
う矜持が、彼らをタケ飾りに向かわせる
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7-13  小太鼓の打ち手たち、神輿の下にて7-13  小太鼓の打ち手たち、神輿の下にて 7-12  休憩する神輿の一行7-12  休憩する神輿の一行

7-16  大太鼓の叩き手⑵7-16  大太鼓の叩き手⑵

7-15  大太鼓の叩き手⑴7-15  大太鼓の叩き手⑴

7-18  宮の坂の茂みに入るヤマ7-18  宮の坂の茂みに入るヤマ

7-14  坂をあがる天狗と旗持ち7-14  坂をあがる天狗と旗持ち

7-17  ヤマに続く大太鼓の一行7-17  ヤマに続く大太鼓の一行

い
る
。
ひ
と
し
き
り
御お

み

き
神
酒
を
飲
む
と
お
も
む
ろ
に
タ
カ
ヤ
マ
の
作
業
に
向
か
う

者
も
い
れ
ば
、
人
数
を
数
え
て
、
ヤ
マ
か
ら
お
り
る
者
も
い
る
。

最
後
の
御
神
酒

　
タ
ケ
が
立
て
ら
れ
た
の
を
確
認
す
る
と
ド
ッ
ト
コ
と
な
る
。
ヤ
マ
は
、
ゆ
っ
く

り
と
動
き
始
め
る
。
こ
こ
か
ら
鳥
居
ま
で
が
、本
祭
り
で
も
一
番
の
難
所
で
あ
る
。

引
き
手
が
力
を
合
わ
せ
て
綱
を
引
き
、
後
ろ
ヤ
マ
も
オ
オ
テ
ブ
リ
を
持
ち
出
し
、

押
し
あ
げ
る(

写
真
7–

19
～
24)

。
そ
れ
で
も
ヤ
マ
は
な
か
な
か
進
ま
な
い
。
少

7-19  宮の坂の引き手と音頭取り①7-19  宮の坂の引き手と音頭取り①

7-22  宮の坂の引き手と音頭取り②7-22  宮の坂の引き手と音頭取り②

7-20  宮の坂をあがるヤマ①7-20  宮の坂をあがるヤマ①

7-21  宮の坂をあがるヤマ②7-21  宮の坂をあがるヤマ②

7-23  少しずつのぼるヤマ7-23  少しずつのぼるヤマ7-24  ヤマを押しあげるオオテブリ7-24  ヤマを押しあげるオオテブリ

かつて宮の坂の茂みでは、ハタが絡ま
ないように、中学生がタケを揺らして
いた。茂みを越えると彼らは、タカヤ
マにあがり、ヤッサーの前

ぜんしょうせん

哨戦で盛り
あがったものである
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し
ず
つ
亀
の
歩
み
の
よ
う
に
坂
を
あ
が
っ
て
い
く
。
ま
た
、
路
の
上
に
は
ケ
ヤ
キ

を
は
じ
め
と
し
た
樹
々
が
茂
っ
て
い
る
の
で
、
タ
カ
ヤ
マ
の
タ
ケ
を
揺
ら
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
西
陽
を
樹
々
の
枝
が
遮さ

え
ぎり

、
深
い
影
を
つ
く
る
あ
た
り
が
、
最
後
の
休き

ゅ
う
け
い憩

ポ
イ

ン
ト
で
あ
る
。
役
員
た
ち
が
ヤ
マ
の
前
後
に
御お

み

き
神
酒
を
回
し
て
い
く
。
酩め

い
て
い酊

し
て

道
に
寝
そ
べ
る
者
、
御
神
酒
を
頭
か
ら
浴
び
る
者
、
祭
り
も
佳か

き
ょ
う境

に
入
り
、
引
き

手
も
オ
シ
ミ
も
強
か
に
酔
い
の
回
っ
た
者
が
多
い
。
か
つ
て
は
、
こ
の
休
憩
が
終

わ
る
時
の
御
神
酒
樽
の
回
収
が
大
変
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
最
後
と
知
る
引
き
手
の

中
に
は
、
御
神
酒
の
残
る
樽た

る

を
な
か
な
か
手
放
さ
な
い
者
も
い
た
。
意
地
に
な
っ

て
怒ど

な鳴
り
だ
す
者
も
い
れ
ば
、
懇こ

ん
が
ん願

す
る
よ
う
に
樽
を
抱
え
る
者
も
い
た
。
も
っ

と
も
近
年
で
は
、
樽
の
回
収
も
随
分
と
楽
に
な
っ
た
。
引
き
手
の
人
数
が
限
ら
れ

て
き
た
た
め
か
、
あ
る
い
は
平
均
年ね

ん
れ
い齢

が
あ
が
っ
て
き
た
た
め
か
。

7-26  鳥居の横に向けてテブリを入れる7-26  鳥居の横に向けてテブリを入れる

7-28  鳥居下まできたヤマ7-28  鳥居下まできたヤマ

7-29  鳥居の横を通り宮の境内に入る7-29  鳥居の横を通り宮の境内に入る

7-30  坂の下からヤマを見あげる7-30  坂の下からヤマを見あげる

7-27  鳥居の下で引き手に指示する役員7-27  鳥居の下で引き手に指示する役員

7-25  オオテブリは 2 本とも用いる7-25  オオテブリは 2 本とも用いる
　
ド
ッ
ト
コ
の
後
、
引
き
手
た
ち
も
声
を
合
わ
せ
る
が
、
ヤ
マ

は
ビ
ク
と
も
し
な
い
。
役
員
た
ち
も
必
死
に
手
を
振
り
、
鼓こ

ぶ舞

す
る
。
ガ
タ
ッ
、
少
し
間
を
お
い
て
ガ
タ
ッ
と
ヤ
マ
の
車
輪
が

テ
ブ
リ
を
越
え
る
。
若
い
衆
た
ち
も
頑が

ん
ば張
り
ど
こ
ろ
で
あ
る
。

二
本
の
オ
オ
テ
ブ
リ
を
後
輪
の
車
軸
に
当
て
て
、
全
力
で
押
し

あ
げ
る
（
写
真
7–

25)

。
ま
た
、
後
輪
に
も
テ
ブ
リ
の
者
が
つ

き
、
車
輪
の
後
ろ
側
に
テ
ブ
リ
を
か
ま
せ
る
。
ヤ
マ
の
向
き
を

変
え
る
た
め
で
は
な
く
、後
ろ
に
戻
る
の
を
防
ぐ
た
め
で
あ
る
。

　
一
歩
、
ま
た
、
一
歩
、
引
き
手
が
坂
を
あ
が
っ
て
い
く
。
鳥

居
の
手
前
ま
で
く
る
と
、
ヤ
マ
は
少
し
勢
い
を
ま
す
。
鳥
居
を

く
ぐ
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
そ
の
横
か
ら
境け

い
だ
い内
に
入
る
こ

と
に
な
る
。
そ
れ
を
見
越
し
て
、
テ
ブ
リ
を
前
輪
に
い
れ
続

け
る
た
め
、
ヤ
マ
の
動
き
は
鈍に

ぶ

く
な
ら
ざ
る
を
え
な
い(

写
真

7–

26)

。
そ
れ
で
も
引
き
手
の
大
半
が
境け

い
だ
い内
に
入
り
、
ヤ
マ
の

向
き
が
定
ま
っ
て
く
る
と
、
最
後
は
勢
い
よ
く
、
一
気
に
鳥
居

の
横
ま
で
あ
げ
ら
れ
る(

写
真
7–

30)

。

　
ヤ
マ
が
境
内
に
入
る
と
、
向
き
を
変
え
る
た
め
の
オ
オ
テ
ブ

リ
の
出
番
に
な
る
。
オ
オ
テ
ブ
リ
は
鳥
居
を
回
り
込
む
よ
う
に

左
向
き
に
回
し
て
い
く
。
も
っ
と
も
ヤ
マ
が
坂
の
と
こ
ろ
で
十

分
に
曲
が
ら
な
い
と
、
鳥
居
に
近
す
ぎ
る
た
め
、
い
っ
た
ん
、

逆
の
方
向
に
な
お
す
こ
と
も
あ
る(

写
真
7–

31
～
33)

。
あ
る

程
度
向
き
を
な
お
す
と
、
ヤ
マ
は
鳥
居
と
拝は

い
で
ん殿
の
間
の
参
道

を
横
切
っ
て
進
む
。
宮
の
横
に
あ
る
倉
庫
を
か
す
め
（
写
真

7–

39)

、拝
殿
に
向
か
っ
て
左
横
の
小
路
を
あ
が
っ
て
い
く（
写

真
7–

40)

。
こ
こ
か
ら
宮
の
周
り
を
時
計
回
り
に
一
周
す
る
わ

け
で
あ
る
。
こ
の
拝
殿
と
本
殿
の
横
の
路
は
上
り
坂
に
な
っ
て

7-347-34 〜〜 37  境内に入った大太鼓37  境内に入った大太鼓

7-317-31 〜〜 33  境内の入口でヤマをなおす33  境内の入口でヤマをなおす
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7-41  引き手たちをタカヤマから俯瞰する7-41  引き手たちをタカヤマから俯瞰する

7-42  宮の裏側に向かう上り道7-42  宮の裏側に向かう上り道

7-43  宮の裏手に出てきたヤマ7-43  宮の裏手に出てきたヤマ

7-38  参道を横切るヤマ7-38  参道を横切るヤマ

7-39  倉庫の横の小道に向かうヤマ7-39  倉庫の横の小道に向かうヤマ

7-40  拝殿の横を移動する7-40  拝殿の横を移動する

7-44  宮の裏手に広がる畑に並ぶヤマの引き手、畑の青い囲いは猪など獣害を防ぐためのネット7-44  宮の裏手に広がる畑に並ぶヤマの引き手、畑の青い囲いは猪など獣害を防ぐためのネット

7-45  オオテブリでヤマをなおす7-45  オオテブリでヤマをなおす7-46  出発のドットコを待つ引き手7-46  出発のドットコを待つ引き手

7-47  宮の裏道を移動するヤマ  7-47  宮の裏道を移動するヤマ  7-48  最後のオオテブリ7-48  最後のオオテブリ
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い
る
。ま
た
、未み

ほ
そ
う

舗
装
で
粘ね

ん
ど土

質
の
土
の
上
に
落
ち
葉
が
た
ま
っ

て
い
る
た
め
、
や
や
ぬ
か
る
年
も
あ
る
。
テ
ブ
リ
が
深
く
は
い

る
と
ヤ
マ
は
な
か
な
か
あ
が
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
時
に
は
、
い
っ
た
ん
ヤ
マ
を
止
め
、
体
勢
を
立

て
な
お
す
。
引
き
手
た
ち
も
そ
の
ま
ま
綱
を
引
っ
張
り
、
宮
の

裏
の
畑
に
入
り
こ
ん
で
長
い
列
を
作
る
（
写
真
7–

44)

。
足
場

を
確
認
し
つ
つ
、
綱
を
引
く
手
に
力
を
入
れ
る
。
ヤ
マ
が
あ
が

り
き
り
、
向
き
を
変
え
る
と
、
こ
こ
か
ら
は
ゆ
る
や
か
な
下
り

坂
で
あ
る
（
写
真
7–

47)

。
本
殿
の
背
後
を
ヤ
マ
は
進
み
、
併

設
さ
れ
て
い
る
夷

エ
ビ
ス

社
の
裏
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
、
再
び
、
右
に

向
か
っ
て
方
向
転
換
を
行
い
宮
の
横
に
で
て
く
る
こ
と
に
な
る

（
写
真
7–

48)

。
こ
の
境け

い
だ
い内

の
草
地
の
く
だ
り
坂
は
夷

エ
ビ
ス

坂
と
呼

ば
れ
る
。
祭
り
最
後
の
ヤ
ッ
サ
ー
の
舞
台
で
あ
る
。

夷エ
ビ
ス

坂
の
ヤ
ッ
サ
ー

　
ヤ
マ
が
最
後
の
オ
オ
テ
ブ
リ
で
盛
り
あ
が
っ
て
い
る
頃
、
年

長
者
た
ち
の
一
部
と
役
員
は
、
ヤ
マ
の
オ
シ
ミ
を
長
い
ロ
ー
プ

に
掛
け
替
え
る
。
タ
カ
ヤ
マ
か
ら
通
し
た
オ
シ
ミ
を
ヤ
マ
の
前

後
の
車し

ゃ
じ
く軸

を
固
定
す
る
太
い
部
材
に
か
け
て
結
び
つ
け
る
（
写

真
7–

49
～
52)

。
役
員
は
ヤ
マ
が
な
お
っ
た
頃
を
見
は
か
ら

い
、
所
定
の
位
置
ま
で
進
ま
せ
る
。
あ
ら
か
じ
め
オ
オ
テ
ブ
リ

を
持
ち
出
し
、
停
止
線
に
用
い
る
（
写
真
7–
53)

。
ヤ
マ
が
止

ま
る
と
待
ち
か
ね
た
よ
う
に
若
い
衆
が
タ
カ
ヤ
マ
に
あ
が
っ
て

い
く
。
我
先
に
前
ヤ
マ
に
向
か
い
、「
ヤ
ッ
サ
ー
、
ヤ
ッ
サ
ー
」

と
囃は

や

し
た
て
る
。

　
オ
オ
テ
ブ
リ
は
外
さ
れ
、
代
わ
り
に
テ
ブ
リ
が
車
輪
に
据
え

7-51  オシミを結わえる7-51  オシミを結わえる

7-49  タカヤマからオシミを送る7-49  タカヤマからオシミを送る

7-50  車軸をつなぐ部材に結びつける7-50  車軸をつなぐ部材に結びつける7-52  滑り止めの柱7-52  滑り止めの柱

7-54  タカヤマにあがる若衆7-54  タカヤマにあがる若衆 7-53  坂の手前までヤマを寄せる7-53  坂の手前までヤマを寄せる

ら
れ
て
い
る
。
会
長
た
ち
は
、
オ
シ
ミ
の
固
定
と
全
体
の
安
全

を
確
か
め
る
と
、
ド
ッ
ト
コ
の
合
図
を
送
る
。
引
き
手
た
ち
が

な
だ
ら
か
な
坂
を
く
だ
り
始
め
る
。
テ
ブ
リ
が
外
れ
、
ヤ
マ
は

上
下
に
揺
れ
な
が
ら
坂
を
進
む
。
乗
っ
て
い
た
若
い
衆
は
、
動

き
出
し
た
シ
ョ
ッ
ク
で
つ
ん
の
め
り
、
ベ
ル
ト
持
ち
に
後
ろ
に

引
き
戻
さ
れ
る
。
体
勢
を
崩く

ず

し
な
が
ら
も
、
も
う
一
度
ヒ
ヨ
コ

ダ
シ
に
立
と
う
と
す
る
者
、
こ
の
機
に
乗
じ
て
前
に
出
張
ろ
う

と
す
る
者
、
倒
し
た
タ
ケ
に
押
し
出
さ
れ
る
者
も
い
る
。
何
年

か
に
一
度
は
、
勢
い
余
っ
て
ヤ
マ
か
ら
落
ち
る
者
も
で
る
。

　
ヤ
マ
は
境け

い
だ
い内
の
平
坦
な
所
ま
で
く
る
と
止
め
ら
れ
る
。
こ
ち7-55  最後のヤッサーにそなえる7-55  最後のヤッサーにそなえる

7-56  タカヤマに若い世代が並ぶ7-56  タカヤマに若い世代が並ぶ7-59  ヤッサー 2011  7-59  ヤッサー 2011  

7-58  勢いで後ろに押し戻される7-58  勢いで後ろに押し戻される

7-57  動きはじめたヤマ7-57  動きはじめたヤマ7-60  ヤッサー 20107-60  ヤッサー 2010

7-61  ヤッサー 2019   7-61  ヤッサー 2019   
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7-62  多くの腕が暴れる者ベルトを掴んでいる7-62  多くの腕が暴れる者ベルトを掴んでいる

7-63  最後のヤッサー7-63  最後のヤッサー

7-64  ヤマが止まっても騒ぎ続ける若い衆7-64  ヤマが止まっても騒ぎ続ける若い衆

7-68  所定の場所におさまる 7-68  所定の場所におさまる 

7-65  年長者がオシミを引く7-65  年長者がオシミを引く

7-66  ヤマを引きなおすオシミ7-66  ヤマを引きなおすオシミ

7-67  坂をくだるヤマを見送る神輿7-67  坂をくだるヤマを見送る神輿

ら
に
も
あ
ら
か
じ
め
オ
オ
テ
ブ
リ
が
置
か
れ
て
目
印
と
さ
れ

る
。
そ
こ
ま
で
来
て
も
若
い
衆
は
、飛
び
跳は

ね
、叫
び
続
け
る
。

タ
カ
ヤ
マ
に
人
が
多
い
と
き
に
は
、
後
ろ
ヤ
マ
で
も
ヤ
ッ
サ
ー

す
る
者
も
い
る
。
年
に
よ
っ
て
は
、
役
員
の
判
断
で
オ
シ
ミ
を

引
き
直
し
、
も
う
一
度
ヤ
マ
を
坂
の
途
中
ま
で
あ
げ
る
こ
と
も

あ
る
（
写
真
7–

67
）。

　
ヤ
マ
が
よ
う
や
く
落
ち
着
く
と
、「
馬
駆か

け
」
が
行
わ
れ
る
。

と
い
っ
て
も
、
本
物
の
馬
が
出
る
わ
け
で
は
な
い
。
市し

は
ん販
の
馬

の
被か

ぶ

り
物
を
使
っ
た
擬ぎ

じ
て
き

似
的
な
馬
駆
け
で
あ
る
（
写
真
7–

69

～
72
）。
約
一
〇
年
前
に
若
い
衆
が
試
し
た
と
こ
ろ
、
意
外
に

好
評
で
あ
っ
た
。
こ
の
馬
駆
け
は
二
、三
年
続
け
ら
れ
た
が
、

被
り
物
が
破は

そ
ん損
し
て
使
え
な
く
な
っ
た
。
そ
の
後
、
こ
の
試
み

は
し
ば
ら
く
行
わ
れ
な
か
っ
た
が
、
二
〇
一
九
年
に
二
代
目
の

被か
ぶ

り
物
が
登
場
し
、
馬
駆
け
が
再
開
さ
れ
た
。
初
代
の
馬
の
頭

が
白
馬
だ
っ
た
た
め
、
今
回
も
白
い
馬
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の

盛
り
あ
が
り
の
背
後
に
も
、
本
当
の
神
馬
が
登
場
す
る
祭
り
へ

の
期
待
が
大
き
い
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

神
輿
の
宮
入
り　

　
ヤ
ッ
サ
ー
や
馬
駆
け
が
行
わ
れ
て
い
る
間
、
神み

こ
し輿
の
行
列
も

宮
の
周
り
を
巡
る
。
ヤ
ッ
サ
ー
と
馬
駆
け
の
最
中
は
待た

い
き機
す
る

が
、
行
事
が
終
わ
る
と
再
び
移
動
を
は
じ
め
、
都
合
、
三
周
ま

わ
る
こ
と
に
な
る
。

　
周
り
終
え
た
神
輿
を
若
衆
が
担
ぎ
上
げ
る
。
小
太
鼓
も
若
い

衆
が
受
け
持
ち
神
輿
を
先
導
す
る
。
参
道
の
両
側
に
引
き
手
た

ち
の
他
、
全
て
の
観
衆
が
集
ま
る
。「
山
王
祭
り
ょ
い
」「
さ
ー

7-73   宮の周りを巡る、天狗さんは少し休憩7-73   宮の周りを巡る、天狗さんは少し休憩7-74   エビス坂を下りる神輿の一行7-74   エビス坂を下りる神輿の一行

7-69  こちらは、旧の「神馬」7-69  こちらは、旧の「神馬」

7-71  何故か、6 本足の神馬7-71  何故か、6 本足の神馬

7-70  ワラを通して馬を引っ張る7-70  ワラを通して馬を引っ張る

7-72  駆け抜ける神馬7-72  駆け抜ける神馬
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ら
ば
ひ
や
せ
」、
か
け
声
が
響ひ

び

く
。
神み

こ
し輿

は
御
仮
屋
と
同
じ
く
三
往
復
す
る
。
鳥

居
か
ら
拝は

い
で
ん殿

に
向
か
っ
て
は
ゆ
っ
く
り
と
進
み
、
拝
殿
か
ら
鳥
居
に
向
け
て
は
、

神
輿
を
低
く
持
っ
て
勇
ま
し
く
駆か

け
抜
け
る
。
鳥
居
の
手
前
で
高
く
差
さ
れ
た
神

輿
は
、
再
び
拝
殿
に
向
か
っ
て
担
が
れ
て
い
く
。
三
度
の
往
復
を
終
え
る
と
神
輿

は
、
拝
殿
の
前
に
据
え
ら
れ
、
神
主
が
御
神
体
を
神
社
の
本
殿
に
お
還か

え

し
す
る
。

ヤ
マ
の
引
き
手
、
太
鼓
、
祭
り
を
見
物
す
る
全
て
の
観
衆
が
、
宮
の
周
り
に
集
ま

り
、
宮
を
向
い
て
腰
を
お
ろ
す
。

　
そ
の
後
、
拝
殿
内
で
神
事
が
執
り
行
わ
れ
る
。
静
ま
り
返
っ
た
境け

い
だ
い内

に
太た

い
こ鼓

の

音
が
鳴
り
、
や
が
て
、
神
主
の
拍
手
の
音
が
聞
こ
え
る
。
各
々
が
そ
の
拍
手
に
合

わ
せ
て
、
二
礼
二
拍
手
一
礼
す
る
。
二
日
間
に
わ
た
っ
た
皆
月
山
王
祭
り
は
こ
こ

に
幕
を
閉
じ
る
。

7-75   囃しながら神輿を迎える7-75   囃しながら神輿を迎える

7-77   神輿を先導する小太鼓7-77   神輿を先導する小太鼓

7-76   神輿が駆け抜ける（2011）7-76   神輿が駆け抜ける（2011）

7-78   鳥居直前の神輿（2017）7-78   鳥居直前の神輿（2017）

7-79   三度目のワッショイ（2019）7-79   三度目のワッショイ（2019）

7-80   宮の鳥居前で差しあげられる神輿7-80   宮の鳥居前で差しあげられる神輿

7-81   拝殿に向かう小太鼓と神輿7-81   拝殿に向かう小太鼓と神輿

7-84  皆が拝殿に向かって腰をおろす7-84  皆が拝殿に向かって腰をおろす

7-83  若い衆たちもそれぞれ腰を下ろす7-83  若い衆たちもそれぞれ腰を下ろす 7-82  拝殿の前に据えられる7-82  拝殿の前に据えられる
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7-85  拝殿前に集った人々7-85  拝殿前に集った人々
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後
片
付
け

　
多
く
の
人
た
ち
は
、
家
族
や
友
人
、
近
所
の
者
と
連
れ
立
っ

て
帰き

と途
に
つ
く
。
し
か
し
、
青
年
会
員
（
の
多
く
）
は
、
そ
う

い
う
訳
に
は
い
か
な
い
。
ま
ず
神
事
の
後
、
神み

こ
し輿

を
拝
殿
の
中

に
運
び
こ
む
。
鳳ほ

う
お
う凰

の
飾
り
を
外
し
、
神
輿
を
担
い
で
宮
に
入

れ
る
。
そ
こ
か
ら
彼
ら
は
、
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
る
。

境け
い
だ
い内

に
残
っ
て
曳
山
の
後
片
付
け
を
す
る
者
た
ち
と
、
御
仮
屋

ま
で
下
り
て
、
御ご

へ
い幣

ギ
リ
コ
、
旗
ギ
リ
コ
、
鳥
居
の
撤て

っ
し
ゅ
う収

を
担

当
す
る
者
た
ち
で
あ
る
。

　
境
内
で
は
タ
ケ
を
倒
し
、
結
ん
で
い
た
ハ
タ
と
吹
き
流
し
を

取
り
外
し
て
た
た
ん
で
い
く
（
写
真
7–

91
）。
松
や
ア
テ
葉
か

ら
は
サ
ル
コ
を
外
す
。
宮
の
倉
庫
か
ら
、
各
々
を
保
管
す
る
大

き
な
木
箱
を
取
り
出
し
、
直
接
入
れ
る
こ
と
も
多
い
。
ゼ
ニ
ガ

タ
の
ハ
タ
の
よ
う
に
高
価
な
ハ
タ
は
、
入
れ
る
木
箱
も
別
に

な
っ
て
い
る
。

　
次
に
ヒ
ヨ
コ
ダ
シ
を
外
し
、
面
幕
、
キ
リ
幕
、
胴ど

う
ま
く幕

と
全
て

の
幕
を
外
し
て
い
く
。
こ
れ
ら
の
幕
は
、
芝
や
ワ
ラ
の
切
れ
端

を
あ
る
程
度
は
た
き
落
と
し
て
か
ら
た
た
ん
で
、
木
箱
に
入
れ

る
。
全
て
の
飾
り
を
外
し
た
状
態
に
な
る
ま
で
一
時
間
近
く
か

か
る
。

　
御
仮
屋
の
周
辺
で
は
、
旗
ギ
リ
コ
、
鳥
居
の
順
番
で
作
業
を

行
う
。
御
幣
ギ
リ
コ
は
そ
の
ま
ま
軽
ト
ラ
ッ
ク
に
乗
せ
て
宮
へ

運
ぶ
（
写
真
7–

94
、
95
）。
人
数
が
多
く
て
元
気
が
あ
れ
ば
担

い
で
行
く
年
も
あ
っ
た
。
旗
ギ
リ
コ
は
支
柱
か
ら
外
し
て
宮
ま

で
運
ぶ
。
鳥
居
は
オ
シ
ミ
を
外
し
て
倒
し
た
後
、
固
定
し
て
い

7-87   拝殿内に運ばれる神輿7-87   拝殿内に運ばれる神輿 7-86   神輿の鳳凰をとりはずす7-86   神輿の鳳凰をとりはずす

7-89  境内を後にする人たち7-89  境内を後にする人たち 7-88  ヤマのタケを外していく7-88  ヤマのタケを外していく

7-91  タケの旗や吹き流しを片付ける7-91  タケの旗や吹き流しを片付ける

7-90  旗を収納する木箱7-90  旗を収納する木箱

た
番
線
を
切
っ
て
パ
ー
ツ
ご
と
に
分
け
て
運
ん
で
い
く
。
宮
に

運
ば
れ
た
キ
リ
コ
や
鳥
居
は
、
電
球
を
外
し
て
か
ら
倉
庫
の
横

に
ま
と
め
て
お
く
。
こ
れ
ら
は
翌
日
、
人
足
が
掃
除
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。

　
翌
一
二
日
、
午
前
八
時
に
青
年
会
の
有
志
が
宮
に
集
ま
る
。

ネ
ジ
ン
を
か
け
た
状
態
の
ヤ
マ
を
解
体
し
、
片
付
け
る
た
め
で

あ
る
。
後
片
付
け
は
、
か
つ
て
は
人
足
の
分
担
で
あ
っ
た
。
基

本
的
に
青
年
会
は
関
与
せ
ず
、
役
員
た
ち
が
、
青
年
会
と
し
て

の
後
始
末
を
行
な
っ
て
い
た
。
各
場
所
に
残
し
た
御お

み

き
神
酒
の
回

収
や
折
れ
た
タ
ケ
の
処
理
、
ヤ
マ
の
運
行
表
の
回
収
、
ヤ
マ
の

運
行
へ
の
労
を
ね
ぎ
ら
う
た
め
の
御
礼
参
り
、
な
ど
で
あ
る
。

現
在
も
こ
れ
ら
の
作
業
は
、
ヤ
マ
の
解
体
後
に
役
員
た
ち
が
こ

な
し
て
い
る
。

　
青
年
会
が
ヤ
マ
の
解
体
と
片
付
け
に
加
わ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、二
〇
一
四
（
平
成
二
六
）
年
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
、

台
風
の
た
め
に
ヤ
マ
と
神み

こ
し輿
の
渡と

ぎ
ょ御
が
中
止
に
な
っ
た
。
青
年

会
の
役
員
と
区
長
や
組
親
と
の
話
し
合
い
の
末
、
集
会
所
前
で

の
ヤ
マ
の
飾
り
つ
け
だ
け
が
許
可
さ
れ
た
。結
果
的
に
ヤ
マ
は
、

海
岸
道
路
沿
い
に
ニ
シ
デ
ま
で
引
か
れ
、提ち

ょ
う
ち
ん灯
も
点
灯
さ
れ
た
。

ヤ
マ
の
運
行
に
こ
だ
わ
る
青
年
会
員
の
思
い
が
部
分
的
に
遂
行

さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
一
連
の
流
れ
の
中
で
、
自
分
た
ち
が
出

し
た
ヤ
マ
に
責
任
を
持
つ
た
め
に
、
ヤ
マ
の
片
付
け
に
も
参
加

し
た
こ
と
が
契
機
と
な
っ
た
。

　
青
年
会
に
と
っ
て
、
こ
の
作
業
が
負
担
で
な
い
と
い
え
ば
嘘う

そ

に
な
る
。
会
員
の
大
半
は
、
普
段
は
皆
月
に
は
い
な
い
。
祭
り

の
た
め
に
休
み
を
作
り
帰
っ
て
く
る
わ
け
だ
が
、
一
二
日
に
は

7-93  キリコの片付けに向かう青年会員7-93  キリコの片付けに向かう青年会員 7-92  宮の坂をおりていく村の人たち7-92  宮の坂をおりていく村の人たち

7-94  鳥居の解体に取りかかる7-94  鳥居の解体に取りかかる7-95  御幣ギリコを軽トラックにのせる7-95  御幣ギリコを軽トラックにのせる



７　本祭り⑵７　本祭り⑵

129 128

7-96  ヤマの解体作業の始まり7-96  ヤマの解体作業の始まり7-97  ダシダケを外す7-97  ダシダケを外す

7-99  外したタケをおろす7-99  外したタケをおろす 7-98  ネジンカキのワラ縄を切る7-98  ネジンカキのワラ縄を切る

7-100  ヤマの上部を解体していく7-100  ヤマの上部を解体していく

7-101  ヤマの主要部を部材ごとに分ける7-101  ヤマの主要部を部材ごとに分ける

家
族
と
と
も
に
皆
月
を
離
れ
る
者
も
多
い
。
な
か
に
は
祭
り
が

終
わ
っ
た
そ
の
日
に
戻
る
者
も
い
る
。
祭
り
の
最
中
か
ら
で
き

る
だ
け
声
を
か
け
、
協
力
者
を
募
り
、
OB
の
有
志
の
協
力
を
得

な
が
ら
、
作
業
に
従
事
し
て
い
る
。

　
ヤ
マ
の
解
体
は
、人
数
が
揃そ

ろ

え
ば
そ
れ
ほ
ど
困
難
で
は
な
い
。

た
だ
前
後
の
車
軸
を
固
定
す
る
木
製
の
留
め
具
を
外
す
作
業
や

車
軸
か
ら
車
輪
を
抜
く
作
業
は
力
よ
り
も
一
定
の
コ
ツ
が
必
要

に
な
る
。
解
体
し
た
ヤ
マ
の
部
材
は
、
宮
の
倉
庫
に
な
お
す
。

四
つ
の
車
輪
だ
け
は
、
倉
庫
の
奥
に
あ
る
神み

こ
し輿
の
台
車
置
き
の

中
に
仕
舞
う
が
、そ
れ
以
外
は
一
カ
所
に
ま
と
め
て
収
納
す
る
。

御
仮
屋
の
部
材
と
混
同
し
な
い
た
め
で
あ
る
（
準
備
編
参
照
）。

　
こ
の
日
は
並
行
し
て
御
仮
屋
の
解
体
と
部
材
の
回
収
も
行

わ
れ
る
。
こ
ち
ら
の
作
業
は
、
従
来
通
り
人
足
の
仕
事
で
あ

る
。
午
前
八
時
前
か
ら
人
足
の
男
性
た
ち
が
ユ
ニ
ッ
ク
な
ど
の

重
機
も
用
い
て
、
御
仮
屋
を
解
体
し
、
部
材
を
ト
ラ
ッ
ク
に
乗

せ
て
宮
ま
で
運
ん
で
く
る
。
昨
日
、
宮
の
倉
庫
前
に
運
び
込
ん

だ
キ
リ
コ
や
鳥
居
の
木
組
は
、
人
足
の
女
性
た
ち
が
紙
を
外

し
、
ノ
リ
を
水
洗
い
し
て
干
し
て
お
く
。
ま
た
、
神
輿
や
小
太

鼓
の
衣い

し
ょ
う装
を
干
す
作
業
も
手
分
け
し
て
行
う
。
そ
の
他
に
宮
の

化け
し
ょ
う
ま
く

粧
幕
や
旗
類
の
回
収
と
収
納
も
人
足
の
仕
事
と
な
る
。
各
々

の
作
業
は
、
ほ
ぼ
午
前
中
に
は
終
了
す
る
。

ア
ト
フ
キ

　

夕
方
、
集
会
所
に
青
年
会
員
た
ち
が
、
三
々
五
々
集
ま
っ
て

く
る
。
祭
り
の
準
備
段
階
か
ら
携
わ
っ
て
き
た
者
た
ち
の
ア
ト

フ
キ(

後
祭
り)

で
あ
る
。

7-103  車輪の前後をはずす7-103  車輪の前後をはずす 7-102   倉庫の手前まで車輪部を運ぶ7-102   倉庫の手前まで車輪部を運ぶ

7-104  ヤマの車輪を抜く7-104  ヤマの車輪を抜く7-105  車軸の片付け7-105  車軸の片付け7-106  キリコの片付け7-106  キリコの片付け

前日の片付けでは幕を外しただけで、ヤマはネジ
ンカキされて固定された状態のままである。まず、
タカヤマのダシダケを外し（7-97,99）、柱に固定
しているネジン棒と縄を切り外してから（7-98)、
ヤマの部材を外していく (7-100,101）上部の部材
を外しおえると、車輪部分を倉庫の側まで運んで
から解体する
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毎
年
、
六
時
過
ぎ
か
ら
ア
ト
フ
キ
は
始
ま
る
。
祭
り
の
期
間
中
、
裏
方
に
徹
し

た
役
員
た
ち
の
労
を
ね
ぎ
ら
う
こ
と
が
主
な
目
的
で
あ
り
、
オ
ー
ド
ブ
ル
や
寿す

し司

を
調
達
し
て
盛
り
あ
が
っ
て
い
た
。
近
年
で
は
お
酒
の
飲
め
な
い
高
校
生
や
太
鼓

の
会
で
活か

つ
や
く躍

し
て
く
れ
る
女
性
に
も
声
を
か
け
る
よ
う
に
配は

い
り
ょ慮

し
て
い
る
。
焼
肉

は
定
番
だ
が
、
近
年
は
地
元
の
サ
ザ
エ
と
ア
ワ
ビ
で
作
っ
た
ア
ヒ
ー
ジ
ョ
が
好
評

だ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
中
心
メ
ン
バ
ー
も
三
十
代
半
ば
を
超
え
、
あ
っ
さ
り
し
た

漬つ
け
も
の物

に
箸は

し

が
い
く
こ
と
が
多
い
。

　
会
が
落
ち
着
く
頃
を
見
計
ら
い
、
大
太
鼓
と
小
太
鼓
が
持
ち
出
さ
れ
る
。
好
き

な
者
が
集
ま
り
、
ヤ
マ
の
経
路
を
太
鼓
を
叩
き
な
が
ら
一
周
す
る
の
で
あ
る
。
祭

り
の
余よ

い
ん韻

を
楽
し
む
人
た
ち
、少
し
遅
れ
て
盆
の
休
み
で
戻
っ
て
き
た
人
た
ち
が
、

通
り
に
出
て
、
太
鼓
の
音
に
耳
を
傾
け
る
。
一い

っ
し
ょ
う
び
ん

升
瓶
を
進
呈
し
て
く
れ
る
家
も
あ

る
。
飛
び
入
り
で
バ
チ
を
握
る
か
つ
て
の
青
年
会
員
も
い
る
。

　
太
鼓
の
一
行
は
、
ニ
シ
デ
か
ら
海
岸
道
路
を
抜
け
、
デ
ム
ラ
に
は
い
る
。
そ
こ

か
ら
、
本
町
に
戻
り
、
神み

こ
し輿

と
同
じ
く
皆
月
荘
ま
で
周
り
、
最
後
に
宮
ま
で
あ
が

る
こ
と
が
多
い
。
何
軒
か
の
役
員
の
家
の
前
で
は
、
太
鼓
を
止
め
て
熟じ

ゅ
く
れ
ん練

し
た
者

た
ち
の
打
ち
合
い
と
な
る
。
そ
の
音
は
、
過
ぎ
て
い
っ
た
祭
り
へ
の
そ
こ
は
か
と

な
い
寂
し
さ
を
紛ま

ぎ

ら
わ
せ
、
来
年
の
祭
り
へ
の
ゆ
る
や
か
な
、
し
か
し
、
確
か
な

つ
な
が
り
を
約
束
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
夜
は
更
け
、祭
り
は
終
わ
っ
た
。皆
月
に
は
少
し
早
い
秋
の
風
が
吹
い
て
い
た
。　

　

7-109  アトフキ 20197-109  アトフキ 2019 7-108  アトフキ 2011-27-108  アトフキ 2011-2

7-107  アトフキ 2011-17-107  アトフキ 2011-1
7-110  ニシデでのアトフキの太鼓7-110  ニシデでのアトフキの太鼓7-111  デムラ、ショウゴロウ前にて１7-111  デムラ、ショウゴロウ前にて１

7-112  デムラ、ショウゴロウ前にて２7-112  デムラ、ショウゴロウ前にて２7-113  ウマも太鼓を叩く7-113  ウマも太鼓を叩く

7-114  夜更けのデムラ7-114  夜更けのデムラ



133 132

5-23   2017、川村清志 86
5-24   2019、川村清志 86 
5-25  2019、川村清志 86
5-26   2019、川村清志 87
5-27  2018、川村清志 87
5-28  2019、川村清志 87
5-29  2019、川村清志 87 
5-30   2018、川村清志 87
5-31   2019、川村清志 88
5-32   2008、岩谷浩史 88
5-33   2019、川村清志 88
5-34   2017、川村清志 88
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恵
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郎
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皆
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太
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保
存
会
会
員

　
六
郎
木 

佳
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後 

記

　
本
書
の
執
筆
と
編
集
は
、
以
下
の
よ
う
に
行
っ
た
。

　
本
書
の
「
は
じ
め
に
」
は
川
村
が
執
筆
を
担
当
し
た
。「
祭
り
の
概
要
と
近
年

の
変
化
」
に
つ
い
て
は
、
川
村
が
、
倉
本
の
文
章
を
参
照
し
つ
つ
、
全
体
の
論
旨

を
作
成
し
た
。
そ
の
た
め
、各
々
の
立
場
性
が
錯
綜
し
て
い
る
部
分
が
み
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
女
性
の
大
太
鼓
へ
の
参
加
に
つ
い
て
の
記
述
は
川
村
が
整
理
し
、
祭
り

の
連
絡
会
に
つ
い
て
は
、
倉
本
が
ま
と
め
て
い
る
。
そ
の
後
の
テ
ブ
リ
や
音
頭
取

り
へ
の
お
礼
の
形
式
に
つ
い
て
の
提
言
も
、
長
く
青
年
会
会
長
を
務
め
た
倉
本
の

立
場
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
異
な
る
視
点
か
ら
の
考
察
が
含
ま
れ
る
も
の

の
、
全
体
と
し
て
意
見
を
異
に
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
互
い
の
視
点
を
尊
重

し
う
る
記
述
を
心
が
け
た
。

　
本
文
の
う
ち
、
宵
祭
り
に
関
わ
る
一
章
か
ら
五
章
に
つ
い
て
は
、
倉
本
の
記
述

を
基
底
と
し
て
、
章
立
て
上
の
配
置
や
文
章
の
構
成
を
川
村
が
行
っ
た
。
六
章
と

七
章
に
つ
い
て
は
、
川
村
が
基
本
的
な
文
章
を
作
成
し
た
。

　
〈
コ
ラ
ム
①
〉
の
テ
ブ
リ
に
つ
い
て
は
、
倉
本
が
執
筆
を
担
当
し
た
。
自
ら
が

テ
ブ
リ
を
担
当
し
た
経
験
に
基
づ
き
、
祭
り
の
現
場
で
の
技
能
の
習
得
と
課
題
を

ま
と
め
て
い
る
。〈
コ
ラ
ム
②
〉
の
御
神
酒
係
は
、
川
村
の
御
神
酒
係
の
経
験
と

参
与
観
察
に
基
づ
い
て
執
筆
し
た
。〈
コ
ラ
ム
③
〉の
タ
カ
ヤ
マ
と
オ
オ
テ
ブ
リ
は
、

川
村
に
よ
る
参
与
観
察
に
基
づ
い
て
整
理
し
、
運
行
図
へ
の
マ
ッ
ピ
ン
グ
も
行
っ

た
。〈
コ
ラ
ム
④
〉
の
音
頭
取
り
は
、
倉
本
の
記
述
と
川
村
の
聞
き
取
り
調
査
を

重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
作
成
し
た
。

　
初
校
に
つ
い
て
は
、
沖
泙
雄
二
郎
、
河
嶋
拓
也
、
升
本 

一
理
、
小
谷
紘
樹
、

小
谷
奉
之
の
校
閲
を
仰
い
だ
。
い
ず
れ
も
青
年
会
会
長
や
役
人
を
歴
任
し
た
人
た

ち
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
指
摘
に
従
い
一
章
の
構
成
に
つ
い
て
大
幅
な
変
更
を
加
え

た
。
当
初
、
ヤ
マ
を
取
り
巻
く
配
置
の
説
明
と
ヤ
マ
の
曳
き
は
じ
め
の
叙
述
が
錯

綜
し
て
い
る
と
指
摘
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
部
分
を
二
つ
の
小
見
出
し
に
分
け
る

こ
と
に
し
た
。
ま
た
、
倉
本
か
ら
の
章
ご
と
の
詳
細
な
指
摘
を
受
け
て
、
随
時
、

テ
キ
ス
ト
や
画
像
の
修
正
と
補
完
を
行
っ
た
。
そ
の
他
の
監
修
の
指
摘
に
つ
い
て

も
初
校
の
段
階
で
、
適
宜
、
修
正
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
倉
本
か
ら
指
摘
が
あ
っ

た
術
語
や
写
真
の
カ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
一
部
、
修
正
で
き
な
か
っ
た
ペ
ー
ジ
も

あ
る
。
編
集
上
、
難
し
い
と
判
断
し
た
も
の
も
あ
る
が
、
画
像
に
つ
い
て
は
、
地

元
へ
の
還
元
と
い
う
視
点
か
ら
、
祭
り
に
参
加
さ
れ
た
多
く
の
方
を
紹
介
し
た
い

と
い
う
立
場
を
優
先
し
た
。

　
ま
た
、
初
校
の
段
階
で
、
一
章
に
御
手
洗
川
の
神
様
岩
に
つ
い
て
の
ミ
ニ
コ
ラ

ム
を
作
成
し
た
（
二
四
ペ
ー
ジ
）。
こ
れ
は
、
比
較
的
最
近
の
変
化
で
あ
る
が
、

景
観
の
変
化
や
世
代
交
代
に
よ
っ
て
急
速
に
忘
れ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た
た
め
、

祭
礼
行
事
と
合
わ
せ
て
紹
介
す
る
意
図
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
山
王
祭
り
と
直
接
関

連
し
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
割
愛
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
補
足
調
査
の
過
程
で
、
か

つ
て
鎮
火
祭
で
祀
ら
れ
て
い
た
、
デ
ム
ラ
の
神
明
社
に
あ
る
神
様
岩
を
再
確
認
す

る
こ
と
も
で
き
た
。

　
な
お
本
書
で
は
、
地
元
で
の
一
般
的
な
意
識
を
考
慮
し
て
、
曳
山
の
担
当
者
は

敬
称
略
と
し
、
神
輿
の
行
列
に
つ
い
て
は
敬
称
を
伏
し
て
い
る
。
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