
あ
が
つ
ま

吾
妻
町
の
百
八
灯

名 

称

百
八
灯

由

来

伝

承

新
盆
を
む
か
え
る
家
で
墓
地
か
ら
—
分
の
家
ま
で 

の
間
に
、
百
八
灯
を
つ
け
て
そ
の
火
で
霊
魂
を
む
か
え
ょ
う
と 

す
る
習
俗
は
、
形
の
、っ
え
で
の
仏
説
の
百
八
煩
悩
に
基
づ
く
も 

の
で
、
全
国
各
地
に
み
ら
れ
る
が
、
吾
妻
町
の
場
合
は
、
送
り 

盆
の
時
お
こ
な
う
。

八

月

十

三

日

に

仏

壇

と

は

別

に

盆

棚(

精
霊
棚)

を
造
る
〇 

十

一

日

頃

山

か

ら

と

っ

て

き

た

「き
き
ょ
う
、
か
る
か
や
、
お 

み
な
え
し
」
な
ど
の
盆
花
を
若
竹
に
さ
し
て
飾
り
、
き
ゅ
う
り
、
 

な
す
で
作
っ
た
馬
、
果
物
、
ボ
タ
モ
チ
な
ど
を
供
え
、
十

四
.

十

五
.

十
六
日
と
祖
先
の
霊
を
ま
つ
る
行
事
が
お
こ
な
わ
れ
る
。 

十
三
日
は
門
口
で
迎
え
火
を
焚
い
て
精
霊
を
迎
え
、
十
六
日
に 

は
送
り
火
を
焚
い
て
送
る
。

実

施

期

日

八

月

十

六

日

実
施
場
所 

吾
妻
郡
吾
妻
町
大
字
矢
倉 

行
沢

五
ロ
妻
町
大
字
岩
下
天
神

吾

妻

町

大

字

岩

下

姉

山

五
ロ
妻
町
大
字
岩
下
漆
貝
戸 

実

施

内

容

十
六
日
に
子
供
た
ち
は
各
家
の
盆
棚
の
飾
り
を
集 

め
て
、

ー
ヵ
所
に
持
ち
ょ
り
焼
い
て
煙
に
乗
せ
て
精
霊
を
送
り
、
 

ま
た
は
川
に
流
し
た
り
す
る
。
行
沢
は
観
音
堂
の
参
道
、
天
神 

は
田
圃
の
畦
道
、
姉

山
•

漆
貝
戸
は
道
路
と
人
々
の
見
や
す
い 

所
に
篠
竹
の
先
に
立
て
た
n

ゥ
ソ
ク
に
火
を
と
も
し
、
精
霊
へ

の
施
し
の
献
灯
と 

し
て
い
る
が
、

こ 

れ
を
百
八
灯
と
い 

ぅ
。
夕
闇
せ
ま
る 

こ
ろ
盆
棚
の
飾
り 

を
焼
い
た
精
霊
送 

り
の
火
を
U

ウ
ソ 

ク
に
移
し
て
、
た 

て
て
お
い
た
n

ウ 

ソ
ク
に
次
々
に
と 

も
し
て
い
く
。
昔 

は
子
供
た
ち
は
山 

ヘ
出
掛
け
松
の
ヒ 

デ
を
と
っ
て
き
て 

お
く
。
当
日
所

 々

に
ヒ
デ
が
あ
か
あ 

か
と
燃
え
、
大
麻

の
特
産
地
と
あ
〇
て
篠
竹
で
な
く
オ
ガ
ラ
の
先
に
コ
ウ
ガ
ン
ジ 

ロ
ウ
ソ
ク
を
さ
し
、
火
を
と
も
し
た
。

参

考

文

献

「岩
島
村
誌
」

(
丸
山
不
ー 

ー
夫)

赤
岩
の
川
施
餓
鬼

名 

称

千

代

田

の

祭

川

せ

が

き

由
来
伝
承 

盆
行
事
の
一
つ
で
、
川
に
燈
籠
を
流
し
て
精
霊
を 

送
る
。
明

治

十

年

に

赤

岩

の

豆

腐

店

「
か
ぶ
と
屋
」

の
奉
公
人 

が
利
根
川
に
あ
や
ま
つ
て
水
死
し
、
店
の
主
人
が
こ
れ
を
哀
れ 

み
、
同
十
五
年
に
赤
岩
の
光
恩
寺
の
住
職
に
供
養
し
て
も
ら
つ 

た
の
が
始
ま
り
と
い
わ
れ
る
。

お
も
に
水
難
に
遭
つ
た
人
を
供 

養
す
る
の
が
目
的
で
あ
る
が
、
現
在
で
は
町
を
あ
げ
て
の
祭
り 

と
な
つ
て
い
る
。

実

施

期

日

八

月

十

八

日(
水
死
し
た
奉
公
人
の
寺
の
盆
明
け 

の
日
と
い
わ
れ
て
い
る)

実

施

場
所 

邑
楽
郡
千
代
田
町
赤
岩 

第
一
区
公
民
館
〜
赤
岩

宿
通
り
〜
利®

川
地
先

組 

織

千
代
田
町
川
せ
が
き
実_

員
会
及
び
保
存
会

実
施
内
容 

か
つ
て
は
赤
岩
宿
の
人
々
が
行
事
を
支
え
て
き
た 

が
、
昭
和
四
十
七
年
ょ
り
千
代
田
村
と
共
催
と
な
り
「
千
代
田 

村
川
せ
が
き
納
涼
祭
」

と
改
称
、
更
に
町
制
施
行
後
の
平
成
六 

年
か
ら
現
在
の
名
称
と
な
っ
た
。

祭
り
の
当
日
、
午
後
六
時
半
こ
ろ
か
ら
、
実
施
委
員
会
と
保 

存
会
の
人
た
ち
と
町
内
の
寺
の
住
職
六
名
が
千
代
田
町
の
第
一 

区
公
民
館
に
集
ま
る
。
保

存

会

は

第

一

区(

赤
岩
の
中
宿
と
上 

宿
地
区)

の
人
た
ち
二
三
名
で
構
成
さ
れ
る
。
第
一
区
に
は
一 

三
組
の
隣
保
班
が
あ
り
、
毎
年
一
三
組
が
交
替
で
行
、っ
。
午
後 

七
時
か
ら
保
存
会
の
役
員
と
住
職
た
ち
が
行
列
を
つ
く
り
、
赤 

岩
宿
通
り
を
通
っ
て
利
根
川
に
向
か
う
。
か
つ
て
は
、
光
恩
寺 

の
住
職
だ
け
だ
っ
た
が
、
平
成
六
年
か
ら
町
内
に
あ
る
六
つ
の 

寺
の
住
職
全
員
が
祭
り
に1

し
て
い
る
。

行
列
は
、
保
存
会
の
役
員
の
う
ち
道
案
内
一
名
、
提
灯
二
名
、
 

錫

杖
(

チ
ャ
リ
ン
コ)

二
名
、•

ミ
ョ
ウ
ハ
チ
ー
名
、
太
鼓
一
名 

が
並
び
、
そ
の
後
に
住
職
た
ち
が
続
く
。
住
職
の
中
か
ら
、
そ 

の
年
の
導
師
を
選
び
、
導
師
が
お
経
を
唱
え
な
が
ら
、
鉦
を
鳴 

ら
す
。
鉦

の

「
チ
ン
」
と
い
う
音
に
続
き
、
そ
の
後
に
太
鼓
を 

た
た
き
、

ミ
ョ
ウ
ハ
チ
を
鳴
ら
す
こ
と
か
ら
、
行
列
の
こ
と
を 

「
チ

ン
•

ド

ン•

シ
ヤ
ン
」
と
も
い
う
。

利
根
川
の
堤
防 

上
に
到
着
し
た
住 

職
た
ち
は
仮
設
の 

読

経

所

に

入

り

、
 

午
後
七
時
四
十
分 

か
ら
、
午
後
八
時 

ま

で

読

経

を

行
 

ぅ
。

そ
の
間
、
利 

根
川
で
は
一
艘
の 

船
か
ら
先
祖
の
霊 

を
乗
せ
た
燈
籠
約 

五
〇
〇
個
が
保
存 

会
の
人
た
ち
に
ょ 

つ
て
次
々
に
流
さ 

れ
る
。
読
経
が
終 

わ
る
と
、
住
職
た 

ち
は
川
べ
り
に
降

盆棚の飾りを焼く(天神)

ロウソクに火がつけられる(天神)

利根川に向かう住職たちの行列



り

川

に

米

を

流

す

。

こ 

れ

は
餓
鬼
に
ご
飯
を
与 

え

る

た

め

と

い

ぅ

。

こ 

れ

が

終

了

す

る

と

、
再 

び

行

列

を

組

み

、
第
一 

区

公

民

館

に

戻

っ

て

行I

 

寧
は
終
了
す
る
。

流

す

燈

籠

は

、

現
在 

で
は
水
に
溶
け
や
す
い 

固

形

ア

ル

コ

ー

ル
を
使 

っ
た
も
の
を
使
ぅ
。

最 

後

に

流

す

燈

籠

は

、

ダ 

ン
ポ
ー

ル
を
ま
と
め
て
「 

燃

や

す

。

か

つ

て

は

、
 

ワ
ラ
を
束
ね
た
も
の
を 

燃

や

し

た

。

ま

た

四

、
 

五

年

前

ま

で

は

、
長
さ 

九
尺
く
ら
い
あ
る
ワ
ラ 

の
軍
艦
を
作
り
、

マ
ス 

卜
か
ら
舳
先
に
か
け
て 

新

盆

の

提

灯

を

飾

り

、
 

最

後

に

流

し

た

。

川
に 

流

し

た
燈
籠
は
今
は
利 

根
大
堰
が
下
流
に
で
き 

た

た

め

、

そ
の
手
前
で 

回
収
す
る
〇

川
施

餓

鬼

は

、
水
難 

者

供

養

と

し
て
の
盆
行 

事

の

一

つ

で

あ

る

が

、
 

現

在
は
千
代
田
町
の
祭

り
と
し
て
、

こ
の
他
に
盛
大
な
仕
掛
け
の
花
火
や
民
踊
流
し
、
 

舞
台
で
は
八
木
節
な
ど
も
行
わ
れ
る
。
ま
た
、
赤

岩

宿

通

り

や. 

利
根
川
堤
防
上
に
は
多
く
の
露
天
商
が
出
店
し
、
町
内
は
も
と 

ょ
り
近
在
か
ら
約
四
万
人
の
人
で
賑
わ
い
、
対
岸
の
埼
玉
県
側 

に
も
露
天
商
が
出
て
賑
わ
ぅ
。

(

岡
屋
紀
子)

大
島
の
火
祭
り

名 

称

ヒ
ヤ
ク
ハ
ッ
ト
ウ

由

来

伝

承

奈
良
時
代
に
大
島
を
治
め
、
朝
廷
に
謀
反
の
疑
い 

で
討
た
れ
た
羊
太
夫
の
霊
を
弔
ぅ
た
め
に
始
め
ら
れ
た
と
い
ぅ 

伝
承
が
あ
る
。

実

施

時

期

毎
年
八
月
十
六
日 

 

実
施
場
所 

富
岡
市
大
島
の
城
山
の
北
面
中
腹

組 

織

大

島

火

祭

り

保

存

会(

大
島
地
区
各
世
帯
に
ょ
っ 

て
構
成
さ
れ
、
代
表
は
区
長
が
務
め
て
い
る
。)

実
施
内
容 

十
六
日
の
夕
方
、
大
島
地
区
の
各
世
帯
か
ら
一
名 

ず
つ
が
城
山
の
中
腹
に
集
ま
り
、
火
文
字
を
作
る
場
所
の
草
を

払

ぅ

。

そ
の
場 

で
協
議
し
て
文 

字

を

決

め

、,
縄 

を
文
字
の
形
に 

張

る

。
張
っ
た 

縄

に

あ

わ

せ
 

て
、

石
油
を
浸 

し

た

布

を

入 

た
金
属
製
の
容 

器

を

立

て

、

一
 

斉
に
点
火
し
て 

山

を

下

り

る

。 

点
火
に
使
っ
た 

タ

イ

マ

ツ

は

、
 

火
を
つ
け
た
ま 

ま
集
落
ま
で
持 

っ

て

き

て

消
 

す
〇点

火
用
具
は
以
前
は
各
戸
か
ら
持
ち
寄
っ
た
麦
藁
を
竹
の
串 

に
結
わ
え
た
も
の
だ
っ
た
が
、
燃
焼
時
間
が
短
か
っ
た
こ
と
か 

ら
、
昭
和
三
十
七
年
か
ら
は
竹
筒
に
布
を
入
れ
て
用
い
る
ょ
ぅ 

に
な
り
、
さ
ら
に
昭
和
四
十
七
年
か
ら
は
金
属
製
の
容
器
に
変 

わ
っ
た
。

大
島
の
百
八
燈
は
、
盆
の
時
期
に
行
わ
れ
る
共
同
の
行
事
で 

あ
り
、
そ
の
年
の
平
穏
を
祈
願
す
る
も
の
ど
な
っ
て
い
る
。
そ

し
て
、
そ
の
年
に
因
ん
だ
こ
と
や
願
い
ご
と
か
ら
、
每
年
、
作 

る
火
文
字
を
選
ぶ
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。

平
成
十
一
年
に
は
、
明
る
い
年
に
な
る
よ
ぅ
に
と
い
ぅ
願
い 

を

込

め

て

「_

」

で
あ
っ
た
。
な
お
、
平
成
六
年
か
ら
十
年
は 

順
に
、
雨
•

災
•

水
•

正
.

直
で
あ
っ
た
。
富
岡
市
内
で
は
大 

島
の
ほ
か
、
神
農
原
、
上
丹
生
で
盆
時
期
に
村
行
事
と
し
て
百 

八
燈
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
文
字
で
は
な 

く
、
山
の
上
で
、
百
八
つ
の
灯
り
を
灯
す
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。 

(

渋
澤
克
枝}

利根川堤防上の仮設の読経所利根川に流される燈籠

点火具を立てる



二
〇 

節

供

に

行

わ

れ

る

特

色

あ

る

祭

礼
•

行

事

乙
父
の
お
ひ
な
が
ゆ

名 

称 

お
ひ
な
が
ゆ
。
方
言
お
ひ
な
ぎ
ゃ
あ
。 

由

来

伝

承

昔
、
神
流
川
上
流
か
ら
お
姫
様
が
流
さ
れ
て
き
た 

の
を
村
人
が
助
け
、

い

と

し

が

っ

て(

か
わ
い
そ
ぅ
に
思
っ
て) 

お

か

い
(

粥)

を
煮
て
も
て
な
し
た
。

ま
た
、
都
落
ち
し
て
き
た
お
姫
様
を
河
原
に
シ
ロ
を
築
い
て 

住
ま
わ
せ
、
お
か
い
を
煮
て
食
べ
さ
せ
た
、
と
の
両
説
が
あ
る
。 

八
歳
か
ら
中
学
生
く
ら
い
ま
で
の
子
供
た
ち
が
河
原
に
シ
ロ 

と
い
ぅ
石
垣
を
丸
く
築
き
、
薪

で

お

か

い(

粥)

を
煮
て
、

シ 

ロ
の
中
で
お
か
い
を
食
べ
る
。

実
施
期
日 

四
月
三
日 

地
域
の
お
即
供
の
日

実
施
場
所 

多
野
郡
上
野
村
乙
父
の
神
流
川
右
岸
の
河
原 

組 

織 

お
ひ
な
が
ゆ
保
存
会
、
子
供
会
育
成
会
が
あ
る
。 

平
成
十
年
十
二
月
一
日
、
記
録
作
成
等
の
措
置
を
講
ず
る
ベ 

き
も
の
と.
し
て
国
に
選
択
さ
れ
た
。

実

施

内

容

わ
が
国
で
は
古
く
か
ら
春
を
待
ち
兼
ね
て
野
外
に 

出
て
一
日
遊
び
、
共
同
飲
食
を
す
る
習
俗
が
、
広
く
行
わ
れ
て 

い
た
。
今
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
が
、
乙
父
の
お
ひ
な
が
い 

は
、
共
同
飲
食
を
し
た
春
の
野
遊
び
と
雛
祭
り
が
結
び
付
い
た 

も
の
と
み
ら
れ
る
。

大
正
末
か
ら
昭
和
初
期
の
お
ひ
な
が
い

子
供
た
ち
は
お
ひ
な
が
い
を
と
て
も
楽
し
み
に
し
て
い
た
。 

春
休
み
に
な
る
と
、
水
汲
み
や
、
弟
妹
の
子
守
、
そ
の
ほ
か
に

家
の
仕
事
を
手
伝 

っ
て
か
ら
河
原
へ 

と

ん

で
っ

て

、

て 

ん

で

ん

に
(

め
い 

め
い
に)

シ
ロ
の 

石

垣

を

積

ん

だ

。 

石

は

ビ

ャ

ー
ト
リ 

ガ

チ
(

奪
っ
た
者 

が
勝
ち)

で
取
り 

つ
こ
に
な
る
こ
と 

も

あ

る
。

石
を
抱 

き

か

か

え

た

り

、
 

で
か
い
の
は
、
転 

が
し
た
り
し
て
シ 

ロ
の
回
り
に
石
を 

運
び
集
め
る
。

石 

垣
の
高
さ
三
〜
四 

〇

.•̂

石
垣
の
内

径 

一̂

余.

か
ら4

^

き
く
も
小
さ
く
も
い
い
。

一  

人
で
一
つ
シ 

ロ
を
作
っ
た
。
仲
間
が
幾
人
か
で
一
つ
の
シ
ロ
を
作
る
こ
と
も 

あ
る
。
出
入
り
口
を
あ
け
て
、
中
小
の
石
を
突
っ
か
っ
て
石
を 

積
む
。

出
入
り
口
の
反
対
側
の
奥
に
、
平
ら
な
石
を
棚
の
ょ
ぅ
に
エ 

夫
し
て
、
小
さ
な
天
神
様
を
飾
る
場
所
を
作
っ
た
。

お
か
い
を
煮
る
か
ま
ど
は
丁
度
ょ
け
な
石
を
コ
の
字
型
に
置 

い
て
ナ
ベ
を
の
せ
、
火
を
燃
や
し
て
お
か
い
を
煮
る
。

四
月
三
日
、
お
ひ
な
が
い
の
日
、
ど
こ
の
家
で
も
おi

即
供
だ 

か
ら
座
敷
に
お
雛
様
を
飾
り
、
キ
ミ
餅
、

ア
ワ
餅
、

モ
チ
グ
サ 

餅
な
ど
搗
い
て
、
菱
形
に
切
っ
て
進
ぜ
て
あ
る
。
子
供
は
嬉
し 

く
て
早
起
き
し
て
、
着

物

の

上

に

綿

入

れ

の

半

天(

纏)

を
着 

て
、
足
袋
を
履
い
て
身
支
度
を
し
た
。
米
を
入
れ
た
ナ
ベ
、
お 

椀
に
箸
、
杓
子
、
お
か
い
の
お
か
ず
に
オ
コ
ー

コ
(

沢
庵)

、
葱 

味

噌
(

刻
ん
だ
生
ネ
ギ
と
味
噌
を
ま
ぜ
た
も
の)

か
カ
ツ
ブ
シ 

味
噌
、
煮
物
な
ど
、
家
に
あ
る
も
の
を
お
弁
当
箱
に
入
れ
て
行 

く
。
焚
き
付
け
に
杉
っ
ぱ
を
、
燃

し

も

の

に

カ

ズ

ガ

ラ(

蒸
し 

て
皮
を
剥
き
紙
を
す
い
た
楮
の
芯
棒)

一
わ
、

ム
シ
ロ
、

ツ
ケ 

ギ
(

マ
ッ
チ
の
代
用)

も
忘
れ
ず
籠
に
で
も
入
れ
、
家
で
焼
い

た
炭
も
背
負
っ
て
っ 

た
。雛

壇
の
素
焼
き
の 

小
さ
い
天
神
様
も
着 

物
の
懐
に
入
れ
、
近 

所
の
子
を
呼
ば
っ
て 

河
原
へ
行
く
。

四
月 

と
は
い
え
ま
だ
川
風 

が
寒
い
。
河
原
の
自 

分
の
シ
ロ
に
荷
を
置 

い
て 

ま
ず
川
の
水 

で
お
か
い
の
米
を
と 

い
だ
。
水
が
冷
た
い
。 

棚
に
天
神
様
を
飾
っ 

て
、
そ
の
あ
と
カ
マ 

ド

に

杉

っ

ば

を

置
 

き

、

火

を

燃

や

す

。

そ
の
間
に
も
友
達
の
シ
ロ
を
の
ぞ
い
た
り
、
お
し
ゃ
べ
り
し
た 

り
、
ま
ま
ご
と
の
延
長
の
ょ
う
で
面
白
か
っ
た
。

遊
び
に
夢
中
で
火
が
消
え
た
り
、
吹
き
こ
ぼ
れ
て
火
が
消
え 

た
り
す
る
。

そ
の
度
に
、
火
に
顔
を
近
付
け
て
ぷ
一
ぷ
ー
ロ
で 

吹
い
て
燃
や
す
。
水
が
減
っ
て
焦
げ
そ
、っ
に
な
っ
た
ら
お
椀
で 

水
を
汲
ん
で
き
て
入
れ
た
り
し
た
。

シ
ロ
の
真
ん
中
を
少
し
掘
っ
て
回
り
を
石
で
囲
っ
て
、
お
こ 

し
た
炭
を
置
き
、
枯
れ
木
を
め
っ
け
て
き
て
石
の
上
に
渡
し
て 

そ
の
上
に
半
天
を
脱
い
で
掛
け
て
こ
た
つ
の
真
似
ご
と
を
し
た
。 

や
っ
と
お
か
い
が
煮
え
る
と
、
天
神
様
に
進
ぜ
る
。

シ
ロ
の
中 

の
ご
ろ
ご
ろ
す
る
大
き
い
石
を
ど
か
し
て
、

ム
シ
ロ
を
す
い
て 

座
っ
て
、
お
椀
に
お
か
い
を
盛
っ
て
、
持
っ
て
き
た
お
か
ず
を 

セ
ー

テ
(

添
え
て)

食
べ
た
。

ふ
だ
ん
は
わ
ず
か
な
米
に
ひ
き 

割
り
を
混
ぜ
て
煮
た
、
ひ
き
割
り
飯
を
食
べ
た
が
、

こ
の
日
は 

割
り
を
入
れ
な
い
米
の
お
か
い
だ
か
ら
う
れ
し
い
。
特
別
ご
馳 

走
は
な
い
け
れ
ど
う
ん
ま
か
っ
た
。

お
か
い
を
煮
る
の
に
手
間 

取
っ
て
腹
が
減
っ
て
る
か
ら
余
計
、っ
ん
ま
か
っ
た
。-

そ
の
あ
と
は
み
ん
な
と
カ
ル
タ
や
、
す
ご
ろ
く
、
オ
ヒ
ー
ト 

(

お
手
玉)

な
ん
か
し
て
遊
ん
だ
。
小
遣
い
で
鉄
砲
玉
や
駄
菓
子 

を
買
っ
て
っ
て
み
ん
な
と
食
べ
た
。
家
か
ら
さ
つ
ま
い
も
の
切

川原沿いのシロ

お粥を煮る

シロの中で食事



り
干
し
や
、
カ

チ

グ

リ
(

干
し
て
皮
を
剥
い
た
ク
リ)

な
ん
か 

持
っ
て
き
た
子
も
い
た
。
弟
や
妹
が
く
る
と
お
か
い
を
盛
っ
て 

や
っ
て
食
べ
さ
せ
て
面
倒
を
み
た
。

お
昼
に
も
残
っ
た
お
か
い 

を
食
べ
て
、
な
か
ら
夕
方
ま
で
遊
ん
で
、
片
付
け
て
帰
っ
た
。

昭
和
初
期
か
ら
四
十
五
年
こ
ろ
ま
で
の
お
ひ
な
が
い

シ
ロ
を
作
る
〇

子
供
た
ち
は
河
原 

の
氷
が
解
け
始
め
る 

三
月
十
日
こ
ろ
か
ら 

気
の
あ
つ
た
仲
間
五 

〜
六
人
で
シ
ロ
作
り 

を
始
め
た
。
な
る
ベ 

く
手
頃
な
石
の
多
い 

場
所
を
選
ぶ
。
ま
ず 

直
径
二̂

ほ
ど
の
円 

を
描
き
、
そ
の
円
の 

外

側

を

深

さ

二

〇 

V
、

幅
五
〇̂

く
ら 

い
掘
る
。

み
ん
な
で 

石
を
運
び
集
め
、
大 

き
な
石
を
選
び
出
入 

り
ロ
か
ら
積
み
始
め

る
。

こ
こ
は
大
事
な
の
で
念
入
り
に
す
る
。

石
は
内
側
と
外
側 

と
二
重
に
積
み
、
隙
間
に
は
適
当
な
石
を
あ
て
が
っ
て
積
み
上 

げ
る
。
う
ま
く
積
む
と
中
学
生
の
背
丈
ほ
ど
も
積
め
る
。
そ
の 

上
に
竹
や
木
を
渡
し
て
、
不
用
に
な
っ
た
雨
戸
な
ど
の
せ
、
さ 

ら
に
ム
シ
ロ
を
の
せ
た
。
出
入
り
口
に
も
ム
シ
ロ
を
下
げ
て
中 

が
見
え
な
い
よ
う
に
し
た
組
も
あ
る
。

シ
ロ
の
真
ん
中
に
炉
を 

作
り
回
り
に
は
ム
シ
ロ
を
す
い
て
仕
上
が
り
だ
が
、

日
数
は
大 

き
さ
に
よ
っ
て
違
う
が
、
だ
い
た
い
七
日
か
ら
十
日
く
ら
い
だ 

っ
た
。

シ
ロ
は
だ
い
ぶ
前
か
ら
作
り
始
め
、
十
日
く
ら
い
前
に
出
来 

上
が
る
。
学
校
か
ら
帰
る
と
川
へ
と
ん
で
っ
て
カ
ジ
カ
を
と
っ 

た
り
、
焼
い
て
食
べ
た
り
、
シ
ロ
で
遊
ん
だ
子
も
い
る
。

女
の
子
の
シ
ロ
は
か
わ
い
そ
う
だ
っ
た
。
石
を
持
っ
て
い
か 

れ
な
い
よ
う
に
印
を
し
と
い
た
。

石
垣
も
低
く
、
現
在
の
も
の 

に
近
か
っ
た
。
男
の
子
は
お
か
い
が
う
ま
く
煮
ら
れ
な
い
か
ら

お
か
い
を
分
け
て
も
ら
っ
た
。
女
の

子

の

シ
n

に
は
小
さ
い
子 

が
い
た
。
近
く
の
子
供
が
や
っ
て
き
た
。
子
守
っ
こ
や
、
子
供 

を
お
ぶ
っ
て
く
る
子
も
い
た
。

石
が
な
く
な
る
と
シ
n

の
中
を 

掘
っ
た
。

こ
う
す
る
と
天
井
は
高
く
な
る
が
、
河
原
だ
か
ら
水 

が
溜
ま
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

近
く
の
シ
ロ
へ
遊
び
に
行
っ
た
り
シ
ロ
同
士
の
交
流
が
あ
っ 

た
と
い
う
。 

, 

当
日
持
っ
て
い
く
も
の

米
一
合
、
茶
碗
、
箸
は
各
自
持
つ
。
焚
き
付
け
、
薪
、
ナ
ベ
、
 

ま
な
板
、
包
丁
、
お
雛
様
か
天
神
様
、
供
え
餅
、

コ
タ
ツ
な
ど 

は
分
担
し
て
持
っ
て
行
く
。

お
か
ず
は
タ
ク
ア
ン
や
ィ
ワ
シ
の 

缶
詰
な
ど
を
持
っ
て
っ
た
。
ま
た
小
遣
い
を
出
し
合
っ
て
魚
の 

缶
詰
や
、

メ
ザ
シ
な
ど
を
買
っ
た
。
醤
油
飯
を
煮
た
こ
と
も
あ 

る
〇服

装 

-

普
段
着
だ
が
ま
だ
寒
い
の
で
洋
服
の
上
に
綿
入
れ
の
半
天
姿

だ
っ
た
。

い
ま
は
軽
く
て
暖
か
い
ジ
ャ
ン
パ
ー
の
子
も
い
る
。

ぉ
雛
様

シ
ロ
の
入
り
口
の
奥
に
作
っ
た
石
の
棚
に
、
天
神
様
か
お
雛 

様

を

飾

る
(

飾
ら
な
い
シ
ロ
も
あ
る)

。
梅
の
花
か
菜
の
花
で
も 

あ
れ
ば
空
き
瓶
に
で
も
入
れ
て
飾
る
。

シ
ロ
の
入
り
口
を
天
神 

様
に
向
け
て
開
け
て
お
く
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
う
す
る
と
雛
も 

天
神
様
の
方
を
向
く
わ
け
で
あ
る
。

炭
焼
き

昭
和
三
十
年
代
に
は
、
男
の
子
が
本
も
の
の
炭
焼
き
窯
を
真 

似
て
、
小
型
の
炭
窯
を
作
っ
て
炭
焼
き
を
し
た
。

こ
の
シ
ロ
を 

作
る
の
と
同
じ
河
原
で
、
小
さ
な
炭
窯
を
築
い
て
、
枯
れ
木
を 

拾
い
集
め
て
焼
い
た
炭
で
お
か
い
を
煮
た
り
、

こ
た
つ
に
入
れ 

た
。そ

の
他

-

お
ひ
な
が
ゆ
保
存
会

上
野
村
乙
父
七
区•

十
一
区
区
長
が
交
替
で
会
長
を
す
る
。 

地
区
の
班
長
も
名
を
連
ね
る
。

会

長

黒

沢

久

男

氏

十

一

区

お
ひ
な
が
ゆ
の
名
を
消
滅
さ
せ
な
い
ょ
、っ
協
力
活
動
す
る
。 

会

員

数

六

〇

名

予
算
額 

年

間

九

万

円(
村
か
ら
の
補
助
金)

子
供
会
育
成
会
お
ひ

な

が

ゆ

に
参

加

す
る

子

供

の

親
た

ち 

が
入
っ
て
子
供
の
面
倒
を
見
る
。

活
動 

両
会
と
も
お
び
な
が
ゆ
の
伝
承
、
継
続
の
た
め
活
動 

^
9
^
/
^
 

〇
か
っ

て
は

上

野
村

西

部

の
各
集
落
で
も
行
わ
れ
て
い
た
が 

昭
和
二
十
年
代
に
ほ
と
ん
ど
消
滅
し
た
。
昭
和
三
十
五
年
ご
ろ 

か
ら
、

マ
スn

ミ
に
注
目
さ
れ
て
取
材
に
く
る
よ
う
に
な
る
。 

こ
の
こ
ろ
は
子
供
の
数
も
多
か
っ
た
。
だ
が
子
供
は
減
り
、
石 

積
み
の
技
術
も
低
下
す
る
の
で
、
行
政
も
地
区
の
子
供
会
育
成 

会
に
協
力
を
要
請
し
て
対
応
す
る
状
況
と
な
る
。

大
水
が
出
る
と
シ
ロ
は
流
失
す
る
の
で
、
育
成
会
は
昭
和
五 

十
年
代
後
半
に
内
径
四̂

ほ
ど
の
大
き
な
シ
ロ
三
基
を
築
き
、
 

お
か
い
は
母
親
た
ち
が
作
っ
て
面
倒
を
見
る
。
し
か
し
、
平
成 

十
一
年
八
月
の
出
水
で
流
さ
れ
た
。.

補
助
金
は
当
日
の
費
用
に
当
て
る
。

お
か
い
の
米
、
副
食
、
 

豆
炭
な
ど
を
買
い
、
カ
メ
ラ
マ
ン
に
も
お
か
い
や
味
噌
汁
を
振 

る
舞
う
。

資

料

「
乙
父
の
お
ひ
な
が
ゆ
」

埼
玉
県
小
鹿
野
町
の
河
原
沢
川
で
「
お
ひ
な
げ
え
」
を
や
る
。 

乙
父
と
同
じ
よ
う
に
円
形
に
石
垣
を
積
ん
で
、
そ
の
中
で
幼
稚 

園
か
ら
小
学
生
が
お
か
い
を
食
べ
る
。
今
年
は
二
〇
人
程
参
加 

し
た
。
薪

を

燃

や

し

て

保

存

会

の

親

た

ち
が

お

け
え(

粥)

を 

煮
て
面
倒
を
見
る
。
お
ひ
な
げ
え
を
な
ぜ
す
る
の
か
、
特
に
伝 

承
は
な
い
と
い
、っ
。

(

土
屋
政
江)

棚にお雛様を飾る



ニ

ー

太

鼓

を

祭

具

と

す

る

祭

り
.

行

事

中
之
条
町
の
鳥
追
い

名 

称

鳥
追
い
祭
り

由
来
伝
承 

こ
の
鳥
追
い
祭
り
は
昔
は
五
穀
豊
穣
祈
願
の
予
祝 

行

事

の

「鳥
追
い
」

で
あ
っ
た
が
、
近

年

に

な

っ

て

「祭
り
」 

の
二
字
を
加
え
て
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
予
祝
行
事
は
道
祖
神
を
ま
つ
っ
て
悪
霊
、
悪
病
、
災
難 

を
排
除
し
、
作
物
を
荒
す
害
虫
、
害
鳥
獣
を
追
い
は
ら
っ
て
、
 

五g

秋
豊
穣
、
厄
よ
け
を
願
う
行
事
で
あ
っ
た
が
、
町
が
商
業
町 

化
し
た
の
で
商
売
繁
昌
を
加
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
以
前
は
町 

内
の
子
ど
も
が
、
松
の
内
が
す
む
と
、
正
月
の
松
か
ざ
り
な
ど 

で
道
祖
神
の
近
く
に
小
屋
を
つ
く
り
、
餅
な
ど
の
食
糧
を
持
ち 

こ
ん
で
何
日
も
泊
ま
り
こ
み
十
四
日
の
朝
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。 

十
四
日
の
朝
四
時
、

一
番
鳥
の
鳴
く
頃
に
な
る
と
子
ど
も
た
ち 

は

町

内

を

「ど
う
ろ
く
じ
ん
が
も
え
だ
す
ぞ
」
と
大
声
で
叫
び 

な
が
ら
ま
わ
る
。

こ

れ

で

町

の

人

は

目

を

さ

ま

し

「繭
玉
」

な 

ど
を
用
意
す
る
。

五
時
、

二
番
鳥
の
鳴
く
頃
に
な
る
と
ま
た
同 

じ
こ
と
を
す
る
〇
町
内
の
人
は
こ
の
声
で
道
祖
神
の
小
屋
へ
と 

向
か
い
、

一
同
が
集
ま
る
と
、
小

屋

に

火

が

つ

け

ら

れ

て

「
ど 

ん
ど
ん
焼
き
」

が
は
じ
ま
る
。
子

供

の

「書
き
ぞ
め
」
を
も
や 

し
、
も
え
か
す
が
高
く
あ
が
る
と
字
が
じ
よ
う
ず
に
な
る
な
ど 

と
言
い
、
持
っ
て
い
っ
た
木
の
枝
に
さ
し
た
繭
玉
を
焼
い
て
た 

べ
る
と
風
邪
を
ひ
か
な
い
な
ど
の
言
い
伝
え
が
あ
っ
た
。

「ど
ん 

ど
ん
焼
き
」

が
終
わ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
家
に
帰
り
、
ひ
と
休
み
し 

て

「鳥
追
い
」
を
は
じ
め
た
の
だ
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
な
ら 

わ
し
で
あ
っ
た
が
太
平
洋
戦
争
中
、
戦
争
後
、
松
か
ざ
り
を
し 

な
く
な
っ
て
か
ら
、
ど
ん
ど
ん
焼
き
か
ら
鳥
追
い
へ
の
行
事
は 

な
く
な
り
、
鳥
追
い
だ
け
の
行
事
と
な
っ
た
。

言
い
伝
え
に
よ
れ
ば
、
こ

め

行

事

は

慶

長

九

年(

一
六
〇
四) 

に
は
じ
め
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た 

か
わ
か
っ
て
い
な
い
。
文

政

八

年
(

一
八
二
五)

か
ら
中
之
条 

町
は
、
九

代

将

軍

家

重

の

二

男

「清
水
大
納
言
」
(

旗
本)

が
領 

主
と
な
り
善
政
を
行
っ
た
名
君
で
あ
っ
た
。
当
時
農
村
は
疲
弊 

し
、
享
保
の
頃
二
八
五
〇
人
だ
っ
た
人
口
も
六
〇
〇
人
に
減
少 

し
、
そ

れ

に

加

え

て

続

く

「き
き
ん
」

で
生
活
は
お
び
や
か
さ 

れ
て
い
た
。
清
水
卿
は
こ
れ
を
深
く
心
配
し
て
、
人
口
増
殖
を

計
る
た
め
、
種
々
の 

施
策
を
施
し
、

五
穀 

豊
穣
を
祈
願
し
農
民 

の
心
を
鼓
舞
す
る
た 

め
に
鳥
追
い
を
再
興 

し

た

と

伝

え

ら

れ 

る
〇当

時
の
町
の
大
庄1

 

屋
、
町
田
重
兵
衛
は 

非
常
に
太
鼓
ず
き
な 

人
で
、
町
を
上
と
下 

の
二
町
に
わ
け
競
争 

で4
^

き
な
太
鼓
を
つ 

く
ら
せ
た
の
で
年

 々

大
き
な
太
鼓
に
な
っ 

た
と
い
わ
れ
る
〇
鳥

追
い
の
日
に
は
太
鼓
の
音
が
二
〇％

も
離
れ
た
大
道
峠
、
暮
坂 

峠
は
て
は
前
橋
や
三
国
峠
に
ま
で
聞
こ
え
た
と
い
わ
れ
る
が
、
 

そ

の

頃

は

「
バ
チ
」

の
長
さ
を
制
限
し
な
か
っ
た
の
で
二̂

も 

の
長
い
の
を
使
っ
た
た
め
と
い
わ
れ
、
毎
年
皮
の
張
り
替
え
を 

す
る
の
で
費
用
が
か
さ
み
、

つ
い
に
明
治

三

十

年(

一
八
九
七) 

か

ら

中

断

し

大

正

七

年(

一
九
一
八)

ま
で
行
わ
れ
な
か
っ
た
。 

大
正
八
年
好
景
気
の
波
に
の
っ
て
町
の
有
志
に
ょ
っ
て
再
興
さ 

れ
た
。

そ

の

時

に

「
バ
チ
」

の

長

さ

も

一

尺

八

寸(

五
四T

)

 

と
規
定
さ
れ
現
在
も
守
り
続
け
ら
れ
て
い
る
。
(
太
平
洋
戦
争
中 

六
年
間
休
ん
だ)

。
昭

和

五

八

年(

一
九
八
三)

太
鼓
十
一
個
が 

群
馬
県
指
定
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。
太
鼓
の 

大
き
さ
、
制
作
年
代
な
ど
は
次
の
ょ
ぅ
で
あ
る
。

一
号
太
鼓
の
胴
の
内
側
の
墨
書
銘

常
陸
国
真
壁
郡
本
木
村
、
武
蔵
屋
庄
蔵
作
之

御

太
鼓

師

高

橋

又

左

衛

門

重

政

製

之

慶
応
三
丁
卯
十
二
月
吉
日 

江
戸
浅
草
新
町

西
御
丸
御
用
、
御
櫓
御
太
鼓
師
、
大
阪
屋
三
治
郎
張
之 

世
話
人 

杉
本
角
造
、
大
森
武
平
、
剣
持
亀
太
郎

鹿
野
佐
七
、

田
村
龍
太
郎
、
高
橋
国
平

高
橋
長
十
郎

二
号
以
下
の
墨
書
銘
は
略
す

中
之
条
町
の
近
村
の
鳥
追
い
は
子
ど
も
が
主
体
で
行
ぅ
の
が 

多
い
が
、
中
之
条
町
は
む
か
し
か
ら
成
年
男
子
が
行
、っ
め
ず
ら 

し
い
も
の
で
あ
る
。
最
近
に
な
っ
て
シ
ョ
ー
的
色
彩
が
こ
く
な 

っ
て
き
て
い
る
が
伝
統
を
受
け
つ
ぐ
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。 

実

施

期

日

一
月
十
三
日

実
施
場
所 

吾
妻
郡
中
之
条
町
大
字
中
之
条
町
地
内
に
、

一
部 

西
中
之
条
を
含
め
て
い
る
。

組 

織 

氏
子
総
代
、
祭
長
、
祭

典

幹

事
(

神
事
、
み
か
ん 

な
ど
投
げ
る
と
き
の
お
は
ら
いi

寺
)々

太
鼓
の
運
行
は
、
上
之
町
、
中
之
町
、
下
之
町
、
堅
町
、
王 

子
町
、
宮
本
町
、

田
町
、
小
川
町
、

の
八
つ
の
町
に
わ
か
れ
、
 

各
町
内
に
頭
、
副
頭
、
若
頭
、
若

世

話
(

町
内
に
ょ
り
多
少
異

な
る}

な
ど
の
役 

が
置
か
れ
、
頭

は
T
 

毎

年

交

代

で

当

番

一  

頭

が

全

体

を

統

率

；  

実

施

内

容

一
月 

十

三

日

朝

九

時

、I
 

各

町

内

か

ら

頭

、„ 

な

ど

五

人

出

て

、
 

太

鼓
を
出
し
、
飾
. 

り

つ

け

な

ど

を

し
I
 

て

町

の

中

心

地

に_ 

並

べ
る
。

こ
の
時 

か

ら

誰

で

も

た

た- 

け

る

よ

ぅ

に

し

、
..I
 

夜

は

町

内

の

家

に

：  

あ
ず
け
る
。

十

四

日

当

日

、_ 

午
前
中
力
ら
町
中 

で
諸
準
備
が
行
わ 

れ
、
外
商
組
合
の 

店
も
は
ら
れ
る
。
I

午

後

一

時

頃

、

i  

町

の

氏

神

伊

勢

宮, 

に

集

ま

り

神

事
I

太鼓を打つ

太鼓の寸法•材質及び製作年代

名称直径(張皮面)__胴周囲(中央)胴 長 材 質 製作年代j:西暦)

1_号 ____103______397 115 _ ケヤキ 牛皮 慶応3年(1867)
2 号 103 382 111 ク 文久元年(1861)
3 号 97________ 372_______ 100 々 慶応 3 年(1867)
4 号 75_______ 311_______ 90__ ク 安政 2 年(1855)
5 号 67 275 75 々 安政5年(1858)
6 号 _____ 62_______ 255 _______70 _ 々 天保11年(1840)
7 号 _____ 63_______ 234 _______62__ ク 宝暦13 年(1763)
8 号 54 230 60 ク 天保12 年(1841)
9 号 51  216 58 ～ ク 弘化 3 年(1846)

10 号 44 185 54 ク 寛政 4 年(1792)
11号〔 39 LZ153 I 43 | ［不 B平



(

祝

詞

奏

上

、
玉 

串

奉

奠
)

を

執
 

行

、

太

鼓

の

お 

祓

い

を

行

っ

て 

町

内

へ

太

鼓

の 

運

行

が

は

じ

ま 

る
〇

伊

勢

宮

を

出 

た

太

鼓

は

小

川 

町 

田
町 

上 

之

町

、

中

之

町

、
 

下

之

町

、

堅

町

、
 

王

子

町

、

宮

本 

町

と

太

鼓

を

た 

た

き

な

が

ら,
運 

行
す
る
〇

太

鼓

の

運

行

を
す
る
町
内
毎
に
、
商
売
繁
昌
、
厄

年

の

人

の

厄

払

い(

厄
お 

と
し)

に
、

み
か
ん
そ
の
他
の
品
物
を
投
げ
る
。
中
之
条
町
商 

店

会

に

入

会

し

て

い

る

町

内

は

二

回(

昼
は
商
店
会
で
一
回
、
 

夜
は
商
売
繁
昌
、
厄
お
と
し
の
一
回)

、
商
店
会
に
入
っ
て
い
な 

い
町
内
は
昼
の
運
行
時
に
一
回
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
〇
昼 

は
、
小
川
町
公
民
館
、
上
之
町
駐
車
場
、
中
之
町
吉
田
屋
、
群 

馬
銀
行
前
、

下
之
町
亀
屋
前
、
堅
町
田
中
商
店
前
、
王
子
町
法 

務
局
前
、

田
島
病
院
前
、
宮
元
町
樋
田
家
前
、

田
町
公
民
館
ま 

で
行
っ
た
と
こ
ろ
で
夕
食
休
憩
を
と
る
。
夕
食
後
は
上
之
町
中 

之
町
、

下
之
町
、
堅
町
と
店
と
厄
落
し
の
人
た
ち
の
品
物
投
げ 

で
終
了
す
る
。

み
か
ん
や
品
物
を
投
げ
る
と
き
、

一
斉
に
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら 

す
。

こ
の
時
に
つ
ぎ
の
唄
が
と
な
え
ら
れ
る
。

セ
ッ
セ.
ツ
セ
ー

追
い
も
う
せ
追
い
も
う
せ 

唐

土

の

鳥

を

追

い

も

う

せ(

三 

回
く
り
返
す)

、

セ

ッ

セ

ッ

セ

ー(

た
た
く
人
も
大
き
い
声 

を
出
す)
(

三
回
く
り
か
え
す)

そ
の
あ
と
、
神
社
の
祭
長
の
お
祓
い
が
お
こ
な
わ
れ
、
投
げ 

る
ロg

物
を
出
し
た
人
の
紹
介
が
あ
っ
て
か
ら
、
ロg

物
を
投
げ
る
。 

み
か
ん
に
貼
ら
れ
た
シ
ー
ル
に
よ
っ
て
温
泉
招
待
な
ど
が
あ
る
。

集
ま
っ
た
人
た
ち
は
、
袋
な
ど
を
持
っ
て
投
げ
た
も
の
を
ひ
ろ 

う
。
近
郷
近
在
か
ら
集
ま
る
人
が
多
く
に
ぎ
や
か
で
あ
る
。

太
鼓
の
運
行
は
、
当
采
田
長(

頭
の
長)

の
町
が
九
号
と
十
号 

太
鼓
、
前
年
当
番
長
の
町
が
一
号
を
担
当
す
る
太
鼓
の
順
が
決 

め
ら
れ
て
い
る
。

み
か
ん
投
げ
が
夜
九
時
頃
堅
町
を
最
後
に
終 

わ
る
と
、
町
の
中
ほ
ど
に
太
鼓
と
若
衆
全
部
が
集
ま
り
、
手
拍 

子

高

ら

か

に

「
し
め
」
を
行
い
鳥
追
い
を
終
了
す
る
。

平
成
十
年
十
一
月
六
日
、
地
域
文
化
功
労
者
と
し
て
、
祭
長 

剣
持
和
夫
氏
、
当
番
長
高
橋
文
夫
氏
が
文
部
大
臣
表
彰
を
受
け 

た
。 

(
奈
良
秀
重) 

小
雨.

生
須
の
鳥
追
い

名 

称

鳥
追
い

由

来

伝

承

江

戸

初

期

か

ら

行

わ

れ

て 
い
る
と
い
う
、

こ
の
鳥 

追
い
は
、
吾

妻

川

の

支

流

「須
川
」

の
右
岸
と
左
岸
に
向
か
い 

合
っ
た
集
落
で
行
わ
れ
て
き
た
。
以

前

は

両

篥

落

の

青

年(
若 

人
会)

と

中

学

校
(

尋
常
高
等
小
学
校)

の
高
学
年
と
で
行
わ 

れ
て
き
た
も
の
で
、
午
後
三
時
頃
か
ら
、
太
鼓
と
鉦
を
た
た
き 

唄
を
う
た
い
な
が
ら
、
何
人
か
大
き
な
袋
を
か
つ
い
で
、
村
中

の
家
を
一
軒
残
ら
ず 

ま
わ
り
、
夜
食
の
だ 

ん
ご
を
集
め
た
。
各 

家

で

は

「
ヒ

エ

」 

「き
び
」

「米
」

な
ど 

の
だ
ん
ご
を
一
升
ま1  

す
か
重
箱
に
ひ
と
つ
扇 

出
し
た
。
家
に
ょ
つ 

て

は

「
モ
チ
」

や
金 

を
出
す
家
も
あ
っ
た 

と
い
ぅ
。
袋
が
い
っ 

ぱ

い

に

な

る

と
 

「
長

夜

」

へ
置
き
に 

行
っ
て
集
め
た
。

こ 

の
時
各
家
の
厄
年
の 

人
は
み
か
ん
な
ど
を 

投
げ
て
厄
落
と
し
を

し
た
。
長
夜
に
集 

め
ら
れ
た
だ
ん
ご 

は
夕
刻
に
な
る
と 

村
中
の
家
か
ら
そ 

の
だ
ん
ご
を
も
ら 

い
に
行
っ
た
。

そ 

の
量
は
両
手
を
さ 

し
出
し
て
持
て
る 

程

度

で

あ

っ

た

。 

こ
れ
を
家
に
持
ち 

帰
り
食
べ
る
と
一 

年
中
風
邪
を
ひ
か 

广
」
し

と

レ

ォ
^
-
 

た
。
村
中
の
人
に 

や
っ
た
残
り
は
若 

衆
と
子
ど
も
が
長 

丄
佼
で
食
べ
な
が
ら

談
ら
ん
を
し
夜
を
過
し
た
C

朝
三
時
頃
に
な
る
と
、
小
雨
と
生 

須
の
両
集
落
の
人
た
ち
は
、
相
対
し
て
川
に
そ
っ
て
並
び
鳥
追 

い
が
は
じ
ま
る
。
太
鼓
と
鉦
の
音
に
合
せ
て
歌
を
ぅ
た
い
歌
が 

終

わ

る

と

「
ホ
ー
イ
、

ホ
イ
、

ホ
ー
イ
、
ホ
イ
」
と
大
声
を
あ 

げ
な
が
ら
提
灯
を
高
く
あ
げ
る
。
小
雨
方
も
生
須
方
も
互
い
に 

負
け
じ
と
こ
れ
を
何
回
と
な
く
繰
り
返
し
行
わ
れ
た
。

一
時
間
か
一
時
間
半
く
ら
い
で
終
了
し
、
参
加
し
た
人
た
ち 

は
家
に
帰
る
。
若
衆
と
子
供
は
長
夜
へ
も
ど
っ
て
残
り
の
だ
ん 

ご
を
食
べ
て
夜
明
け
を
ま
っ
た
。

長
夜
は
神
社
の
境
内
に
あ
り
、
集
会
所
と
社
務
所
を
兼
ね
た 

も

の

で

大

き

さ

は

三

間

角(

約
五.

四
五̂
)
 

で
、
ま
ん
中
に
、
 

六

尺

角
(

約
二̂

)

ぐ
ら
い
の
囲
炉
裏
が
つ
く
ら
れ
、
天
井
は 

ふ
き
ぬ
け
に
な
っ
て
い
て
大
火
が
燃
や
せ
る
ょ
ぅ
に
で
き
て
い 

た
。十

五
日
の
午
後
四
時
頃
に
な
る
と
前
日
十
四
日
に
作
っ
て
お 

い
た
、
ど
ん
ど
ん
焼
き
を
し
た
。
若
衆
頭
が
、
火
を
つ
け
て
燃 

や
し
た
。
以
前
は
、
大
小
ふ
た
つ
の
ど
ん
ど
ん
焼
き
を
作
っ
た 

が

松

の

木

が

少

な

く

な

っ

て

今

は

一

つ(

小
雨
は
ま
だ
二
つ) 

に
な
っ
て
い
る
。

実

施

時

期

一
月
十
四
日
か
ら
十
五
日

中之条鳥追い

太鼓を打つ

ホーイホーイの声に合わせて提灯を上げる



実
施
場
所 

五
ロ
妻
郡
六
合
村
小
雨•

生
須
の
両
集
落
地
内 

組 

織 

小
雨
、
生

須

鳥

追

い

保

存

会(

会
長
黒
岩
勇
、
副 

会
長
市
川
高
蔵
、
会
員
小
雨
五
四
人
、
生
須
一
八
人)

区
長
と 

伍

長
(

隣
組
の
班
長)

が
中
心
に
な
っ
て
実
行
さ
れ
る
。

実
施
内
容

一
 

今
は
夜
食
だ
ん
ご
は
集
め
な
い
。
(

各
家
で
だ
ん
ご
も
作

ら
な
い)

二

鳥

追

ぃ

小

雨

は

夕

刻

か

ら

長

夜(

公
民
館)

を
出
発
し
鉦
と
太
鼓
を

た
た
き
な
が
ら
村
中
を
ま
わ
る
。

そ
の
途
中
に
あ
ら
か
じ
め
決
め
て
お
い
た
場
所
五
〜
六
ヶ
所 

で
止
ま
り
、
鉦
と
太
鼓
に
合
せ
て
鳥
追
い
の
歌
を
う
た
う
。

村
中
ま
わ
り
終
る
と
、
小
雨
、
生
須
両
村
の
集
ま
る
吾
蠕
橋 

へ
行
く
の
で
あ
る
。

生
須
は
午
後
七
時
頃
か
ら
鉦
と
太
鼓
を
鳴
ら
し
な
が
ら
村
中 

を
ま
わ
る
。
途
中
に
あ
ら
か
じ
め
決
め
て
あ
る
場
所
で
鉦
と
太 

鼓
に
あ
わ
せ
て
、
小
雨
と
同
じ
歌
を
う
た
う
。
村
中
ま
わ
り
終 

る
と
吾
婦
橋
へ 
向
、っ
の
で
あ
る
。

小
雨
、
生
須
両
集
落
か
ら
午
後
八
時
半
頃
に
吾
蠕
橋
に
集
ま 

る
と
、
小
雨
、
生
須
の
鉦
、
太
鼓
が
向
か
い
合
っ
て
な
ら
ぶ
、
 

者
に
は
、
子
供
、
お
と
な
全
員
に
菓
子
な
ど
が
配
ら
れ
る
。 

区
長
の
合
図
で
、
鉦
と
太
鼓
に
合
せ
て
、
鳥
追
い
の
歌
を
う
た 

、っ
。

ホ
ー
ィ
ホ
ィ
の
声
に
合
わ
せ
て
提
灯
を
高
く
あ
げ
る
。

こ 

れ
が
何
回
と
な
く
く
り
か
え
さ
れ
、
両
集
落
と
も
競
争
で
た
た 

く
あ
り
さ
ま
は
勇
壮
で
あ
る
。

三

役

落

と

し
(

厄
年 

の
人
の
厄
払
い)

小
雨
は
鳥
追
い
終
了 

後

、

長

夜
(

公

民

館) 

の

庭

で

大

火

を

燃

や 

し
、
世

話
人
、

厄
年
の 

人

は

酒

を

飲

み

な

が
 

ら

、

み
か
ん
投
げ
を
す 

る
〇生

須
で
は
、
太

鼓

が

•  

村

中

を

ま

わ

る

前

の

午" 

後

七

時

頃

に

長

夜(

公
. 

民
館)

の
庭
で
、

み
か 

ん
な
ど
を
投
げ
て
厄
落 

と
し
を
行
ぅ
。

四

ど

ん

ど

ん

焼

き

小
雨
で
は
、
十
四
日 

の
午
前
に
、
松
そ
の
ほ 

か
の
木
の
枝
で
、
大
小 

ふ

た

つ

の

「
ど
ん
ど
ん 

焼
き
」
が
つ
く
ら
れ
る
。 

十

五

日

の

午

後

四

時
 

頃

、
区
長
の
合
図
で
こ 

の

「
ど

ん

ど

ん

焼

き

」 

に
火
が
つ
け
ら
れ
る
。 

村
の
人
た
ち
は
、
木 

(

ミ

ズ

ブ

サ)

な
ど
に 

さ

し

た

「
繭
玉
」

を
こ 

の

火

で

焼

い

て

食

べ 

る
。

こ
れ
を
食
べ
る
と 

一
年
中
風
邪
を
引
か
な 

い
と
の
俗
信
が
あ
る
。 

生

須

で

は

む

か

し 

は
、

二

つ

の

「
ど
ん
ど 

ん
焼
き
」
を
作
っ
た
が
、
 

近
年
に
な
っ
て
十
四
日 

に
一
つ
だ
け
作
る
ょ
ぅ

に
な
っ
た
。
十
五
日
の
午
後
四
時
頃
に
区
長
の
合
図
で
火
が
つ 

け
ら
れ
る
。
そ

の

火

で

「繭
玉
」
を
焼
い
て
食
べ
る
。

こ
れ
で
、
鳥
追
い
か
ら
ど
ん
ど
ん
焼
き
の
一
連
の
行
事
を
終
る 

の
で
あ
る
〇

(
奈
良
秀
重}

に
い
で
ら

新
寺
の
鳥
追
い

名 

称

新
寺
の
鳥
追
い

由

来

伝

承

信
越
線
磯
部
駅
西
南
方
か
ら
安
中
市
上
磯
部
新
寺 

で
行
わ
れ
る
正
月
の
年
中
行
事
〇 

土
地
の
人
は
江
戸
時
代
中
期 

か
ら
弓
き
継
が
れ
て
実
施
し
て
い
る
と
い
っ
て
い
る
。

実

施

期

日

毎
年
一
月
十
四
日
の
夕
方
。

実
施
場
所 

安
中
市
上
磯
部
字
新
寺

組 

織 

安
中
市
上
磯
部
新
寺
の
子
供
だ
け
の
行
事
。
小
学 

校
三
年
生
か
ら
中
学
二
年
生
ま
で
の
男
子
だ
け
で
行
ぅ
。
親
方 

は
中
学
二
年
生
。
鳥
追
い
行
事
は
す
べ
て
、

こ
の
親
方
の
指
図 

で
決
ま
り
、
指
図
を
す
る
。
獅
子
は
中
学
一
年
生
、
さ
ん
俵
二 

枚
を
組
み
合
わ
せ
て
作
っ
た
獅
子
に
唐
草
模
様
の
一
反
風
呂
敷 

を
つ
な
い
で
仕
上
け
、

こ
れ
を
二
人
で
か
ぶ
っ
て
二
人
立
ち
の 

獅
子
と
な
る
。
新

年

踊

り

子

は

小

学

五•

六
年
生
が
な
り
、
古 

だ
る
ま
の
底
を
く
り
抜
い
て
目
を
つ
け
、
か
ぶ
っ
た
り
、
だ
る 

ま
の
面
を
か
ぶ
っ
て
ほ
ほ
か
ぶ
り
を
す
る
。
悪
魔
払
い
は
小
学 

五
•

六
年
生
で
、
さ
ん
俵
に
古
い
オ
ン
ベ
ロ
な
ど
を
つ
け
て
背 

負
ぅ
。
千

俵

万

俵

は

小

学

五•

六
年
生
。
小
さ
い
俵
を
作
り
俵 

の
上
下
に
御
幣
を
つ
け
、
中
央
に
長
い
細
縄
を
つ
け
、
家
々
の 

座
敷
に
こ
ろ
が
し
て
祝
福
す
る
。
金
銀
〆
は
ハ
ッ
コ
メ
。

小
学 

三
•

四
年
生
で
、
葉
の
つ
い
た
樫
の
枝
の
長
い
も
の
を
持
つ
。 

下
駄
そ
ろ
ぇ
は
一
番
下
の
低
学
年
の
子
が
座
敷
へ
上
が
っ
た
先 

輩
(

親
方
や
獅
子)

の
履
き
物
を
そ
ろ
ぇ
る
。
太
鼓
は
中
学
一 

年
生
と
小
学
六
年
生
の
二
人
が
組
ん
で
青
竹
で
大
太
鼓
を
か
つ 

ぎ
、
太
鼓
打
ち
が
た
た
く
。
近
年
は
リ
ヤ
ヵ
ー
で
ひ
き
ま
わ
す
。 

実
施
内
容 

準

備

は

親

方

を

中

心

に

し

て

七

草

頃

か

ら

始

ま 

り
、

一
月
十
三
日
ま
で
に
は
古
達
磨
な
ど
で
趣
向
を
こ
ら
し
た 

準
備
を
済
ま
せ
る
。
当

日
(

一
月
十
四
日)

の
夕
方
、

日
が
西 

へ
傾
き
か
け
る
と
新
寺
の
南
の
田
ん
ぼ
に
集
ま
り
、
松
飾
り
な 

ど
を
焼
い
て
か
ら
、
親
方
の
指
図
で
行
列
を
つ
く
り
鳥
追
い
に

どんどん焼き

鳥追い太鼓
小雨•生須鳥追太鼓保存会 黒岩 勇

どんどん焼き



出
発
す
る
。
太
鼓
を 

た

た

き

な

が

ら

、
 

「
鳥

追

い

だ

、

鳥
追 

い
だ
、
ぢ
ん
ど
こ
ど 

ん
の
鳥
追
い
だ
」
と 

士
尸
を
あ
げ
な
が
ら
、
 

行
進
し
、

ム
ラ
ー
番 

西
の
家
か
ら
廻
り
始 

め
る
。
人
家
の'
2-.

刖
ま 

で
く
る
と
、
親
方
は 

「
乗

り

込

め

、

乗
り 

込
め
」
と
表
戸
を
開 

け
て
家
の
中
に
入
り 

込
む
。
獅
子
は
座
敷 

に
上
り
、
家
の
中
で 

舞
、つ
よ
ぅ
に
し
て
家 

の
中
に
待
機
し
て
い 

る
人
の
頭
や
具
合
の

悪
い
所
を
嚙
む̂
^

っ
な
し
ぐ
さ
を
し
て
疫
病
神
を
払
ぅ 

せ
ん 

だ
ろ
、
ま

ん

だ

ろ
(

千
俵
万
俵)

は
ム
ロ
所
でn

と
っ
こ
ろ
が

し

千

俵

、

二
っ
こ 

ろ
が
し
万
俵
」

と 

俵

を

投

げ

る

。

こ 

の
俵
に
は
ヒ
モ
が 

つ
い
て
い
て
投
げ 

た
俵
は
手
元
へ 

弓 

き

寄

せ

た

あ

と

、
 

も
ぅ
一
度
こ
ろ
が 

し

て

祝

福

す

る

。. 

金

銀

は

玄

関

で

、
 

樫
の
枝
を
使
っ
て 

「
金

銀

珊

瑚

ぞ

は 

っ

こ

め

は

っ

こ
 

め

」

と

い

っ

て

、
 

掃
き
こ
む
ま
ね
を 

し
て
皆
で
祝
福
す 

る
。

家
の
人
は
若

干
の
祝
儀
を
包
ん
だ
り 

お
菓
子
や
み
か
ん
を
係 

の

人

に

渡

し

て

く

れ 

る
。

最
初
の
家
が
済
む 

と
一
同
で
、

ム
ラ
の
反 

対
の
家
の
方
を
向
い
て 

「
シ

イ

ツ

、

シ

イ

ツ

」 

と
鳥
を
追
ぅ
ま
ね
を
す 

る
。

こ

の

「
シ

イ

ツ

」" 

は
途
中
と
最
後
と
三
回 

し
、

そ
の
度
に
太
鼓
を 

乱
打
す
る
。

ム
ラ
の
あ 

と
は
、
磯
部
温
泉
の
旅 

館
街
の
方
ま
で
廻
る
の 

で
か
な
り
時
間
が
か
か 

る
〇最

近
は
子
供
の
人
数
も
少
な
く
な
っ
て
方
法
も
変
っ
て
き
て 

い
る
。
ご
祝
儀
は
、
昔
か
ら
の
し
き
た
り
で
、
親

方
(
年
長
者) 

が
多
く
も
ら
い
、
下
級
生
は
少
な
い
。

馬

場•

水
口
の
鳥
追
い 

同
じ
安
中
市
内
下
磯
部
の
馬
場
と 

水
口 
(

隣
接
地)

の
鳥
追
い
も
、
新
寺
と
似
て
い
る
子
供
組
0

行

事

。

も
と
も
と
大
一 

八

草

に

大

太

鼓

と

打

j  

ち

手

が

乗

り

、

梶

棒 

を

持

つ

者

、

引

き

綱
I  

を

引

く

組

が

い

て

、I  

「
今

日
は

ど

こ

の

鳥

追

I  

い

だ

、

デ

ィ

と

バ
I
I
 

の

鳥

追

い

だ

。

頭
切 

っ

て

尻

切

っ

て

、

佐 

渡
ヶ
島
へ
つ
ん
流
せ
」 

と

大

声

を

あ

げ

な

が 

ら

、

部

落

内

を

威

勢 

ょ

く

走

り

回

る

。

回 

り

終

る

と

水

口

と

の 

境

界

辺

り

へ

行

っ

て 

「
渡
し
た
ゾ
」

と
み
ん

な
で
大
士
尸
で
叫
ぶ
と
、
 

待

っ

て

い

た

水

口

組 

が

「
受

け

取

っ

た

」 

と

叫

ぶ

。

こ
れ

で
行 

事

は

終

了

す

る

わ

け 

だ

が

、

真

暗

闇

の

中 

で
小
石
を
投
げ
あ
っ 

て

け

ん

か

を

し

て

く 

る

の

が

決

ま

り

と

な 

っ
た
。

数

年

間

中

断 

の

あ

と

、

戦

後

昭

和 

二

十

三

年

に

復

活

し 

た

が

、

昭

和

三

十

四 

年

に

馬

場

地

区

で

共 

同

の

ス

ケ

ー

ト
場
が 

碓
氷
川
原
に
開
場
し
、

ま
た
中
断
し
た
が
、
昭
和
六
十
年
に
子
ど
も
会
育
成
会
に
ょ
っ 

て
復
活
。
発
電
器
で
提
灯
と
万
灯
花
を
つ
け
た
山
車
を
出
す
ょ 

ぅ
に
な
っ
た
。

鷺
宮
宮
本
の
鳥
追
い J

月
十
四
日
の
夕
方
、
夕
食
が
済
む 

と
、
咲
前
神
社
に
二
尸
一
人
ず
つ
の
大
人
と
子
供
が
、
朝
道
祖 

神
の
ど
ん
ど
ん
焼
き
の
時
に
上
げ
て
お
い
た
旗(

「道
祖
神
ま
つ 

り
」
と
書
い
た
も
の
を
篠
に
つ
る
し
た
も
の)

を
持
っ
て
集
ま 

る
。
参

集

し

た

所

で(

祭
り
提
灯
を
持
っ
た)

年

番
(

コ
グ
チ 

と
い
ぅ)

が
先
導
し
て
神
社
に
参
拝
し
、
太
鼓
を
鳴
ら
し
な
が 

ら
時
計
回
り
で
拝
殿
を
一
回
り
し
、
鳥
居
を
く
ぐ
っ
て
道
路
に 

出
て
、
太
鼓
に
合
わ
せ
て
、

「鳥
追
い
だ
、
鳥
追
い
だ
、
あ
り
ゃ 

ど
こ
の
鳥
追
い
だ
、
地
頭
ど
ん
の
鳥
追
い
だ
、
頭
切
っ
て
、
尻 

切

っ

て

、
佐

渡

が

島

へ

ホ

ー
イ

ホ

イ

」

「
道

祖

神

の

馬

鹿

が 

一

枚

紙

を

惜

し

が

っ

て

コ

ン

ブ

で

ケ

ッ(

尻)

ぬ
ぐ
っ
た 

ワ
ー
イ
ワ
イ
」

な
ど
と
鳥
追
い
の
歌
を
歌
い
な
が
ら
村
中
を
行 

進
す
る
。

こ
の
行
列
が
村
の
中
を
通
り
、
南
の
村
境
ま
で
来
る 

と
、
旗
を
集
め
て
燃
や
し
て
、

ワ
ー

ワ
ー

ッ
と
声
を
あ
げ
て
火 

の
あ
と
し
ま
つ
を
す
る
と
終
わ
り
。
静
か
に
帰
宅
す
る
。
昔
は 

隣
の
下
平
の
人
が
待
ち
受
け
て
い
て
鳥
追
い
を
引
き
継
い
で
東 

の
方
の
尾
崎
ま
で
追
っ
て
い
っ
た
。
(

写
真
は
安
中
市
提
供)

(
参

照

『安
中
市
史
』
第
三
卷
民
俗
編
、
平
成
十
年
。

『資
料
安

田んぼで松飾りを焼くだるまやねこが玄関へ

家人のうしろへ獅于か頭をかしるしく'さ

千俵、万俵をころがす



中
市
の
文
化
財
』
平
成
元
年
。

『磯
部
誌
』
平
成
二
年
。)

(
森
田
秀
策)

原
市
の
鳥
追
い
祭
り

名 

称

ト
リ
オ
ィ
マ
ッ
リ

由
来
伝
承 

創
始
年
代
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
嘉
永
六 
(

一
 

八
五
三)

年
の
記
録
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
江
戸
時
代
後
期
に
は 

す
で
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
農
作
物
の
害
鳥
を
追 

い
払
い
、
五
穀
豊
穣
を
祈
願
す
る
行
事
で
あ
る
。

実
施
期
日 

昭
和
三
十
八
年
以
前
は
一
月
十
四
日•

十
五
日
だ 

っ
た
が
、
以
後
中
断
し
た
。
昭
和
五
十
二
年
に
復
活
し
て
か
ら 

は
隔
年
で
一
月
十
五
日
に
行
、っ
こ
と
と
な
つ
た
。
平
成
十
二
年 

は
祝
日
の
改
正
に
よ
り
、

一
月
十
六
日
の
日
曜
日
に
行
わ
れ
た
。 

実
施
場
所 

安
中
市
原
市
の
旧
中
山
道 

組 

織

原

市

一

区
(

下
町)

、

二

区
(

中

町)

、

三
区
甲 

(

上
町)

、
三

区

乙
(
末
広
町)

が
行
っ
て
い
る
。

実
施
内
容 

下

町
•

中

町
.

上

町
•

末
広
町
の
四
地
区
が
、

一
 

台
ず
つ
屋
台
を
引
き
出
し
、
お
離
子
を
奏
で
な
が
ら
原
市
の
旧

中
山
道
を
練
り
歩 

く
。
屋
台
は
、
薄 

い
色
紙
で
作
っ
た 

ハ
ナ
や
、
張
り
子 

の

達

磨

や

猫

、
 

「商
売
繁
盛
」

「
五 

穀
豊
穰
」

な
ど
と 

書
か
れ
た
短
冊
で 

華
や
か
に
飾
ら
れ 

る
。
養
蚕
が
盛
ん 

で

あ

つ

た

こ

ろ 

は
、
縁
起
物
と
し 

て
養
蚕
用
具
の
ザ 

ル
や
フ
ル
ィ
か
飾 

ら
れ
、
祭
り
の
終 

わ
り
に
こ
れ
ら
を 

投

げ

た

と

い

ぅ

。 

祭
り
の
当
日
ご
祝

儀
を
貰
う
と
、
縁
起
物
を
付
け
た
ハ
ナ
を
返
す
。
現
在
で
は
こ 

れ
を
予
め
各
地
区
ご
と
に
準
備
し
て
お
く
が
、
も
と
は
屋
台
に 

飾
っ
て
あ
っ
た
ハ
ナ
を
折
っ
て
渡
し
た
も
の
だ
と
い
う
。
末
広 

町
で
は
地
区
で
祀
る
絹
笠
神
社
の
祭
礼
を
鳥
追
い
祭
り
と
同
時 

に
お
こ
な
っ
て
い
て
、
返
礼
の
ハ
ナ
に
絹
笠
神
社
の
お
札
が
付 

け
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
近
在
の
養
蚕
家
に
喜
ば
れ
て
い
た
。 

(

絹
笠
神
社
の
祭
礼
は
昭
和
三
十
八
年
以
来
中
断
し
て
い
た
が
、
 

平
成
十
二
年
は
行
わ
れ
た
。)

近
年
で
は
ハ
ナ
返
し
の
縁
起
物
は 

各
地
区
と
も
養
蚕
具
で
は
な
く
、
台
所
用
品
や
日
用
品
に
な
っ 

て
い
る
〇

お

囉

子

は

大

太

鼓•

締

太

鼓•

鉦

•

笛
で
、
屋
台
の
動
き
に 

合
わ
せ
て
変
わ
る
。
お
囉
子
が
変
わ
る
と
き
の
音
頭
は
大
太
鼓 

が
行
う
。
平
ら
な
道
を
行
く
と
き
に
は
サ
ン
テ
コ
、
下
り
坂
で 

は
ヒ
ト
ッ
ト
ヤ
、
上
り
坂
で
は
ヤ
タ
ィ
バ
ヤ
シ
、
屋
ム
ロ
を
回
転 

さ
せ
る
と
き
に
は
ヤ
タ
ィ
マ
ワ
シ
な
ど
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
お 

囉
子
は
鬼
石
か
ら
伝
わ
っ
た
と
い
う
。

(

渋
澤
克
枝}

鳥追し、祭の屋台



ニ

ニ

若

衆•

子

供

に

よ

る

祭

り
.

行

事

食
淵
村
の
ど
ん
ど
ん
焼
き

名 

称

ど
ん
ど
ん
焼
き

道
祖
神
焼
き
の
こ
と
で
、

一
般
的
に
は
ど
ん
ど
ん
焼
き
と
か 

ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
ヤ
キ
な
ど
と
呼
ぶ
。

由
来
伝
承 

年
の
初
め
に
無
病
息
災
、
家
内
安
全
を
願
っ
て
ど 

ん
ど
ん
焼
き
を
始
め
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ど
ん
ど
ん
焼
き
の 

ど
ん
ど
ん
は
、
ド
ン
ト
ド
ン
ド
ン
ド
ン
と
い
う
囉
子
言
葉
か
ら 

き
て
い
る
と
言
っ
た
り
、
火
が
ど
ん
ど
ん
と
燃
え
る
様
か
ら
き 

て
い
る
と
言
っ
た
り
す
る
。

実
施
期
日 

本
来
倉
淵
村
の
多
く
の
地
区
は
、

一
月
十
四
日
の 

早
朝
に
実
施
し
て
い
た
。
た
だ
倉
淵
村
北
部
の
川
浦
地
区
な
ど 

は
、

一
月
十
四
日
の
夕
方
に
実
施
し
て
い
る
。

こ
れ
は
今
も
昔 

も
変
わ
り
が
な
い
。

し
か
し
十
四
日
の
早
朝
行
う
と
、
そ
の
日 

の
学
校
の
授
業
に
差
し
障
り
が
あ
る
の
で
、
休
日
の
成
人
の
日 

に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
成
人
の
日
は
、
平
成
十
二
年
よ
り
十 

五
日
か
ら
変
更
に
な
っ
た
た
め
、
ど
ん
ど
ん
焼
き
を
行
、っ
日
も 

変
わ
っ
た
。

実

施

場

所

倉

淵

村

全

域

平
成
十
一
年
に
ど
ん
ど
ん
焼
き
を
行
っ
た
の
は
六
九
地
区
、
 

そ
の
、っ
ち
小
屋
を
作
っ
た
の
が
六
一
地
区
で
あ
っ
た
。

十
二
年
は
、
ど
ん
ど
ん
焼
き
を
行
っ
た
地
区
の
数
は
変
わ
ら 

な
い
が
、
小
屋
を
作
る
地
区
が
一
地
区
増
え
六
二
地
区
で
あ
っ 

た
。

組 

織

各
地
区
の
子
供
会
等

組
織
は
男
の
子
だ
け
で
作
り
、
ど
ん
ど
ん
焼
き
を
や
っ
て
い 

た
。
中
学
二
〜
三
年
生
く
ら
い
の
男
の
子
が
親
方
に
な
り
、
下 

級
生
を
指
導
し
な
が
ら
や
っ
て
い
た
。
子
供
の
人
数
も
減
っ
て 

き
た
た
め
、
子
供
た
ち
だ
け
で
は
小
屋
を
作
る
こ
と
が
で
き
ず
、
 

ど
ん
ど
ん
焼
き
が
で
き
な
く
な
っ
て
き
た
。
ま
た
小
学
校
の
中 

学
年
の
児
童
が
親
方
を
や
る
よ
う
な
地
域
も
出
て
き
た
。
そ
こ 

で
子
供
た
ち
を
支
え
る
形
で
大
人
が
加
わ
る
よ
う
に
な
り
、
各 

地
で
復
活
し
た
。
村
で
は
ど
ん
ど
ん
焼
き
が
子
供
育
成
に
必
要 

と
考
え
、
教
育
委
員
会
が
中
心
と
な
り
、
ど
ん
ど
ん
焼
き
を
行 

、っ
よ
う
に
呼
び
か
け
た
。
平

成

十

二

年

に

は

小•

中
学
生
が
い 

な
く
て
も
、
大
人
が
小
屋
を
作
り
、
ど
ん
ど
ん
焼
き
を
実
施
し

た
地
区
も
あ
〇
た
。

実
施
内
容 

倉
淵
村
三
ノ
倉
下
宿
の
ど
ん
ど
ん
焼
き
の
内
容
を 

主
に
報
告
し
、
他
地
区
の
ど
ん
ど
ん
焼
き
は
異
な
る
点
を
中
心 

に
報
告
す
る
。

ど
ん
ど
ん
焼
き
の
準
備
は
、
学
校
が
久
、休
み
に
入
る
と
す
ぐ 

に
枯
れ
杉
葉
集
め
か
ら
始
ま
る
。

子
供
た
ち
は
山
に
は
入
り
、
 

背
負
い
籠
い
っ
ぱ
い
に
杉
の
葉
を
つ
め
て
、
ど
ん
ど
ん
焼
き
の 

小
屋
場
ま
で
運
ん
で
く
る
。
子
供
た
ち
は
他
の
地
区
の
小
屋
よ 

り
も
大
き
な
も
の
を
作
ろ
う
と
し
て
、
た
く
さ
ん
の
葉
っ
ぱ
を 

集
め
て
き
た
。
子
供
た
ち
は
杉
の
木
に
上
っ
て
枝
を
自
由
勝
手 

に
伐
る
の
で
、
暮
れ
に
な
る
と
大
人
が
必
要
な
い
枝
を
伐
っ
て 

お
く
。
杉
葉
集
め
が
終
わ
る
と
竹
や
藁
を
集
め
た
。

竹
は
、
太
さ
直
径
一
〇̂

く
ら
い
、
長
さ
七̂

く
ら
い
の
も 

の
で
、
八
〜
ー
ニ
本
く
ら
い
使
っ
た
。

こ
れ
も
大
人
に
伐
っ
て 

も
ら
い
、
運
ぶ
の
は
子
供
た
ち
が
し
た
。
竹
は
先
の
方
の
枝
を 

少
し
残
し
て
下
の
枝
を
取
る
。

戦
前
は
子
供
た
ち
だ
け
で
小
屋
を
建
て
た
の
で
、
材
料
が
集 

ま
る
と
す
ぐ
に
小
屋
作
り
に
取
り
か
か
っ
た
。
暮
れ
か
ら
や
っ 

て
も
燃
す
前
日
く
ら
い
ま
で
か
か
っ
た
。
今
は
地
区
中
の
大
人 

が
集
ま
っ
て
作
る
。
時
間
は
慣
れ
た
大
人
が
す
る
の
で
二
時
間 

く
ら
い
で
で
き
て
し
ま
う
。
集
ま
る
日
は
、
正
月
二
日
の
仕
事 

始
め
で
あ
っ
た
が
、
最
近
は
日
曜
日
に
な
っ
た
。

小
屋
の
位
置
は
、
本
来
三
本
辻
に
立
て
る
と
言
う
が
、

下
宿 

で
は
家
に
近
す
ぎ
て
火
事
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
の
で
、
川
に
近 

い
田
圃
に
立
て
た
。

ま
ず
竹
を
束
ね
て
、
先
の
方
を
縄
で
何
重
に
も
縛
る
。
途
中 

に
竹
を
引
っ
張
る
た
め
の
縄
も
巻
き
込
ん
で
縛
る
。
縛
り
終
え 

た

ら

小

屋

を

作

る

田

圃

に

半

径.

五̂

位
の
円
を
描
き
、
竹 

の
根
元
が
円
の
中
心
に
く
る
よ
う
に
運
び
入
れ
る
。
縄
を
引
っ 

張
る
者
、
竹
を
押
さ
え
る
者
な
ど
に
分
か
れ
て
、
縄
を
四
方
か 

ら
引
っ.
張
り
な
が
ら
竹
の
束
を
立
て
る
。
立
て
た
ら
束
の
竹
を 

少
し
ず
つ
開
き
、
開
い
た
竹
を
円
上
に
打
ち
つ
け
た
お
い
た
杭 

に
縛
り
付
け
、
竹
の
柱
が
で
き
る
。

次
に
竹
を
二
つ
に
割
り
、
柱
の
竹
に
帯
状
に
巻
き
付
け
た
、
 

胴
締
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
作
る
。

こ
の
胴
締
で
、
藁
.

ス
ス
キ 

の

枯

れ

草•

杉
葉
が
落
ち
な
い
よ
う
に
止
め
る
。
胴
締
と
胴
締 

の
間
隔
は
、
松
飾
り
の
松
の
長
さ
を
考
え
て
五
〇
〜
六
〇̂

で

あ
る
。
な
お
一
番
地
面
に
近
い
胴
締
だ
け
は
、
入
口
の
部
分
に 

は
竹
を
卷
か
ず
に
あ
け
て
お
く
。

最
後
に
胴
締
と
胴
締
の
間
に
、
外
か
ら
青
い
杉
葉
を
さ
し
、
 

内
側
は
枯
れ
杉
葉
を
つ
め
る
。

さ
ら
に
七
草
に
は
ず
し
た
正
月 

の

松

飾

り•

だ
る
ま
な
ど
を
杉
葉
の
と
こ
ろ
に
刺
し
た
り
し
て 

小
屋
を
完
成
さ
せ
る
。

こ
の
松
や
竹
は
、
子
供
た
ち
は
地
区
内 

の
各
家
庭
を
一
軒
一
軒
回
り
集
め
て
く
る
。

小
屋
の
近
く
に
小
さ
な
小
屋
を
作
る
。

こ
れ
を
ダ
マ
ガ
シ
小 

屋
と
呼
ん
だ
。
ど
ん
ど
ん
焼
き
の
当
日
は
、
ま
ず
ダ
マ
ガ
シ
小 

屋
か
ら
先
に
燃
や
し
、
人
が
大
勢
集
ま
っ
て
き
た
と
き
に
大
き 

い
小
屋
を
燃
や
す
。

完
成
す
る
と
昔
は
子
供
た
ち
が
、
他
の
地
域
の
子
供
に
小
屋倉淵村のどんどん焼き分布図

參16日制実施

〇14日制実施



を
壊
さ
れ
な
い
よ
う
に
見
張
る
た
め
に
、
そ
こ
で
寝
泊
ま
り
し 

た
。
こ
の
と
き
小
屋
の
中
に
炉
を
作
り
、
餅
を
焼
い
た
り
、
し 

る
こ
を
作
っ
た
り
し
て
食
べ
た
。
今
は
危
な
い
の
で
、
村
で
は 

小
屋
で
寝
泊
ま
り
も
火
も
使
わ
せ
な
い
よ
う
に
呼
び
か
け
て
い 

る
〇ど

ん
ど
ん
焼
き
の
前
日
に
は
、
オ
ボ
シ
メ
シ
の
お
返
し
と
才 

ゴ
リ
を
行
う
。

オ
ボ
シ
メ
シ
と
は
、
ど
ん
ど
ん
焼
き
を
す
る
と
き
に
集
め
る 

寄
付
の
こ
と
で
あ
る
。
下
宿
で
は
、
こ
こ
二
十
年
く
ら
い
は
や 

ら
な
か
っ
た
が
、
平
成
十
二
年
は
一
月
四
日
頃
に
回
っ
た
。
才 

ボ
シ
メ
シ
は
、
松
飾
り
を
集
め
て
く
る
と
き
に
も
ら
う
こ
と
も 

あ
っ
た
。
オ
ボ
シ
メ
シ
で
回
る
と
き
、
松
飾
り
を
し
な
い
喪
中 

の
家
に
は
行
か
な
い
。
オ
ボ
シ
メ
シ
で
集
め
た
お
金
で
、
ど
ん 

ど
ん
焼
き
の
時
に
食
べ
る
菓
子
や
お
返
し
の
品
物
な
ど
を
買
っ 

た
。オ

ボ
シ
メ
シ
の
お
返
し
は
、
夕
方
午
後
四
〜
五
時
に
行
わ
れ
、
 

半
紙
に
書
い
た
「福
の
神 

下
宿
」

の
札
に
お
返
し
の
品
物
を 

添
え
て
配
っ
た
。
こ
の
品
は
、
み
か
ん
や
マ
ッ
チ
、
最
近
で
は 

テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
ど
が
使
わ
れ
た
。
配
る
と
き
に
、
こ
れ
ら
を
持 

っ
て
子
供
た
ち
は
各
家
の
前
に
立
ち
、
太

鼓

の

「
ド
ン
ド
ン
ド 

ン
」
を
合
図
に
、
戸
を
開
け
、
「福
の
神
舞
い
込
め
」
と
唱
え
て
、
 

玄
関
に
札
と
品
物
を
置
く
と
、
福
の
神
が
逃
げ
な
い
う
ち
に
す 

ぐ
に
戸
を
閉
め
た
。
オ
ボ
シ
メ
シ
の
額
に
応
じ
て
、
品
物
の
数 

を
変
え
た
り
す
る
が
、
こ
れ
は
親
方
の
裁
量
で
決
め
る
。
配
ら 

れ
た
札
は
神
棚
な
ど
に
上
げ
て
お
く
。

お
返
し
が
済
ん
で
か
ら
、
オ
ゴ
リ
を
や
る
。
オ
ゴ
リ
と
は
、
 

親
方
の
家
を
宿
に
し
て
五
目
ご
飯
を
会
食
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

地
域
に
よ
っ
て
は
オ
ゴ
リ
を
小
屋
で
す
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
 

そ
の
後
、
小
学
六
年
生
と
中
学
生
は
、
十
時
く
ら
い
ま
で
太
鼓 

を
た
た
い
て
地
域
内
を
回
っ
た
。
昔
は
十
二
時
近
く
ま
で
太
鼓 

を
た
た
い
て
い
た
。

当
日
の
日
も
上
が
ら
な
い
早
朝
に
、
子
供
た
ち
は
再
び
宿
に 

あ
っ
ま
っ
て
来
て
太
鼓
を
た
た
く
。
太
鼓
は
燃
や
す
ま
で
に
三 

回
た
た
く
。

一
番
太
鼓
は
、
午
前
四
時
に
始
ま
り
、
「道
祖
神
が 

燃
え
ま
す
よ
、
早
く
起
き
ね
え
と
、
み
な
燃
え
る
」
と
囉
し
な 

が
ら
地
域
内
を
一
回
り
す
る
。
二
番
太
鼓
は
、
五
時
で
囉
し
言 

葉
は
一
番
太
鼓
と
同
じ
。
三
番
太
鼓
は
、
六

時

前

で

「道
祖
神

に
火
が
つ
い
た
、
早
く
こ
な
い
と
、
み
な
燃
え
る
、
繭
玉
焼
き 

に
、
お
出
し
な
さ
い
」
と
太
鼓
を
た
た
き
な
が
ら
囉
し
て
回
る
。
 

こ
の
太
鼓
を
合
図
に
人
が
小
屋
場
に
集
ま
っ
て
く
る
。
昭
和
四 

十
年
く
ら
い
ま
で
は
、

一
番
太
鼓
は
二
時
、
二
番
太
鼓
は
四
時 

に
た
た
い
た
。

太
鼓
の
練
習
は
、
久
、休
み
に
な
る
と
始
め
た
。
太
鼓
の
叩
き 

方
は
地
区
に
ょ
っ
て
違
う
の
で
、
親
方
な
ど
が
小
さ
い
子
供
に 

教
え
た
。
今
は
親
方
が
知
ら
な
か
っ
た
り
す
る
の
で
、
大
人
が 

教
え
て
い
る
。
特
に
遊
び
、の
な
か
っ
た
昔
は
、
太
鼓
の
練
習
が 

子
供
の
遊
び
の
中
心
に
な
っ
た
。

ど
ん
ど
ん
焼
き
の
火
入
れ
は
午
前
六
時
に
行
、っ
。
川
浦
地
区 

な
ど
夕
方
に
行
う
地
域
を
除
き
、

一
斉
に
火
入
れ
を
行
う
。
親 

方
の
父
親
が
火
入
れ
を
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
今
は
消
防 

団
員
が
行
っ
て
い
る
。

亀
沢
地
区
で
は
、
以
前
ど
ん
ど
ん
焼
き
の
時
に
道
祖
神
の
石 

像
を
投
げ
込
ん
で
焼
く
の
で
、
石
が
削
れ
て
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
っ 

て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
大
正
十
三
年
一
月
に
子
供
の
な
い
親
二 

人
で
新
し
い
道
祖
神
を
建
立
し
た
。

各
家
で
は
繭
玉
を
刺
し
た
木
を
担
い
で
持
っ
て
く
る
。
繭
玉 

は
白
だ
け
の
家
も
あ
る
が
、
紅
白
に
す
る
家
も
あ
る
。
火
の
近 

く
で
焼
く
の
は
熱
い
の
で
、
み
か
ん
や
す
る
め
を
木
に
刺
し
て 

焼
い
た
。
こ
れ
を
食
べ
れ
ば
風
邪
を
引
か
な
い
と
い
う
。
権
田 

地
区
で
は
、
繭
玉
を
食
べ
れ
ば
虫
歯
に
な
ら
な
い
と
い
う
。
長 

井
地
区
で
は
、
ど
ん
ど
ん
焼
き
の
火
で
あ
ぶ
っ
た
ィ
ヵ
を
食
べ 

れ
ば
、
目
が
悪
く
な
ら
な
い
と
い
っ
た
。

厄
年
の
人
は
、
み
か
ん
や
お
酒
を
持
っ
て
き
て
、
集
ま
っ
て 

き
た
人
に
振
る
舞
い
、
厄
落
と
し
を
し
た
。
川
浦
地
区
で
は
、
 

男
は
酒
、
女
は
み
か
ん
を
持
ち
、
道
祖
神
に
供
え
た
あ
と
そ
れ 

を
投
げ
、
み
な
が
そ
れ
を
拾
っ
た
。
押
平
地
区
で
は
厄
年
の
人 

が
豆
を
ま
い
た
。

ま
た
ヌ
ル
デ
の
木
刀
を
持
っ
て
く
る
人
も
い
る
。
こ
れ
を
キ 

ツ
ポ
ウ
と
か
ヤ
ツ
ト
ウ
と
か
呼
ん
だ
。
こ
れ
は
、
藤
の
ツ
ル
か 

ヌ
ル
デ
の
皮
を
ヌ
ル
デ
の
木
に
卷
き
、
ど
ん
ど
ん
焼
き
の
火
で 

い
ぶ
し
て
跡
を
つ
け
る
。
こ
れ
を
神
棚
に
上
げ
た
り
、
軒
下
に 

あ
げ
た
り
し
て
悪
霊
退
散
を
祈
る
。
苗
床
作
り
の
時
に
、
こ
れ 

を
水
口
に
立
て
豊
作
を
祈
る
。

権
田
地
区
で
は
、
ど
ん
ど
ん
焼
き
で
焼
い
た
刀
を
ヤ
ツ
ト
ウ

と
い
う
。
こ
の
刀
を
山
に
行
く
と
き
に
持
っ
て
い
く
と
、
蛇
な 

ど
が
そ
の
に
お
い
を
嫌
っ
て
出
て
こ
な
い
と
い
う
。
ま
た
そ
の 

刀
で
味
噌
を
か
き
回
す
と
腐
ら
な
い
と
い
う
。
小
正
月
に
小
豆 

粥
を
作
り
、
こ
れ
を
家
の
周
り
に
ま
く
と
き
に
、
ヤ
ッ
ト
ゥ
を 

差
し
て
回
る
。

川
浦
地
区
で
は
ど
ん
ど
ん
焼
き
は
十
四
日
の
夕
方
に
燃
す
。
 

こ
の
と
き
各
家
か
ら
繭
玉
、
餅
、
書
き
初
め
、
女
子
の
落
ち
毛
、
 

キ
ッ
ポ
ゥ
な
ど
を
持
っ
て
き
て
燃
や
す
。
書
き
初
め
は
、
長
い 

竹
の
棒
に
さ
し
て
高
く
か
か
げ
な
が
ら
焼
き
、
遠
く
へ
舞
っ
て 

い
く
ほ
ど
腕
が
上
が
る
と
い
っ
た
。
女
子
の
落
ち
毛
は
、
髪
を 

と
か
し
た
と
き
に
落
ち
る
毛
で
、

一
年
分
紙
の
袋
に
入
れ
て
お 

く
。
こ
れ
を
紙
の
袋
に
入
れ
た
ま
ま
燃
す
。
煙
に
ま
か
せ
て
燃 

え
切
る
と
頭
が
痛
く
な
ら
な
い
と
い
う
。

苗
ロ
智
彦)

入

山

引

沼

の

ン

ベ

ー
ヤ

名 

称

オ
ン
ベ
ー
ヤ
(
ど
ん
ど
ん
焼
き)

ど
ん
ど
ん
焼
き
の
別
称
で
あ
る
。
吾
妻
郡
東
部
各
地
で
行
わ 

れ
て
い
る
の
は
、
正
月
か
ざ
り
の
松
で
円
錐
形
の
小
屋
を
作
る 

の
で
あ
る
が
、
入
山
、
特

に

引
沼
で
は
「
ア
ケ
の
山
本
」
と
言 

っ
て
門
松
を
立
て
な
い
家
が
多
く
、
松
か
ざ
り
を
し
な
い
の
で
、
 

モ
ミ
の
枝
を
主
に
使
う
の
で
あ
る
。
「オ
ン
ベ
ー
ヤ
」
と
呼
ぶ
が 

語
源
は
わ
か
ら
な
い
。

由
来
伝
承 

こ
の
オ
ン
ベ
ー
ヤ

は

「道
陸
神
」(
道
祖
神)

ま 

つ
り
で
あ
る
。

道
ろ
く
神
と
い
う
人
は
「
一
枚
紙
を
惜
し
が
っ
て
指
で
け
つ 

を
ぬ
ぐ
っ
た
」
と
言
っ
て
は
や
し
た
て
た
と
い
う
。
そ
れ
は
、
 

道
ろ
く
神
は
貧
乏
で
結
婚
し
た
が
借
金
が
返
せ
ず
、
次
の
日
に 

家
を
燃
や
し
て
、
借
金
を
返
せ
な
い
言
い
わ
け
を
し
た
と
い
、っ
。 

そ
の
た
め
道
ろ
く
神
は
、
自
分
の
家
を
建
て
て
も
、
自
分
の
家 

に
は
一
晩
し
か
泊
ま
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ 

で
小
屋
を
つ
く
っ
て
そ
の
日
に
燃
や
す
の
だ
。

実

施

期

日

一
月
一
五
日

朝
九
時
に
は
村
中(
集
落)

毎
戸
一
人
が
出
て
、
夜
八
時
〜 

九

時

頃

ま

で(

オ
ン
ベ
ー
ヤ
が
終
わ
る
ま
で)

。
 

実
施
場
所 

五
ロ
妻
郡
六
合
村
引
沼
集
落
の
う
ち
の
適
宜
の
場
所



を
、
お
頭
と
区
長
が
相
談
し
て
決
定
す
る
。
今
年
は
、
め
ず
ら 

し
く
雪
が
全
く
無
か
っ
た
の
で
、
火
の
粉
が
と
ん
で
野
火
や
家 

屋
が
心
配
な
の
で
、
広
い
場
所
を
選
び
危
険
の
な
い
よ
う
な
場 

所
で
行
っ
た
。

組 

織

こ
の
行
事
は
大
字
入
沢
の
八
集
落
の
中
の
引
沼
集 

落
で
行
わ
れ
る
も
の
で
、
引
沼
に
小
集
落
が
清
水(

六
戸)

打 

越
(

一
三
戸)

中

組
(

八
戸)

新

屋
(

ー
ニ
尸)

双

子
(

五
戸) 

下

出
(

五
戸)

の
六
ツ
が
あ
り
、
こ
の
集
落
か
ら
小
頭
と
呼
ぶ 

世
話
人
が
出
る
。
小
頭
の
互
選
で
「
お
頭
」
が
き
ま
る
。
今
年 

の
お
頭
は
、
山
本
、
機
、
小
頭
、
山
本
嘉
光
、
山
本
茂
、
山
本 

宗
晴
、
山
本
谷
五
郎
、
関
ユ
キ
江
、
山
本
良
昭
の
六
人
、
七
福 

神
は
若
衆
か
ら
選
ば
れ
た
七
人
、
こ
の
外
、
「奴
！

吝
貝
会
」 

が
参
画
す
る
。

実
施
内
容 

オ
ン
ベ
ヤ
作
り
、
朝
九
時
、
引
沼
四
八
戸
の
毎
戸 

一
人
ず
つ
出
て
、
「
モ
ミ
」

の
木
の
枝
を
取
る
た
め
に
思
い
思
い 

の
所
へ
出
か
け
、
小
型
ト
ラ
ッ
ク
な
ど
で
運
ん
で
く
る
。
お
頭 

と
区
長
が
相
談
し
て
建
て
る
場
所
が
決
ま
る
と
、
モ
ミ
の
木
の 

枝
(

こ
の
日
だ
け
は
ど
こ
の
木
の
枝
を
取
っ
て
も
何
も
言
わ
れ 

な
い)

ボ

ヤ
(
枯
木
の
枝
を
束
ね
た
も
の)

エ
グ
サ
、
モ
ミ
ガ 

ラ
、
セ
ン
ク
ズ 
(

メ
ン
パ
、
シ
ャ
モ
ジ
を
作
る
時
の
く
ず)

豆 

ガ
ラ
、
ダ
ル
マ
、
正
月
か
ざ
り
な
ど
が
集
め
ら
れ
る
。

オ
ン
ベ
ー
ヤ
は
、
親
オ
ン
べ
と
子
オ
ン
ベ
の
二
つ
が
つ
く
ら 

れ
る
。
親
オ
ン
ベ
は
高
さ
一
〇̂

ぐ
ら
い
、
子
オ
ン
ベ
は
高
さ 

五̂

ぐ

ら

い

で

あ

る(
今
年
は
雪
が
全
く
な
い
の
で
、
親
オ
ン 

ベ
高
さ
七̂

、
子
オ
ン
ベ
高
さ
親
オ
ン
ベ
の
半
分
ぐ
ら
い)

に 

作
ら
れ
た
。

畑
(
冬
な
の
で
何
も
作
付
け
さ
れ
て
い
な
い
が
選
ば
れ
る
と 

持
主
は
無
条
件
で
承
諾
す
る)

が
決
ま
る
と
、
ま
ず
、
心
棒
を 

立
て
る
所
に
穴
を
掘
り
、
目
通
り
直
径
二
〇V

ぐ
ら
い
の
モ
ミ 

の
木
の
末
を
切
り
落
と
さ
な
い
も
の
を
立
て
、
根
元
に
横
木
を 

結
び
つ
け
、
横
木
と
心
棒
に
ス
ジ
カ
エ
を
結
び
つ
け
る
。
心
棒 

の
根
元
か
ら
、

エ
グ
サ
、
セ
ン
ク
ズ
、
豆
が
ら
、

モ
ミ
が
ら
な 

ど
を
つ
け
火
の
つ
き
や
す
い
よ
う
に
、
ま
た
、
根
元
が
広
く
な 

る
よ
う
に
た
く
さ
ん
つ
け
る
。
そ
の
上
に
モ
ミ
の
枝
の
モ
ト
を 

心
棒
に
つ
け
枝
の
先
が
下
を
む
く
よ
う
に
重
ね
て
つ
け
て
全
体 

が
円
す
い
状
に
な
る
よ
う
に
作
る
。

全
体
の
形
が
で
き
る
と
、
頂
上
に
わ
ら
縄
の
長
い
も
の
を
四

本
結
び
つ
け
、
四
人
が
そ
の
縄
の
は
し
を
持
ち
、
オ
ン
ベ
の
上 

に
二
人
が
乗
り
、
四
人
が
右
ま
わ
り
に
ま
わ
り
、
上
の
二
人
が
、
 

ゆ
る
ま
な
い
よ
ぅ
に
約
二
〇
〜
三
〇̂

の
間
隔
で
満
身
の
力
で 

し
ば
り
つ
け
る
。
こ
の
縄
は
火
を
つ
け
た
時
「せ
い
の
神
」
を 

取
り
に
の
ぼ
る
た
め
の
足
場
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
「子
オ
ン
ベ
」 

は
大
き
さ
が
半
分
ぐ
ら
い
で
作
り
方
は
親
オ
ン
べ
と
同
じ
要
領 

で
作
る
。

七
福
神
ま
わ
り

若
者
七
人
が
福
徳
の
神
七
福
神
の
衣
装
を
ま
と
い
、
昼
す
ぎ 

(
昔
は
オ
ン
ベ
ー
ヤ
が
終
わ
〇
て
か
ら)

か
ら
村
中
毎
戸
を
ま
わ 

り
あ
る
き
、
大
黒
天
が
福
俵
を
持
っ
て
座
敷
に
あ
が
り
「
め
で 

た
い
、
め
で
た
い
な
、
七
福
神
が
舞
い
こ
ん
だ
、
夷
、
大
黒
、
 

毘
沙
門
天
、
布
袋
、
福
禄
、
寿
老
人
、
弁
財
天
が
舞
い
こ
ん
だ
、
 

め
で
た
い
、
め
で
た
い
、
め
で
た
い
な
」
ま

た

「
め
で
た
い
、

め
で
た
い
、
め
で
た
い
な
、
福
の
神
が
舞
い
こ
ん
だ
、
家
内
安 

全
め
で
た
い
な
、
無
病
息
災
め
で
た
い
な
、
五
穀
豊
穣
め
で
た 

い
な
、
め
で
た
い
、
め
で
た
い
、
め
で
た
い
な
」
ま

た

「
め
で 

た
い
や
、
め
で
た
い
や
、
あ
き
の
方
よ
り
、
大
黒
様
の
福
俵
、
 

だ
ん
な
し
ば
ら
く
土
足
ば
ご
め
ん
、
だ
ん
な
さ
ま
の
前
に
ひ
と 

こ
ろ
が
し
、
奥
様
の
前
に
ひ
と
こ
ろ
が
し
、
ひ
と
こ
ろ
が
し
が 

千
俵
、
ふ
た
こ
ろ
が
し
が
二
千
俵
、
三
こ
ろ
が
し
が
万
々
俵
、
 

さ
て
こ
の
俵
ど
こ
に
納
め
ま
し
よ
ぅ
か
、
東
の
倉
に
積
み
ま
し 

よ
ぅ
か
、
東
の
倉
に
は
お
金
が
ど
っ
さ
り
、
西
の
倉
に
積
み
ま

し

ょ

う

か

西

の 

倉
に
は
お
金
が
ど 

っ
さ
り
、

一
俵
残 

り
し
は
、
来
年
ま 

で
穂
ま
ち
俵
と
し 

て
お
預
か
り
い
た 

し
ま
す

J

こ
の
ょ
う
な
ロ 

上

を

述

べ

て

「
お

I  

祝
い
」

の

金

を

も

I  

ら
う
。

こ
の
金
は 

お
頭
に
預
け
、
春 

ま
つ
り
の
福
引
き 

な
ど
の
費
用
に
使 

う
〇

オ
ン
ベ
ー
ヤ

親
 

オ
ン
ベ
、
子
オ
ン

べ
と
も
午
前
中
に
は
で
き
あ
が
り
、
全
員
が
集
会
所
に
集
ま
り
、
 

酒
食
を
共
に
し
て
夕
刻
を
ま
つ
〇

夕
刻
、
鐘
や
太
鼓
の
音
が
鳴
る
と
村
中
の
人
た
ち
は
、
三
三 

五
五
オ
ン
ベ
ヤ
の
所
へ
集
ま
る
。
お
頭
を
先
頭
に
し
て
「た 

い
ま
つ
」
を
持
っ
た
役
員
が
集
会
所
か
ら
オ
ン
ベ
ヤ
に
向
か
い
、
 

集
ま
っ
た
人
々
に
迎
え
ら
れ
る
。
ま
ず
子
オ
ン
べ
に
占
火
さ
れ
、
 

し
ば
ら
く
す
る
と
、
親
オ
ン
べ
に
点
火
さ
れ
る
〇
親
オ
ン
ベ
の 

火
の
大
き
く
勢
い
が
強
く
な
っ
た
こ
ろ
若
者
が
親
オ
ン
ベ
の
燃 

え
さ
か
る
上
に
の
ぼ
っ
て
歓
声
を
あ
げ
る
。(
昔
は
、
オ
ン
ベ
の 

頂

上

に

あ

る

「
セ
ィ
ノ
神
」

の
と
り
っ
こ
を
し
、
良
縁
を
望
ん 

だ
と
い
、っ)

。
ま
た
、
親
オ
ン
ベ
が
通
え
さ
か
る
頃
、
厄
年
の
人

親オンベ子オンベ'

七福神まわり



が
み
か
ん
を
投
げ
た
り
お
金
を
投
げ
た
り
し
て
厄
払
い(

厄
お 

と
し)

を
す
る
。
こ
の
頃
オ
ン
ベ
ー
ヤ
の
火
は
最
古
冋
潮
と
な
る
。
 

昔
は
、
オ
ン
ベ
ー
ヤ
の
火
が
下
火
に
な
る
と
、
心
棒
を
倒
し 

引
っ
ぱ
り
出
す
。
そ
の
時
手
に
つ
い
た
炭
を
あ
た
り
か
ま
わ
ず 

ま
わ
り
の
人
の
顔
に
ぬ
り
つ
け
た
と
い
う
が
今
は
見
ら
れ
な
い
。
 

ま
た
そ
の
心
棒
を
か
つ
い
で
村
中
の
家
を
ま
わ
り
、
心
棒
を 

鋸
で
輪
切
り
に
し
て
配
っ
た
。
も
ら
っ
た
家
で
は
神
棚
に
供
え
、
 

翌
十
六
日
の
朝
に
も
や
し
湯
を
沸
か
し
て
お
茶
を
た
て
神
様
に 

供
え
、
飲
ん
だ
と
い
う
が
、
「
い
ろ
り
」

の
な
い
生
活
に
な
っ
た 

の
で
こ
の
行f

な
く
な
っ
た
。

(
奈
良
秀
重}

箱
石
の
地
蔵
か
つ
ぎ

名 

称

地
蔵
か
つ
ぎ

由
来
伝
承 

玉
村
町
箱
石
地
区
内
の
地
蔵
か
つ
ぎ
は
明
治
時
代 

か
ら
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
安
産
と
子
供
の
成
長
を
祈
願
す 

る
祭
り
で
あ
る
。

実
施
期
日
二
月
二
十
三
日

七
月
二
十
三
日
の
年
二
回
行
わ
れ
て
い
る
。 

実
施
場
所 

佐
波
郡
玉
村
町
箱
石 

養
命
寺
境
内

組 

織 

養
命
寺
檀
家
燈
籠
番
と
箱
石
の
子
供 

実
施
内
容 

二

月

二

士

音

と

七

月

二

士

音

の

午

後

、
燈
籠 

番
五
名
と
箱
石
地
区
の
小
学
校
三
年
生
以
上
の
男
子
が
集
合
す 

る
〇

燈
籠
番
は
昔
か
ら
箱
石
で
生
活
し
て
い
た
家
の
人
で
、
そ
の 

各
班
か
ら
選
出
さ
れ
た
五
名
が
当
番
と
な
る
。

地
蔵
か
つ
ぎ
の
本
尊
の
地
蔵
菩
薩
は
、
養
命
寺
境
内
の
北
向

の
地
蔵
堂
に
安
置 

さ
れ
て
い
る
石
製 

の
お
地
蔵
様
で
黒 

墨
で
目
、
鼻
、
ロ 

を
描
き
頭
に
真
っ 

赤

な

頭

巾

を

の 

せ
、
真
っ
赤
な1
刖 

掛
を
か
け
た
姿
で 

あ
る
。

お
地
蔵
様
を
収 

納
す
る
も
の
を
長 

持
様
と
よ
び
、
長 

持
様
は
片
開
き
で 

お
地
蔵
様
の
全
身 

を
拝
め
る
よ
う
に 

な
っ
て
い
る
。
下 

段
は
引
き
出
し
に 

な
っ
て
い
て
中
の 

半
分
程
は
思
召
し 

の
お
金
を
入
れ
る 

賽
銭
箱
に
な
っ
て 

ぃ
る
。

隣
の
半
分
に
は 

線
香
と
、
ろ
う
そ 

く
が
入
れ
ら
れ
、
 

お
地
蔵
様
の
前
に 

は
線
香
立
が
供
え 

 

ら
れ
て
い
る
。
長 

持
様
の
上
部
に
は 

金
具
が
取
り
付
け 

ら
れ
金
具
に
角
棒 

を
通
し
前
後
二
人 

で
担
ぐ
よ
う
に
な 

つ
て
い
る
。

一
切
の
準
備
が
整
ぅ
と
地
蔵
堂
に
当
番
と
子
供
が
全
員
集
合 

し
当
番
代
表
か
ら
、
お
話
し
と
注
意
を
聞
く
。
終
わ
る
と
長
持 

様
に
お
地
蔵
様
を
収
納
し
、
前
後
二
人
ず
っ
で
担
ぎ
、
大
勢
で 

「地
蔵
様
ワ
ッ
シ
ョ
ィ
、
地
蔵
様
ワ
ッ
シ
ョ
ィ
」
と
大
声
で
叫
び 

な
が
ら
、
箱
石
地
区
中
を
ね
り
歩
く
。
行
列
に
は
二
名
の
役
員 

が
付
き
添
ぅ
〇

家
々
で
は
戸
口
に
地
蔵
様
を
迎
え
て
、
線
香
を
供
え
思
召
し 

を
奉
納
し
て
、
安
産
と
子
供
の
成
長
を
祈
念
す
る
。

ち
な
み
に
戸
数
は
約
百
戸
を
数
え
廻
り
終
え
る
と
夕
刻
に
な 

つ
て
し
ま
、っ
。

奉
納
さ
れ
た
思
召
し
は
当
番
か
ら
子
供
た
ち
に
分
配
さ
れ 

る
〇平

成
十
一
年
の
燈
籠
番
は
山
口
一
郎
、
金
子
直
人
、
狩
野
得 

助
、
加
藤
信
一
の
皆
さ
ん
だ
っ
た
。

(

川
村
勝
保)

江
田
町
の
地
蔵
か
つ
ぎ

名 

称

地
蔵
か
っ
ぎ

由

来

伝

承

今
か
ら
三
百
年
ほ
ど
前
の
こ
と
、
当
時
箕
輪
城
下 

で
あ
っ
た
江
田
に
疫
病
が
流
行
し
、
疫
病
に
ょ
っ
て
多
く
の
子 

供
が
亡
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
箕
輪
城
主
が
地
蔵
菩
薩
を
子
育
て 

地
蔵
信
仰
と
し
て
、
か
つ
ぎ
地
蔵
を
始
め
た
と
伝
え
ら
れ
て
い 

る
〇江

田
町
で
の
か
つ
ぎ
地
蔵
は
今
か
ら
百
年
余
り
前
か
ら
江
田 

地
蔵
祭
り
と
し
て
定
着
し
、
地
蔵
堂
を
か
つ
ぐ
祭
り
と
な
っ
た
。 

実

施

期

日

八
月
十
四
日

実

施

場

所

前
橋
市
江
田
町

組 

織

江
田
町
子
供
会
及
び
男
女
小
中
学
生

実

施

内

容

八
月
十
四
日
の
盆
迎
え
の
前
か
ら
長
栄
寺
に
子
供 

達
が
集
ま
っ
て
地
蔵
和
讃
の
練
習
を
す
る
。
昔
は
町
内
の
地
蔵 

っ
子
と
呼
ば
れ
る
十
歳
か
ら
十
五
歳
の
男
子(

一
軒
一
人
、
次 

男
以
下
参
加
で
き
ず)

が
世
話
人
の
下
で
練
習
を
し
行
事
を
盛 

り
上
げ
て
い
た
が
、
今
で
は
子
供
会
が
世
話
役
と
な
り
、
子
供 

会
に
入
会
し
て
い
る
役
員
と
女
子
を
含
め
た
子
供
全
員
が
参
加 

し
て
い
る
。
八
月
十
四
日
午
前
六
時
江
田
町
公
民
館
前
に
集
合
、
 

前
日
迄
に
地
蔵
堂(
神
輿
型
の
も
の)

を
公
民
館
内
に
安
置
し

燃える親オンベ

地蔵様をかつぐお地蔵様



て
お
い
た
の
を
、
運
び
出
し
担
ぐ
こ
と
な
く
車
に
乗
せ
て
引
き 

町
内
の
辻
々
で
線
香
を
上
げ
て
も
ら
っ
て
い
る
。

か
つ
て
は
地
蔵
堂
を
二
人
で
担
ぎ
、
鉦
、
太
鼓
に
合
わ
せ
和 

讃
を
唱
え
な
が
ら
、
村
内
二
尸
残
ら
ず
歩
い
て
線
香
を
上
げ
、
 

子
供
の
無
病
息
災
を
祈
っ
て
も
ら
い
金
銭
や
米
穀
な
ど
の
寄
進 

を
受
け
、
祭
り
が
終
わ
る
と
子
供
達
は
年
齢
相
応
に
金
や
菓
子 

を
分
配
さ
れ
る
の
が
楽
し
み
だ
っ
た
と
い
ぅ
。
地
蔵
堂
を
二
人 

で
担
ぐ
こ
と
か
ら
車
へ
と
替
わ
っ
た
が
、
今
で
も
豆
絞
り
の
手 

拭
い
を
肩
に
、
か
わ
い
い
ロ
を
い
っ
ぱ
い
に
開
け
、
和
讃
を
唱 

え
な
が
ら
歩
く
姿
が
見
ら
れ
た
。

(

川
村
勝
保)

芦
田
町
の
出
歩
き
地
蔵

名 

称

出
歩
き
地
蔵

地
蔵
尊
の
縁
日
に
本
尊
の
石
地
蔵
立
像
を
車
に
乗
せ
町
内
を 

巡
回
し
て
祭
る
行
事
。
榛
名
山
南
麓
か
ら
高
崎
南
部
に
か
け
て 

盛
ん
な
地
蔵
盆
行
事
の
地
蔵
回
し
の
南
限
の
形
と
見
ら
れ
る
。 

由

来

伝

承

戦
国
時
代
末
の
天
正
十
八
年
に
藤
岡
領
主
と
な
っ 

た
芦
田
康
真
が
信
州
芦
田
か
ら
藤
岡
に
移
住
し
た
際
に
光
徳
寺 

と
共
に
移
し
た
と
い
ぅ
石
地
蔵
が
城
南
の
芦
田
町
の
地
蔵
堂
に 

祭
ら
れ
る
。

実

施

期

日

九
月
二
十
四
日

地
蔵
盆
の
一
月
遅
れ
。
市
街
地
北
部
の
宮
本
町
地
蔵
堂
に
も 

同
じ
由
来
伝
承
の
地
蔵
尊
が
祭
ら
れ
地
蔵
盆
の
八
月
二
十
四
日

が
縁
日
で
一
月
ず
く0

せ
て
祭
る
。

実

施

場

所

藤

岡

市

藤

岡

芦

田

町

地

蔵

堂(
公
会
堂
兼)

及 

び
芦
田
町
内

組 

織

区

長

一

区

長

代

理

ー

ー

部

長

四

区

役

員

一 

〇 

青
年
会
員
ー
ー
〇 

光
徳
寺
住
職
一
、
芦
田
町
内
は
旧
芦
田
城
跡 

の
南
一
帯
に
広
が
り
約
八
六
〇
戸
が
六
九
班
に
分
か
れ
る
。
町 

内
の
行
事
と
し
て
地
蔵
祭
り
を
行
、つ
。

実
施
内
容

祭
り
当
日

午
前
九
時
ょ
り
役
員
が
地
蔵
堂
に
集
ま
り
祭
場
作
り•

念
仏 

玉
(
菓
子
袋)

作
り
な
ど
の
諸
準
備
を
行
い
、
地
蔵
尊
を
お
開 

帳
し
て
参
拝
者
を
受
け
付
け
る
。

幼
稚
園
児•

保
育
園
児
も
団
体
で
参
拝
に
来
る
外
、
念
仏
講 

も
催
さ
れ
光
徳
寺
住
職
の
読
経
が
あ
り
、
三
々
五
々
訪
れ
る
参 

拝
者
で
賑
わ
ぅ
。

夕
方
五
時
半
ご
ろ
青
年
会
員
が
来
て
地
蔵
尊
の
出
歩
く
準
備 

を
整
え
る
。
以
前
は
石
地
蔵
立
像(
高
さ
八
四̂

重
さ
約
二
五 

貫)

を
丈
夫
な
枠
に
固
定
し
二
本
棒
を
渡
し
て
四
人
で
担
い
だ 

が
、
現

在

は

車(

リ
ヤ
ヵ
ー)

に
後
ろ
向
き
に
載
せ
て
引
き
回 

す
。
夕
方
六
時
ご
ろ
出
発
す
る
が
、
地
蔵
様
の
町
内
巡
回
コ
ー

ス
は
地
図
が
で
き
て 

い
て
五
ニ
ヵ
所
で
止 

ま
つ
て
参
拝
を
受
け 

る
よ
ぅ
に
予
定
時
刻 

も
場
所
も
示
さ
れ
約 

m

時
間
か
け
て
夜
九 

時
ご
ろ
ま
で
引
き
回 

さ
れ
る
。

地
蔵
様
が
回
る
先 

触

れ

に

鉦(

径
二
八 

T
)

を
棒
に
吊
し
て 

若
衆
二
人
が
担
い
で 

カ
ー
ン
カ
ー
ン
と
た 

た
い
て
先
導
す
る
。 

辻
々
で
待
つ
人
々
は 

地
蔵
様
が
来
る
と
賽 

銭
を
あ
げ
身
体
を
な

で
て
拝
み
健
康
を
祈
る
。
夜
遅
く
ま
で
巡
回
し
て
堂
に
帰
る
と
、
 

待
ち
受
け
た
役
員
た
ち
と
若
衆
と
の
慰
労
会
が
催
さ
れ
町
内
の 

交
流
と
懇
親
が
深
め
ら
れ
る
。

(

関
口
正
己)

地蔵堂を車にのせて引く

地蔵様が町内を回り、人々が拝む



二

三

富

士

浅

間

信

仰

富
士
嶽
神
社
の
初
山
大
祭

名 

称 

初

山

祭(

ペ
ッ
タ
ン
コ
祭.

浅
間
様
の
お
祭
り) 

由
来
伝
承 

富
士
浅
間
信
仰
の
一
つ
。
「初
山
参
り
」
と
称
し
、
 

両
親
や
祖
父
母
に
連
れ
ら
れ
た
一
歳
未
満
の
初
山
を
迎
え
る
子 

供
が
参
拝
し
、
そ
の
子
供
の
額
に
御
神
印(

朱
印)

を
押
す
。
 

初
詣
り
、
初
登
山
を
意
味
し
、
子
供
の
成
長
を
祈
願
す
る
〇 

実
施
期
日 

大
祭
は
六
月
一
日(
本
社
の
富
士
浅
間
神
社
の
山 

開
き
に
合
わ
せ
る
。
直

K

り
は
五
月
三
十
一
日) 

実
施
場
所 

館
林
直®

士
原
町 

富
士
嶽
神
社 

組 

織 

富
士
嶽
神
社
氏
子 

実

施

内

容

五
月
中
旬
に
総
代
全
員
で
一
日
が
か
り
で
お
札
作 

り
を
行
ぅ
。
五
月
三
十
一
日
が
宵
祭
り
で
、
午
前
中
か
ら
総
代 

と
各
区
長
十
人
ず
つ
の
準
備
委
員
が
祭
り
の
準
備
を
始
め
、
午 

後
か
ら
参
拝
者
を
迎
え
る
。
六
月
一
日
は
午
前
十
一
時
に
祈
祷 

祭
が
行
わ
れ
、
区
長
、
総
代
の
ほ
か
有
志
た
ち
約
三
〇
人
ほ
ど 

が
お
祓
い
を
受
け
る
。

参
拝
者
は
市
内
を
は
じ
め
県
内
、
近
県
か
ら
集
ま
る
。
中
に 

は
、
遠
方
に
嫁
い
だ
娘
が
生
ま
れ
た
子
供
を
連
れ
て
里
帰
り
を 

し
て
参
拝
す
る
人
も
い
る
。
参
拝
者
の
中
心
は
、

一
歳
未
満
の 

子
供
を
連
れ
た
両
親
や
祖
父
母
な
ど
で
、
本
殿
に
登
る
前
に
初 

穂
料
を
納
め
、
お
札
、
破
魔
矢
、
供
物
な
ど
を
受
け
取
っ
た
あ 

と
、
本
殿
の
あ
る
山
頂
ま
で
登
り
、
そ
こ
で
お
祓
い
を
し
た
あ 

と
、
子
供
の
額
に
朱
の
御
神
印
を
押
し
て
も
ら
、っ
。
子
供
の
額

に
御
神
印
を
押
す
の
は
、
白
装
束
を
つ
け
た
区
長
と
総
代
が
交 

替
で
行
ぅ
。
御
神
印
は
一 +

つ
で
小
槌
形
を
し
て
、
槌
の
両
端
に 

文
字
が
刻
ま
れ
、
そ
れ
に
朱
肉
を
付
け
て
子
供
の
額
に
押
す
。
 

押
す
面
は
直
径
約
七̂

の
円
形
で
、
両
端
に
刻
ま
れ
て
い
る
文 

字
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
、
粗
い
文
字
の
方
が
男
児
、
細
か
い
文 

字
の
方
が
女
児
と
、
区
別
し
て
押
し
て
い
る
。

神
社
の
本
殿
と
拝
殿
は
、
富
士
山
を
模
し
た
小
高
い
山(
古 

墳
を
利
用)

の
頂
上
に
あ
り
、
山
頂
に
登
る
階
段
は
四
五
段
あ 

り
、
途
中
に
一
合
目
か
ら
八
合
目
ま
で
高
さ
が
表
示
さ
れ
て
い 

る
。
参
拝
が
終
わ
る
と
、
本
殿
の
周
り
を
ひ
と
回
り
し
、
別
の 

下
り
階
段
で
降
り
る
。

二
十
年
頃
前
ま
で
は
、
「初

山

着

物(

は
つ
や
ま
ぎ
も
ん)

」 

「初
山
の
着
物
」
と
い
っ
て
、
里
親
が
子
供
に
夏
用
の
着
物(
浴 

衣)

を
作
っ
て
く
れ
て
、
そ
れ
を
参
拝
す
る
子
供
に
着
せ
て
お

参
り
に
行
く
家
も
あ
っ
た
。
初
山
参
り
を
し
た
家
で
は
、
親
戚 

な
ど
を
呼
ん
で
赤
飯
を
炊
き
、
お
祝
い
を
行
っ
た
。

ま
た
、
境
内
に
は
約
一
〇
〇
軒
の
露
天
商
が
出
て
に
ぎ
わ
う 

が
、
本
殿
に
近
い
参
道
に
は
、
館
林
市
内
の
玩
具
店
が
う
ち
わ 

の
露
店
を
二
軒
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
初
山
を
迎
え
た
家
で 

参
拝
し
た
後
に
う
ち
わ
を
買
っ
て
、
そ
の
裏
に
子
供
の
名
前
を 

入
れ
、
そ
れ
を
二
本
ず
つ
親
戚
や
近
所
な
ど
に
配
る
風
習
が
あ 

る
た
め
で
あ
る
。

う
ち
わ
は
災
難
を
吹
き
飛
ば
す
と
い
、っ
意
味
が
あ
り
、
二
本 

配
る
の
は
お
祝
い
事
が
重
な
る
よ
う
に
と
い
わ
れ
る
が
、
最
近 

で
は
一
本
の
家
も
あ
る
。
う
ち
わ
の
表
の
絵
柄
は
毎
年
変
わ
り
、
 

子
供
向
け
の
漫
画
風
の
絵
柄
が
多
い
。
裏
は
富
士
山
の
図
の
中

に

「初
山
」
と
す 

字
が
書
か
れ
、
そ 

の
右
下
に
子
供
の 

名
前
を
書
く
欄
が 

あ
る
。
ぅ
ち
わ
を 

販
売
し
て
い
る
玩 

具
店
で
は
、
富
十 

嶽
神
社
以
外
に
も 

こ
の
近
辺
の
浅
間 

神
社
の
初
山
祭
り 

で
ぅ
ち
わ
の
販
壳 

を
行
っ
て
い
る
。

こ
の
富
士
嶽
神 

社
の
初
山
祭
は
、
 

初
山
を
迎
え
る
子 

供
を
持
っ
家
以
外 

に
も
多
く
の
参
拝

者
が
詣
で
、
そ
の
数
は
約
一
万
人
に
の
ぼ
る
。
境
内
の
神
楽
殿 

で
は
、
昼
は
神
楽
、
夜
は
ヵ
ラ
オ
ケ
な
ど
の
芸
能
が
行
わ
れ
、
 

露
天
商
や
参
拝
客
の
数
も
多
く
、
初
山
祭
り
と
し
て
は
こ
の
近 

辺
最
大
の
お
祭
り
と
い
え
る
。

初
山
祭
り
の
行
事
は
富
士
浅
間
信
仰
に
よ
る
も
の
で
、
浅
間 

神
社
を
中
心
に
広
ま
っ
て
い
る
。
館
林
市
内
で
は
他
に
花
山
町 

の
富
士
嶽
神
社(
大
祭
が
五
月
一
日
、

り
が
四
月
三
十
日) 

で
も
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
邑
楽
町
中
野
藤
原
地
区
の
浅
間
神 

社
(

六
月
一
日)

、
大
泉
町
富
士
越
地
区
の
浅
間
神
社(

六
月
一 

日)

、
太
田
市
長
手
地
区
の
金
山
浅
間
神
社(
七
月
ー
ー±

ー
ー
日
夜 

-

二
十
四
日)

、
同
茁
石
瀬
川
地
区
の
浅
間
神
社(
七
月
ー 

ー
十
四 

日)

、
足
利
市
田
中
町
の
浅
間
神
社(

六
月
一
日)

な
ど
で
も
同 

様
に
行
わ
れ
、
東
毛
地
域
と
そ
の
周
辺
特
有
の
風
習
と
見
ら
れ 

る
。
な
お
、
板
倉
町
海
老
瀬
の
一
峯
神
社
で
も
、
九
月
一
日 

(

八
月
三
十
一
日
は
宵
祭
り
、
現
在
は
八
月
最
終
週
の
日
曜
日) 

に
例
大
祭
が
行
わ
れ
、
境
内
末
社
の
富
士
浅
間
社
で
生
ま
れ
て 

一
歳
未
満
の
子
供
の
額
に
朱
印
を
押
す
風
習
が
あ
る
。
本
来
は 

六
月
の
一
日
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、

一
峯
神
社
の
例
大 

祭
に
あ
わ
せ
て
初
山
祭
り
を
行
っ
て
い
る
。

(

岡
屋
紀
子)

初山参りの子供の額に朱印を押す

朱印を額に押した子供

境内にあるうちわの露店



長
手
金
山
浅
間
神
社
の
初
山

名 

称 

初

山
(
付
•

岩
瀬
川
浅
間
神
社
初
山)

由

来

伝

承

長

手

は

、
十
二
世
紀
後
半
の
古
文
書
に
そ
の
名
が 

出
て
い
る
ほ
ど
の
古
い
地
域
で
あ
る
。
こ
こ
に
金
山
浅
間
神
社

が

祀

ら

れ

て

い 

る
。
同
社
は
、
長 

手

の

鎮

守

様

で

、
 

旧
社
格
は
村
社
〇 

祭

神

は

大

山

祇
 

命
、
木
花
咲
耶
比 

売
命
、
磐
長
比
売 

命
で
あ
る
。

こ
の 

神

社

の

夏

祭

り
 

(

七
月
二
十
四
日) 

の
日
に
、
初
山
の 

行
事
が
行
わ
れ
て 

い
る
。

こ
こ
の
初
山
の 

行
事
の
由
来
は
不 

明
で
あ
る
が
、
天 

正
十
七
年
六
月
一

日

付

「北
條
家
朱
印
状
」(
島
根
県
桜
井
文
書)

に
、
長
手
郷
に 

お

け

る

「富
士
参
詣
者
」

に

対

す

る

「押
買
狼
藉
」
を
停
止
す 

る
旨
の
禁
制
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
面
が
、
北
条
氏
直
か 

ら
長
手
郷
領
主
桜
井
肥
前
守
に
対
し
て
出
さ
れ
た
所
領
経
営
の 

た
め
の
指
示
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ

の

「富
士
参
詣
者
」
は
長 

手
の
富
士
浅
間
社
へ
の
参
詣
者
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。(

『太 

田
市
史
』
通

史

編•

中
世
参
照)

こ
の
こ
と
か
ら
、
長
手
の
浅 

間
神
社
は
中
世
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
し 

か
し
、
こ
の
こ
と
と
、
初
山
の
行
事
と
の
直
接
の
結
び
つ
き
に 

つ
い
て
は
、
不
明
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
初
山
信
仰
の
下
地
は
古
く
か
ら
あ
っ
た 

こ
と
が̂
^

ゝ
足
ら
れ
る
と
い
え
よ
ぅ
。

実

施

期

日

七
月
二
十
四
日

実
施
場
所 

太
田
市
長
手
町 

金
山
浅
間
神
社 

組 

織

金
山
浅
間
神
社
氏
子
総
代

実
施
内
容 

こ
の
日
参
拝
に
来
る
者
は
こ
の
年
一
年
以
内
に
生 

ま
れ
た
子
供
で
あ
る
。
以
前
は
、
母
親
の
里
で
つ
く
っ
て
く
れ 

た
初
山
き
も
ん
を
着
て
、
親
に
連
れ
ら
れ
お
参
り
に
来
た
。
浅 

間
神
社
の
社
頭
で
氏
子
総
代(

世
話
人)

に
同
社
の
神
印
を
ひ 

た
い
と
が
着
物
の
帯
に
押
し
て
も
ら
う
。
こ
う
す
る
こ
と
に
よ 

っ
て
そ
の
子
供
の
無
事
成
長
が
叶
え
ら
れ
る
と
い
う
信
仰
に
も 

と
づ
く
。

長
手
の
浅
間
様
へ
の
お
参
り
は
早
朝
か
ら
は
じ
ま
る
。
そ
の 

た
め
に
、
長
手
の
浅
間
様
の
初
山
参
り
は
「朝
浅
間
」
と
い
わ 

れ
て
い
る
。
か
つ
て
は
、
長
手
の
浅
間
様
の
お
参
り
に
行
っ
て 

そ
の
足
で
、
同
市
の
岩
瀬
川
の
浅
間
様
へ
ま
わ
っ
て
同
じ
初
山 

参
り
を
し
た
。

な
お
、
浅
間
様
の
本
殿
は
浅
間
山
の
頂
上
に
祀
ら
れ
、
拝
殿 

は
そ
の
麓
に
あ
る
。

(
井
田
安
雄)

下
津
の
お
富
士
参
り

名 

称

お
富
士
参
り

由

来

伝

承

こ
の
行
事
の
由
来
伝
承
は
不
明
で
あ
る
。
現
在
八 

十
歳
台
の
人
達
も
七
歳
の
と
き
に
お
富
士
参
り
を
し
た
と
い
う 

か
ら
、
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
行
事
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る 

が
、
文
献
資
料
を
欠
く
の
で
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
わ
か
ら
な 

い
。
下
津
の
竹
改
戸
の
中
に
富
士
山
が
あ
り
、
竹
改
戸
の
中
の 

小
地
名
に
富
士
山
が
あ
る
の
で
、
古
く
か
ら
の
富
士
信
仰
を
暗 

示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
信
仰
を
基
に
し
た
お
富
士 

参
り
の
行
事
は
、
利

根.

沼

田

地

区(
特
に
沼
田
市
近
辺)

に 

お
い
て
行
わ
れ
て
き
た
行
事
と
さ
れ
る
。
現
在
で
は
、
下
津
の 

浅
間
神
社
に
お
参
り
す
る
人
は
、
ー
ー
、
三
人
で
あ
る
と
い
う
。
 

実
施
期
日 

十
一
月
十
五
日
。
古
く
は
旧
暦
六
月
十
五
日
、
後 

に
七
月
十
五
日
と
な
り
、
最
近
で
は
、
七
五
三
の
行
事
と
同
じ 

く
、
十
一
月
十
五
日
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

実
施
場
所 

利
根
郡
月
夜
野
町
下
津
の
富
士
山
と
里
宮(
富
士 

山
の
山
頂
に
浅
間
神
社
の
石
宮
あ
り)

組 

織

個
人
ご
と
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
、
特
に
組
織
な 

し
。
も
と
は
、
地
元
の
法
印
が
子
供
を
富
士
山
の
浅
間
様
へ
連 

れ
て
い
っ
た
と
い
、っ
。

実
施
内
容 

十
一
月
十
五
日
に
、
七
歳
の
子
供
に
新
し
く
作
つ 

て
く
れ
た
着
物
を
着
せ
て
、
家
人
が
浅
間
様
に
お
参
り
に
連
れ

て
行
っ
た
。

こ
の■ 

と
き
、
竹
筒
二
本1 

に

甘

酒

を

入

れ

！！
 

て
、
水
引
で
結
わ

1  

え
て
浅
間
様
へ
上

j  

げ
て
き
た
。
今

で

：
 

は
、
お
参
り
の
人

j  

も
少
な
い
。
浅

間

1  

神
社
の
里
宮
の
近 

く
の
世
話
役
の
人

i  

が
お
参
り
の
人
に̂
 

「
富

士

浅

間

神

社1 

神
璽
」
と
い
ぅ
お
。
 

札

を

渡

し

て

い

|  

る
。
な
お
、

こ
の, 

日
、
近
所
の
人
や 

親
戚
の
人
が
お
祝

い
を
持
っ
て
き
て
く
れ
た
。
近
所
や
親
戚
の
家
へ
は
、
甘
酒
を 

配
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
呼
ば
れ
て
き
た
人
に
は
、
甘
酒
や
赤 

飯
を
振
舞
っ
た
。
お
祝
い
を
く
れ
た
人
に
は
、
お
返
し
に
団
扇 

(
沼
田
で
買
っ
た)

に
本
人
の
名
前
を
書
い
て
配
っ
た
。
子
供
の 

無
事
成
長
を
祈
っ
て
の
行
事
で
あ
る
と
い
う
。
今
は
、
七
五
三 

の
祝
い
に
変
わ
っ
て
、
お
参
り
の
人
も
ご
く
わ
ず
か
と
い
う
。 

(
井
田
安
雄)

神印を押す(太田市教委提供)

富士浅間神社里宮(下津)



二

四

念

仏

下
増
田
の
天
道
念
仏

下
増
田
町
は
、
須

永
•

阿

久

津•

奥

原•

中
屋
敷
の
四
っ
の 

組
に
分
れ
て
お
り
、
か
つ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
組
で
天
道
念
仏
を 

行
っ
て
い
た
が
、
現
在
は
須
永•

阿
久
津
の
両
組
で
の
み
行
わ 

れ
て
い
る
。

①

須
永
組

名 

称

天
道
念
仏

由
来
伝
承 

い
つ
頃
か
ら
行
わ
れ
た
か
は
不
明
。
古
い
資
料
は 

昭
和
二
十
二
年
の
水
害
で
失
わ
れ
た
。

天
道
を
祀
る
行
事
で
、
太
陽
の
恵
み
を
た
た
え
る
も
の
と
い 

う
〇

実
施
期
日 

か

つ

て

は

春(
彼
岸
の
中
日)

、
秋
(
十
月
十
日) 

の
年
二
回
行
っ
て
い
た
。
秋
も
彼
岸
の
中
日
に
し
た
時
期
も
あ 

っ
た
が
、
養
蚕
が
盛
ん
だ
っ
た
頃
、
鉦
を
叩
く
と
蚕
が
騒
ぐ
と 

い
っ
て
嫌
っ
た
た
め
十
月
に
な
っ
た
と
い
う
。
昭
和
五
十
一
〜 

二
年
頃
よ
り
、
春
の
み
の
年
一
回
に
変
っ
た
。

当
番
の
家
で
行
っ
た
頃
は
、
日
の
出
か
ら
日
の
入
り
ま
で
で 

あ
っ
た
が
、
会
場
を
使
う
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
午
前
中
に 

準
備
を
し
て
昼
頃
か
ら
始
め
て
一
〜
二
時
間
程
度
で
切
り
上
げ 

る
よ
、っ
に
な
っ
た
。

実

施

場

所

前
橋
市
下
増
田
町
須
永
以
前
は
当
番
の
家
で
行 

っ
て
い
た
が
、
昭
和
四
十
六
年
春
よ
り
須
永
会
議
所
で
行
、っ
よ 

う
に
な
り
、
昭
和
五
十
二
年
に
新
し
い
公
民
館
が
落
成
し
た
た 

め
昭
和
五
十
三
年
春
か
ら
現
在
ま
で
須
永
公
民
館
で
行
っ
て
い 

る
〇

組 

織 

須
永
組
の
役
員
で
あ
る
組
長•

協
議
員
各
一
名
と 

班
長
十
名
で
準
備
を
し
て
、
全
戸
に
連
絡
す
る
。
以
前
は
ほ
と 

ん
ど
毎
戸
か
ら
の
参
加
が
あ
っ
た
が
、
現
在
は
年
寄
り
が
中
心 

で
七
〜
八
名
が
集
ま
る
の
み
で
あ
る
。

全
戸
を
あ
げ
て
の
行
事
の
た
め
、
以
前
は
全
戸
で
ク
ジ
を
ひ 

き
、
当
番
の
順
番
を
決
め
、

一
回
交
代
で
行
っ
た
。
昭
和
三
十 

一
年
に
六
七
軒
で
ク
ジ
を
ひ
い
た
が
、
こ
れ
が
最
後
の
ク
ジ
と 

な
っ
た
。
ク
ジ
で
決
ま
っ
た
順
番
に
従
っ
て
、
昭
和
四
十
五
年 

ま
で
は
会
場
も
準
備
も
当
番
の
家
で
行
わ
れ
て
い
た
が
、
昭
和 

四
十
六
年
以
降
会
場
が
会
議
所
や
公
民
館
に
変
っ
て
か
ら
は
、

準
備
だ
け
が
当
番
の
仕
事
に
な
り
、
そ
し
て
平
成
四
年
か
ら
は 

準
備
も
当
番
に
替
っ
て
組
の
役
員
が
す
る
ょ
ぅ
に
な
っ
た
。

当
番
が
な
く
な
っ
て
か
ら
は
、
組
内
へ
の
連
絡
も
回
覧
板
で 

済
ま
す
ょ
ぅ
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
ま
で
は
当
番
が
全
戸
に
廻
状 

を
回
し
た
。
念
仏
の
日
の
ー
ヵ
月
程
前
に
回
し
始
め
る
。
組
内 

を
ま
ん
中
で
西
と
東
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
一
本
ず
つ
廻
状
を 

作
る
。
各
家
は
そ
れ
を
見
る
と
、
自
分
の
家
の
名
前
に
印
を
つ 

け
て
次
へ
回
す
の
で
あ
る
。

当
日
は
準
備
が
大
変
な
の
で
、
当
番
の
家
の
隣
保
班
が
手
伝 

い
を
し
た
も
の
だ
っ
た
。

実

施

内

容

組
内
の
竹
薮
か
ら
長
さ
三̂

位
の
竹
を
四
本
切
り 

出
す
。
組
長
が
予
め
左
撚
り
の
縄
を
四
〜
五
〇̂

程
用
意
し
て 

お
く
。
会
場
の
四
角
に
竹
を
立
て
、
こ
の
縄
を
ふ
た
回
り
巡
ら 

し
、
縄
に
は
四
方
に
四
本
ず
つ
幣
束
を
下
げ
る
。

供
ぇ
物
は
、
線

香
•

赤

飯
•

酒

一

升•

煮

物
.

漬

け

物.

果 

物
な
ど
で
あ
る
。
も
と
は
当
番
が
一
升
モ
チ
を
搗
い
て
供
ぇ
、
 

行
事
の
終
わ
り
に
細
か
く
切
り
分
け
て
配
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
 

こ
れ
を
食
べ
る
と
病
気
に
な
ら
な
い
と
い
っ
た
。
そ
の
モ
チ
の

名
残
で
現
在
は
菓 

子

を

配

っ

て

い 

る
〇毎

戸
に
配
る
お 

护
用
と 

八
丁
、、ノ
 

メ
の
竹
に
縛
る
お 

札
用
と
の
二
本
の 

版
木
が
あ
り
、
当 

日
墨
で
刷
っ
て
用 

音
心̂\

る
〇

念
仏
の
唱
え
言 

は

「
ナ
ム
ア
ミ
ダ 

ブ
ッ
」

で
、
三
遍 

ゲ

エ

シ(

か
え
し) 

と
い
っ
て
三
度
唱 

え
た
ら
三
度
鉦
を 

叩
き
、
こ
れ
を
繰 

り
返
す
。
現
在
は 

念
仏
を
テ
ー
プ
で

流
し
、
そ
れ
に 

合
わ
せ
て
鉦• 

太
鼓
を
叩
く
の 

み
で
あ
る
。
線 

香
を
一
本
立
て 

て
始
め
、
燃
え 

尽
き
た
ら
交
代

〇
お
天
道
様
を 

拝
む
の
だ
か
ら 

と
、
か
つ
て
は 

縁
側
に
祭
壇
を 

つ
く
り
外
に
向 

か
っ
て
念
仏
を 

唱
え
た
が
、
現 

在
は
会
場
の
中 

で

行

っ

て

い 

る
〇念

仏
が
終
わ

る
と
、
部
屋
に
巡
ら
し
た
シ
メ
縄
の
四
辺
の
ま
ん
中
を
切
り
、
 

そ
の
縄
で
竹
に
お
札
を
縛
り
付
け
る
。
こ
の
竹
を
須
永
組
の
入 

り
ロ
四
力
所
に
立
て
る
。
ム

ラ
(
組)

の
中
に
災
い
が
入
っ
て 

く
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
す
る
も
の
で
、
こ
れ
を
八
丁
ジ
メ
と
呼 

ん
で
い
る
。

参
加
者
は
、
漬
け
物
や
菓
子
な
ど
を
食
べ
な
が
ら
供
え
物
の 

酒
を
飲
み
、
お
わ
り
に
お
札
と
菓
子
を
も
ら
っ
て
帰
る
。

②

阿
久
津
組

名 

称

天
道
念
仏

実
施
期
日 

年
一
回
、
春
の
彼
岸
の
中
日
に
行
う
。
現
存
す
る 

會
所
連
名
帳
に
よ
れ
ば
、
か
つ
て
は
年
二
回
行
わ
れ
て
い
た
。
 

明
治
三
十
年
代
か
ら
春
は
ほ
ぼ
彼s

i

中
日
近
辺
に
決
ま
っ
て
い 

た
よ
う
だ
が
、
そ
れ
以
前
は
、
三
月
下
旬
か
ら
四
月
十
日
前
後 

の
日
付
の
記
載
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
二
度
め
に
つ
い
て
は
、
明 

治
三
士 

一
年
か
ら
四
士 

一
年
ま
で
は
七
月
士
百
か
ら
ー
ー
十
九 

日
ま
で
の
間
の
い
ず
れ
か
の
日
に
行
わ
れ
て
い
る
。
明
治
四
十 

四
年
か
ら
は
九
月
も
し
く
は
十
月
に
行
う
よ
う
に
な
り
、
そ
し 

て
昭
和
十
四
年
を
最
後
に
、
春
の
み
の
年
一
回
に
変
わ
っ
て
い

須永組の廻状

須氷組の八丁ジメ



る
。

実
施
場
所
前
橋
市
下
増
田
町
阿
久
津
も
と
は
当
番
の
家
で 

行
っ
て
い
た
が
、
現
在
は
阿
久
津
研
修
セ
ン
タ1

で
行
、っ
。

組 

織 

組
長
と
、
班
長
の
中
か
ら
互
選
で
決
ま
っ
た
一
名

と
が
中
心
と
な 

つ
て
段
取
り
を 

し
、
細
か
い
世 

話
を
当
番
が
し 

て
い
る
。

当
番
は
毎
年 

二
軒
交
代
で
な 

り
、
天
道
念
仏 

の
他
、
組
内
の 

祭
り
や
下
増
田 

町
全
体
の
祭
り 

な
ど
の
世
話
も 

し
て
い
る
。
天 

道
念
仏
に
関
す 

る
童
日
き
物
が
入 

つ

た

箱(

チ
ョ

ゥ
箱)

と
大
日
如
来
の
掛
軸
を
預
か
り
、
終
わ
る
と
次
の
人
へ 

渡
す
〇

天
道
念
仏
會
所
連
名
帳
に
ょ
る
と
、
当
番
は
會
所
世
話
人

•  

世
話
係
な
ど
と
呼
ば
れ
、
宿
を
提
供
し
、
二
軒
一
組
で
一
回
ご 

と
に1
父
代
し
て
い
た
よ
、っ
で
あ
る
。

実
施
内
容 

研
修
セ
ン
タ
ー
の
部
屋
の
中
に
東
向
き
に
大
日
如 

来
の
掛
軸
を
掛
け
、
そ
の
前
に
祭
壇
を
つ
く
る
。
祭
壇
に
は
線 

香•

ロ
ゥ
ソ
ク.

お

札.

花
.

果
物
の
他
、
大
徳
利
に
入
っ
た 

酒
が
二
本
供
え
ら
れ
る
。
掛
軸
の
掛
け
ら
れ
た
側
に
は
シ
メ
縄 

を
張
る
。

鉦
二
つ
と
太
鼓
を
三
人
が
同
時
に
打
ち
鳴
ら
し
、
そ
の
音
頭 

に
合
わ
せ
て
大
日
如
来
に
向
か
っ
て
念
仏
を
唱
え
る
。

一
通
り 

の
念
仏
を
唱
え
る
と
今
度
は
、
祭
壇
を
南
に
向
け
天
道
様
に
向 

か
っ
て
、
唱
え
言
の
異
な
る
念
仏
を
申
す
〇
現
在
は
組
内
の
古 

老
が
唱
え
る
念
仏
を
録
音
し
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
鉦•

太
鼓
を 

叩
い
て
い
る
。

念
仏
が
終
わ
る
と
、
奴
7K
壇
に
供
え
ら
れ
て
い
た
大
徳
利
を
下

げ
て
酒
を
飲
む
の 

だ
が
、
徳
利
の
ロ 

に
手
の
平
を
当
て 

て
そ
の
ま
ま
逆
さ 

に
し
、
一
民
し
て
そ 

の
手
に
つ
い
た
酒 

を
ペ
ロ
リ
と
な
め 

る
の
で
あ
る
。
参 

加
者
全
員
に
徳
利 

を
回
す
。

最
後
に
シ
メ
縄
を 

は

ず

し

て

切

り

、
 

こ
の
縄
で
竹
に
お 

札
を
縛
り
つ
け
る
。
 

竹
は
六
本
、
予
め 

用

意

し

て

お

く

。
 

お
札
は
当
番
が
版

木
で
刷
る
。
二
本
あ
る
版
木
の
う
ち
、
小
さ
い
方
を
赤
い
紙
に 

刷
り
、
こ
れ
を
半
紙
で
く
る
ん
で
そ
の
上
か
ら
も
う
一
本
の
版 

木
で
刷
つ
て
仕
上
げ
る
。

お
札
の
つ
い
た
こ
の
竹
を
ム
ラ(
組)

境
六
力
所
に
た
て
て
、
 

組
内
に
災
い
が
入
り
込
む
の
を
防
ぐ
。
こ
れ
を
八
丁
ジ
メ
と
い 

う
。
ム

ラ
(
組)

境
に
近
い
人
が
帰
り
が
け
に
預
か
つ
て
い
つ 

て
立
て
る
。

そ

の

他

大
日
如
来
の
掛
軸
を
入
れ
る
箱
の
蓋
の
内
側
に
は
、
 

次
の
銘
が
あ
る
。

文
政
元
年 

下
増
田
村

如

来

霊

相

施

主

細
野
甚
右
衛
門

卯

正

月

吉

日

ま
た
、
か
つ
て
天
道
念
仏
の
時
に
使
つ
て
い
た
花
立
て
に
は
、
 

天
保
十
年
と
記
さ
れ
て
い
る
。

會
所
世
話
人
の
名
前
を
記
し
た
「會
所
連
名
帳
」

の
他
、
金 

銭
出
納
に
つ
い
て
は
「天
道
念
佛
入
用
帳
」
が
、
明
治
初
め
頃 

の
も
の
か
ら
残
つ
て
い
る
。

③

隣
接
地
域
で
の
伝
承

下
増
田
町
に
接
す
る
上
増
田
町
で
は
、
大
塚
田
と
い
う
地
域

で
や
は
り
天
道
念 

仏
が
行
わ
れ
て
い 

る
〇こ

こ
で
は
、
大 

塚
田
全
体
を
四
つ 

の
組
に
分
け
、

一
 

年
交
代
に
当
番
組 

が
念
仏
を
行
ぅ
。
 

実
施
日
は
、
三
月 

十

七

日
(
彼
岸
の 

入
り)

。
も
と
は 

寮
と
呼
ば
れ
た
大 

塚
田
公
民
館
の
座 

敷
に
薬
師
様
が
祀 

っ
て
あ
り
、
そ
の 

前
で
行
ぅ
〇

集
ま
っ
た
人
た

ち
が
交
代
で
念
仏
を
唱
え
る
の
だ
が
、
こ
の
時
叩
い
た
鉦
の
数 

を
数
え
、
全
部
終
わ
る
と
そ
の
数
を
紙
に
書
い
て
薬
師
様
の
と 

こ
ろ
に
貼
り
付
け
る
。
鉦
を
叩
く
人
が
二
名
、
数
を
数
え
る
人 

一
名
で
、
全
員
が
順
に
交
代
し
て
い
く
。

数
え
る
た
め
に
木
で
作
っ
た
「駒
」
と
い
う
数
札
が
用
い
ら 

れ
る
。
も
と
は
、
「天
道
念
仏
南
無
阿
弥
陀
」

の
唱
え
言
を
三
回 

唱
え
る
と
鉦
ひ
と
つ
駒
ひ
と
つ
だ
っ
た
が
、
今
は
唱
え
言
に
合 

わ
せ
て
鉦
を
三
つ
叩
き
、
鉦
三
つ
で
駒
ひ
と
つ
と
数
え
て
い
る
。
 

五
万
四
千
回
が
標
準
念
仏
だ
と
い
う
。
百
八
回
の
念
仏
を
五
百 

回
と
い
う
計
算
で
あ
る
。
こ
れ
を
目
標
に
、
か
つ
て
は
日
の
出 

か
ら
日
の
入
り
ま
で
行
っ
た
も
の
だ
っ
た
。

版
木
が
二
種
類
あ
り
、
二
枚
を
一
組
に
し
て
全
戸
に
配
る
。
 

念
仏
を
あ
げ
て
い
る
最
中
に
、
男
の
人
た
ち
が
色
紙
に
墨
で
刷 

り
上
げ
る
。

な
お
、

一
つ
の
版
木
の
裏
に
は
、

「文
化
七
庚
子
年
三
月
」 

(

一
八
一
〇)

と
記
さ
れ
て
い
る
。

供
え
物
と
し
て
、
も
と
は
モ
チ
を
二
段
重
ね
に
し
て
進
ぜ
た 

も
の
だ
っ
た
が
、
現
在
は
し
て
い
な
い
。

ま
た
、
こ
こ
で
は
八
丁
ジ
メ
は
行
わ
れ
な
い
。

(
藤
井
弘
義

阿久津組会所連名帳阿久津組入用帳

阿久津組念仏を、唱える

大塚田念仏を唱又る



上
大
島
の
天
道
念
仏

名 

称

天
道

念

仏

：

由
来
伝
承 

お
天
道
様
に
感
謝
す
る
日
、
ま
た
は
日
照
祈
願
と 

い
わ
れ
る
。

い
つ
頃
か
ら
行
わ
れ
た
か
は
不
明
。

実

施

期

日

三
月
十
五
日
、
七
月
十
五
日
の
年
二
回
行
う
。
も 

と
は
日
の
出
か
ら
日
没
ま
で(
朝
四
時
半
頃
か
ら
夜
七
時
頃
ま 

で)

行
わ
れ
て
い
た
が
、
終
戦
後
は
、
朝
九
時
頃
に
集
ま
り
、
 

皆
で
食
事
を
食
べ
て
午
後
三
時
頃
に
は
終
了
す
る
ょ
う
に
変
わ 

り
、
現
在
も
こ
の
ょ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
。

実

施

場

所

前
橋
市
上
大
島
町 

町
内
に
あ
る
観
音
堂
の
堂
内 

組 

織 

以
前
は
町
内
の
七
十
歳
過
ぎ
の
年
寄
り
有
志
が
一 

四
、
五
人
で
行
っ
て
い
た
。
そ
の
中
か
ら
一
人
親
方
が
決
ま
り
、
 

親
方
を
中
心
に
行
っ
た
が
、
十
五
年
程
前
に
観
音
親
交
会
が
で 

き
て
か
ら
は
、
観
音
堂
に
か
か
わ
る
行
事
は
全
て
こ
の
組
織
が 

取
り
行
っ
て
い
る
〇
親
交
会
に
は
、
老
人
会
加
入
者
の
う
ち
七 

十
歳
を
過
ぎ
た
年
長
の
者
が
入
る
〇
現
在
八
〇
名
近
く
の
加
入 

者
が
あ
る
が
、
実
際#

S

す
る
の
は
五
、
六
〇
名
前
後
で
あ
る
。 

実
施
内
容 

当
日
の
朝
、
観
音
堂
の
庭
に
六̂

程
の
幟
旗
を
二

本
立
て
る
。
観
音 

堂
の
座
敷
に
南
に 

向
け
て
祭
壇
を
作 

り
、
中
央
に
幣
束 

を

立

て

て

灯

明• 

線

香
•

花
•

果 

物

•

野
菜
等
が
供 

え
ら
れ
る
。

祭
壇
の
前
に
大 

小
二
つ
の
鉦
、
太 

鼓
が
置
か
れ
、
三 

人
一
組
で
こ
れ
ら 

を
同
時
に
早
い
テ 

ン
ポ
で
打
ち
鳴
ら 

す
。
唱
ぇ
言
は
特 

に
な
い
。
打
ち
出 

す
前
に
ま
ず
線
香 

を

二

本

立

て

る

。

以
前
は
線
香
が
燃 

え
尽
き
る
ご
と
に 

交
代
し
て
い
た
が
、
 

現
在
は
五
分
の
砂 

時
計
を
用
意
し
て 

そ
れ
を
合
図
に
交 

代

し

て

、
参
加
者 

全
員
が
祭
壇
の
前 

に

座

っ

て

打

つ

。
 

念
仏
の
間
は
線
香 

は
決
し
て
絶
や
さ 

な
い
よ
、っ
に
す
る
。 

ま

た

、
鉦

•

太
鼓 

も
途
切
れ
る
こ
と 

な
く
打
ち
鳴
ら
す 

た

め

、
食
事
も
交 

代
で
と
る
。

戦1
刖
ま
で
は
、
三
月
の
天
道
念
仏
の
日
に
お
札
を
刷
り
。
町 

内
の
人
達
が
家
族
の
人
数
分
の
お
金(

一
人
あ
た
り
一
銭
く
ら 

い)

を
持
っ
て
来
て
、
こ
の
お
札
一
枚
と
人
数
分
の
木
の
葉
の 

形
を
し
た
菓
子
を
も
ら
っ
て
帰
っ
た
も
の
だ
っ
た
が
、
現
在
は 

行
わ
れ
て
い
な
い
。
お
札
も
節
分
の
時
に
配
る
の
み
で
あ
る
。
 

そ

の

他

以

前

は

、
七
月
の
天
道
念
仏
の
日
に
は
ム
ギ
ダ
チ
を 

し
た
。
醤

油•
味
噌
な
ど
麦
を
使
っ
た
も
の
は
一
切
食
べ
ず
、
 

モ
チ
を
搗
い
て
食
べ
た
。
そ
ぅ
す
る
と
病
気
に
な
ら
な
い
と
い 

っ
た
も
の
だ
っ
た
。
ま
た
、
人
に
ょ
っ
て
は
三
月
に
ム
ギ
ダ
チ 

を
し
て
、
七
月
に
コ
メ
ダ
チ
を
し
た
と
い
ぅ
話
も
あ
っ
た
。 

(
藤
井
弘
美)

上
大
島
の
十
六
日
念
仏

名 

称

十
六
日
念
仏.

オ
ネ
ン
ブ
ツ 

由

来

伝

承

い
っ
頃
か
ら
始
ま
っ
た
か
は
不
明
。
観
音
様
を
信 

仰
し
て
い
る
と
安
ら
か
に
最
期
が
迎
え
ら
れ
る
、
最
期
は
観
音 

様
に
す
が
る
と
い
わ
れ
る
。

実
施
期
日 

年
十
二
回
、
毎
月
十
六
日
に
行
、っ
。
午
後
一
時
頃 

か
ら
二
時
頃
ま
で
。

実

施

場

所

前

橋 

市

上

大

島

町

町 

内
に
あ
る
観
音
堂 

の
座
敷
で
行
わ
れ 

る
〇

組 

織

観
音 

親
交
会
が
行
っ
て 

い
る
。

こ
の
親
交 

会
に
は
、
老
人
会 

加
入
者
の
ぅ
ち
年 

長
の
者
が
入
っ
て 

い
る
。
十
五
年
程

I  

前
に
親
交
会
が
で 

き
る
ま
で
は
、
町 

内
の
老
人
の
有
志 

が

行

っ

て

い

た

。
 

現
在
は
観
音
堂
に 

係
る
行
事
は
す
べ 

て
親
交
会
が
中
心 

で
行
わ
れ
、
年
会 

費
一
〇
〇
〇
円
で 

運

営

さ

れ

て

い 

る
〇

実

施

内

容

観

音
 

堂
内
部
中
央
に
百 

体
観
音
が
祀
ら
れ 

て
お
り
、
そ
の
前 

面
に
十
三
仏
の
掛 

軸
を
か
け
て
祭
壇 

を
つ
く
る
。
十
三 

仏
の
掛
軸
の
左
右 

に
は
秩
父
三
十
四 

番
、
阪
東
三
十
三 

番
、
西
国
三
十
三 

番
の
掛
軸
が
並
ん 

で
か
け
ら
れ
る
。

祭
壇
に
は
、
灯

天道念仏祭壇(南向きに作られる)

3人で鉦、太鼓を打ち鳴らす

榮壇声を合わせて念仏を唱える



明
•

化.

線
香
を
供
え
、
祭
壇
の
右
に
大
太
鼓
、
左
に
小
太
鼓
、
 

中
央
の
祭
壇
一
前
に
鉦
が
置
か
れ
る
。

午
後
一
時
前
か
ら
集
ま
り
始
め
、
各
自
お
参
り
を
し
て
、
当 

番
が
い
れ
る
お
茶
を
飲
み
な
が
ら
開
始
を
待
つ
。
お
茶
入
れ
当 

番
は
、
そ
の
年
の
役
員
の
女
の
人
が
偶
数
月
、
奇
数
月
交
代
で 

行
う
〇「

そ
ろ
そ
ろ
始
め
ま
し
よ
う
」
と
い
、っ
会
長
の
声
で
念
仏
が 

始
ま
る
。
鉦
一
名
、
太
鼓
二
名
、
線
香
を
立
て
る
係
一
名
が
前 

に
座
っ
て
行
う
が
、
こ
の
線
香
を
立
て
る
係
が
唱
え
た
念
仏
の 

回
数
を
数
え
る
〇

ま
ず
線
香
を
一
本
立
て
、
鉦
.

太
鼓
に
合
わ
せ
て
全
員
で
念 

仏
を
唱
え
る
。

一
項
目
唱
え
終
わ
る
ご
と
に
線
香
を
立
て
て
い 

く
。
証
を̂
^
^

人
の
こ
と
を
ド
ー
ト

リ
(
音
頭̂
^

り)

と
い
、っ
〇 

現
在
は
会
長
が
鉦
の
係
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
鉦
を
つ 

く
き
ま
り
は
特
に
な
い
が
、
唱
え
や
す
い
よ
う
に
心
が
け
て
い 

る
と
い
う
。
鉦
が
中
心
で
太
鼓
は
こ
れ
に
合
わ
せ
て
打
つ
。

念
仏
は
全
部
で
十
三
項
目
あ
り
、

一
項
目
五
回
ず
つ
唱
え
る
。 

最
後
に
般
若
心
経
を
全
員
で
唱
え
て
、
終
わ
る
。
な
お
、
最
後 

に
般
若
心
経
を
唱
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
十
数
年
前
か
ら 

の
こ
と
で
、
そ
れ
以i

刖
は
し
な
か
っ
た
。

念
仏
が
終
了
す
る
と
再
び
お
茶
を
も
ら
っ
て
飲
ん
で
解
散
と 

な
る
。

古
老
に
よ
る
と
、
六
十
数
年
前
に
、
念
仏
を
唱
え
る
人
達
の 

ま
ん
中
で
踊
り
を
踊
っ
て
い
た
の
を
見
た
事
が
あ
る
そ
、っ
だ
が
、
 

詳
細
は
不
明
。

(
藤
井
弘
美}

大
友
町
の
百
万
遍

名 

称

百
万
遍

由
来
伝
承 

疫
病
退
散•

悪
魔
払
い
の
意
味
で
行
わ
れ
る
。
雨

乞

い•

虫
封
じ
の
意
味
も
あ
る
。

こ
の
地
で
始
ま
っ
た
の
は
、
近
世
初
頭
と
伝
え
ら
れ
る
が
詳 

細
は
不
明
〇
長
見
寺
境
内
に
、
寛

保

二

年(

一
七
四
二)

の
銘 

の
あ
る
供
養
塔
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
こ
の
行
事
を
し
な
か
っ
た 

た
め
に
村
内
に
疫
病
が
流
行
り
、
死
者
が
出
た
こ
と
か
ら
建
立 

さ
れ
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
大
正
十
五
年
に
も
、
や

は
り
実
施
で
き
な
か
つ
た
た
め
赤
痢
が
流
行
り
、
数
名
の
死
者 

が
出
た
と
い
う
。
そ
れ
以
後
は
途
絶
え
る
こ
と
な
く
続
け
ら
れ 

て
い
る
。

実
施
期
日 

か
つ
て
は
毎
年
七
月
十
七
日
に
行
わ
れ
て
い
た 

が
、
よ
り
多
く
の
人
が
参
加
で
き
る
よ
う
に
と
、
現
在
は
七
月 

十
七
日
に
最
も
近
い
日
曜
日
に
実
施
さ
れ
て
い
る
。

実

施

場

所

前
橋
市
大
友
町 

長
尾
山
長
見
寺
境
内
で
祈
祷
を 

行
つ
た
後
、
大
友
神
社
に
参
り
、
そ
の
ま
ま
町
内
を
回
つ
て 

辻
々
で
百
万
遍
を
唱
え
る
。(
順
路
は
地
図
参
照)

組 

織 

百

万
遍
保
存
会(
会
長
長
尾
昭
司
氏)

に
よ
つ
て 

行
わ
れ
て
い
る
。
会
員
は
町
内
の
成
人
七
五
名
程
で
あ
る
。
保 

存
会
が
で
き
た
の
は
、
二
十
五
年
程
前
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
は
、
 

三
十
五
歳
ま
で
の
主
冃
年
会
が
中
心
と
な
つ
た
時
期
も
あ
つ
た
が
、
 

参
加
者
が
減
り
、

一
時
自
治
会
が
主
体
で
行
つ
た
こ
と
も
あ
つ 

た
。
し
か
し
行
事
を
守
る
た
め
に
は
、
し
つ
か
り
し
た
組
織
が 

ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
保
存
厶K

を
つ
く
る
こ
と
に
な
つ
た
。 

実
施
内
容 

長
見
寺
境
内
に
ぐ
る
り
と
注
連
縄
を
め
ぐ
ら
す
。
 

こ
れ
に
は
三
六
枚
の
幣
束
が
下
げ
ら
れ
て
い
る
。
新
し
い
竹
を 

一
五
本
用
意
し
て
お
札
を
く
く
り
つ
け
、
二
本
が
供
養
塔
の
両 

隣
り
に
、
残
り
ニ
ニ
本
が
八
丁
ジ
メ
と
し
て
地
区
の
境
に
立
て

ら
れ
る
。

昼
頃
、
太

鼓

•  

鉦
を
打
ち
鳴
ら
し
、
 

行
事
の
始
ま
り
の 

フ
レ
を
出
す
。
町 

内
の
人
達
は
金
一 

封
を
持
っ
て
や
っ 

て
来
て
、
「光
明
真 

言
十
千
万
遍
」

の 

お
札
と
ネ
ギ
ー
束 

(

三
本)

を
も
ら
つ 

て
帰
る
〇
お
札
は 

ア
ク
マ
ツ
パ
ラ
イ 

(
疫
神
除
け)

な
の 

で
、
家
の
中
に
貼 

っ
て
お
く
。

保
存
会
の
人
達

は
、
揃
い
の
ハ

ッ
ピ
姿
で
集
ま 

つ
て
来
る
。

二 

時
頃
、
竹
や
祭 

壇
の
準
備
が
整 

ぅ
と
ま
ず
半
鐘 

が
打
ち
鳴
ら
さ 

れ
る
。
供
養
塔 

の
前
の
祭
壇
に 

集
ま
り
、
住
職 

が
ホ
ラ
貝
を
吹 

い
て
祈
祷
が
始 

ま
る
。
祈
祷
が 

終
わ
る
と
い
ょ 

い
ょ
数
珠
を
回 

す

わ

け

だ

が

、
 

数
珠
を
持
つ
人

は
ハ
ッ
ピ
を
脱
ぎ
上
半
身
裸
で
、
白
足
袋
姿
と
な
る
。
も
と
は 

裸
足
に
襌
一
丁
で
あ
っ
た
と
い
ぅ
。
始
め
る
前
の
浄
め
と
し
て 

酒
が
出
さ
れ
る
。
生
ネ
ギ
に
味
噌
を
つ
け
て
そ
の
ま
ま
か
じ
り
、
 

酒
を
飲
む
。
お
互
い
に
酒
を
吹
き
掛
け
合
っ
た
り
数
珠
に
吹
き 

掛
け
た
り
し
て
浄
め
る
。
桐
製
の
巨
大
な
数
珠
を
持
ち
、
大
き 

な
輪
に
な
っ
て
し
ゃ
が
ん
で
、
太

鼓
•

鉦
に
合
わ
せ
て
「
ナ
ン 

マ
イ
ダ
ー
、
ナ
ン
マ
イ
ダ
ー
」
と
大
士
尸
で
唱
え
な
が
ら
右
回
り 

に
数
珠
を
回
し
て
い
く
。
太
鼓
が
止
ま
る
と
力
強
く
数
珠
の
引 

っ
張
り
合
い
を
し
、
頭
の
上
に
か
か
げ
る
。
そ
の
数
珠
の
下
を 

見
物
の
人
た
ち
が
く
ぐ
る
。
こ
れ
を
数
回
繰
り
返
す
の
で
あ
る
。
 

こ
の
引
っ
張
り
合
い
で
勢
い
あ
ま
っ
て
転
ん
だ
り
倒
れ
た
り
す 

る̂
^

の̂
^

出
る
〇

境
内
で
の
数
珠
回
し
が
終
わ
る
と
、
提
灯
を
先
頭
に
、
太 

鼓
•

鉦
を
担
ぎ
数
珠
を
手
に
持
っ
て
、
ワ
ッ
シ
ョ
イ
ワ
ッ
シ
ョ 

イ
の
掛
け̂

尸
と
と
も
に
走
り
出
し
て
い
く
。
ま
ず
初
め
に
大
友 

神
社
に
入
り
参
拝
し
て
数
珠
を
回
す
。
そ
の
後
辻
々
で
何
度
も 

数
珠
回
し
を
し
て
、
ぐ
る
っ
と
町
内
を
走
っ
て
一
周
す
る
の
だ 

が
、
辻
々
に
は
数
珠
の
下
を
く
ぐ
ろ
ぅ
と
町
内
の
人
々
が
待
ち 

構
ゝ
X-
て
い
る
。

最

後

に

西

川(

小
川
原
関)

の
所
を
通
り
、
長
見
寺
へ
戻
る

生ネギに味噌をつけかじりながら酒をのむ

鈕•太鼓に合わせて大数珠を回す



が
、
も
と
は
こ
の
西
川
で
、
す
べ
て
の
道
具
を
投
け
入
れ
、
 

人
々
も
飛
び
込
ん
で
浄
め
た
も
の
だ
っ
た
。
ま
た
初
め
て
参
加 

し
た
人
は
川
に
投
げ
込
ま
れ
た
な
ど
と
い
ぅ
話
も
あ
る
。
長
見 

寺
境
内
で
も
ぅ
一
度
数
珠
を
回
し
て
終
了
と
な
る
。
現
在
は
こ 

の
後
直
会
を
し
て
い
る
。

な
お
、
八
丁
ジ
メ
の
竹
は
、
車
の
荷
台
に
積
ん
で
、
百
万
遍

の
数
珠
が
町
内
に
出
て
行
く
の
と
同
時
に
出
発
し
、
地
区
の
境 

一
三
力
所
に
立
て
ら
れ
る
。

こ
の
仕
事
は
自
治
会
の
人
た
ち
の 

担
当
で
あ
る
。

G

勝
井
弘
義

海
老
瀬
の
十
九
夜
講

名 

称

十
九
夜
様

由

来

伝

承,n

ウ
チ
内
の
女
性
た
ち
が
女
人
講
を
組
織
し
、
安 

産
、
子
育
て
な
ど
の
祈
願
を
行
、つ
。
守
護
本
尊
は
如
意
輪
観
音
。
 

十
九
日
を
祭
り
の
日
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
十
九
夜
様
と
呼 

ば
れ
、
念
仏
を
唱
え
て
祈
願
す
る
。
地
域
に
ょ
り
、
毎
月
行
、つ 

地
区
や
年
に
数
回
行
、つ
地
区
な
ど
が
あ
る
。

実

施

期

日

三
月
十
九
日
と
十
一
月
十
九
日

実

施

場

所

邑
楽
郡
板
倉
町
大
字
海
老
瀬
字
頼
母
子(
県
内
で

は
東
毛
地
域
で
広
く
実
施
、
松
井
田
町
周
辺
に
も
あ
り)

組 

織

十
九
夜
講

実
施
内
容 

板
倉
町
海
老
瀬
地
区
の
頼
母
子
会
館(
薬
師
堂
隣 

り)

で
は
、
三
月
と
十
一
月
の
十
九
日(

現
在
は
十
九
日
に
近 

い
日
曜
日)

に
十
九
夜
講
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
日
、n

ウ
チ 

内
の
女
性
た
ち
が
頼
母
子
会
館
に
集
ま
る
。
こ
の
ぅ
ち
、
若
い 

嫁
た
ち
が
十
九
夜
講
を
組
織
し
、
嫁
が
十
九
夜
講
に
入
っ
た
年 

配
の
姑
た
ち
は
オ
ハ
ン
デ
と
呼
ば
れ
る
。
現
在
、
集
ま
る
女
性 

は
三
〇-
人
く
ら
い
で
、
そ
の
ぅ
ち
オ
ハ
ン
デ
は
一
〇
人
く
ら
い 

で
あ
る
。
も
と
も
と
オ
ハ
ン
デ
は
念
仏
講
の
こ
と
で
、
十
九
日 

以
前
の
十
六
夜
の
時
に
行
い
、
十
九
夜
講
と
は
別
々
に
行
っ
て 

い
た
が
、
今
は
一
緒
に
行
っ
て
い
る
。
地
区
の
女
性
は
、
結
婚 

し
て
嫁
に
来
て
、
そ
れ
ま
で
十
九
夜
講
に
入
っ
て
い
た
自
分
の 

家
の
姑
が
オ
ハ
ン
デ
の
仲
間
に
入
る
と
、
十
九
夜
講
の
仲
間
入 

り
が
で
き
る
。
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当
日
は
、
頼
母
子
会
館
の
中
に
十
九
夜
様(

如
意
輪
観
音) 

の
掛
軸
を
掛
け
、
十
九
夜
講
と
オ
ハ
ン
デ
の
人
た
ち
が
集
ま
っ 

て
昼
食
を
と
も
に
す
る
。
オ
ハ
ン
デ
は
昼
間
だ
け
で
、
夕
方
六 

時
頃
か
ら
は
十
九
夜
講
の
女
性
た
ち
が
集
ま
っ
て
安
産
祈
願
や 

無
事
お
産
が
済
ん
だ
家
で
は
そ
の
お
礼
を
す
る
。
祈
願
を
す
る 

の
は
お
も
に
里
親
や
姑
た
ち
で
、
子
供
が
生
ま
れ
る
娘
の
お
産 

が
無
事
済
む
よ
う
に
祈
る
。
そ
の
間
、
掛
軸
の
前
に
祈
願
を
す 

る
人
数
分
の
ロ
ウ
ソ
ク
を
立
て
て
火
を
灯
し
、
線
香
を
焚
く
。
 

祈
願
が
終
わ
る
と
、
燃
え
残
り
の
ロ
ウ
ソ
ク
と
お
供
え
し
た
才 

サ

ゴ
(
米)

を
祈
願
し
た
里
親
や
姑
が
持
ち
帰
る
。
持
ち
帰
っ 

た
ロ
ウ
ソ
ク
は
、
娘
の
お
産
の
時
に
火
を
灯
す
と
、
そ
の
火
が 

消
え
な
い
う
ち
に
無
事
お
産
が
済
む
と
い
う
。
持
ち
帰
る
ロ
ウ 

ソ
ク
が
短
け
れ
ば
短
い
ほ
ど
、
お
産
が
軽
く
済
む
と
い
う
の
で
、
 

燃
え
残
り
の
ロ
ウ
ソ
ク
は
短
い
ほ
う
が
喜
ば
れ
る
。
当
番
の
人 

は
早
め
に
ロ
ウ
ソ
ク
に
火
を
灯
し
て
で
き
る
だ
け
短
く
な
る
よ 

う
に
し
て
お
く
。
祈
願
を
し
て
も
ら
う
家
で
は
、
あ
ら
か
じ
め 

当
番
の
人
に
連
絡
し
て
お
く
。
戦
前
は
十
九
夜
念
仏
を
あ
げ
て 

い
た
が
、
現
在
で
は
念
仏
は
あ
げ
て
い
な
い
。

十
九
夜
講
の
当
番
は
四
名
で
、

一
年
交
替
と
な
る
。
当
番
の 

人
は
十
時
半
こ
ろ
集
ま
る
と
昼
食
を
作
り
、
み
ん
な
に
振
舞
う
。
 

昔
は
五
目
ご
は
ん
を
作
っ
た
が
、
今
は
寿
司
が
多
く
、
そ
れ
を 

十
九
夜
様
に
お
供
え
す
る
。
夕
方
の
安
産
祈
願
が
終
わ
る
と
、
 

現
在
は
別
の
と
こ
ろ
で
食
事
を
す
る
。

な
お
、
オ
ハ
ン
デ
と
い
、っ
呼
び
方
は
板
倉
町
海
老
瀬
の
峰
地 

区
で
も
使
わ
れ
て
い
る
が
、
十
九
夜
講
で
若
い
嫁
た
ち
が
集
ま 

る
こ
と
を
オ
ハ
ン
デ(

十
九
夜
オ
ハ
ン
デ)

と
言
い
、
姑
に
な 

る
と
オ
ハ
ン
デ
か
ら
抜
け
る
。
オ
ハ
ン
デ
の
日
は
若
い
嫁
た
ち 

が
家
事
や
育
児
か
ら
解
放
さ
れ
る
日
で
、
地

区

の

観

音

堂(

現 

在
は
集
会
所)

に
集
ま
り
、
「嫁
の
遊
び
日
」
と
し
て
一
日
楽
し 

ん
だ
。
こ
の
地
区
で
は
念
仏
は
行
わ
ず
、
十
九
夜
様
の
掛
軸
を 

掛
け
、
そ
の
前
に
各
人
が
ロ
ウ
ソ
ク
を
持
ち
寄
り
、
そ
の
前
に 

立
て
た
。
当

番
(

サ
シ
バ
ン)

は
三
人
ず
つ
交
替
で
一
年
間
行 

う
。
ま
た
、
当
番
の
人
は
研
い
だ
生
米
一
合
を
十
九
夜
様
に
供 

え
、
そ
の
後
、
半
紙
に
少
し
ず
つ
分
け
て
各
人
に
配
り
、
翌
朝 

そ
の
米
を
混
ぜ
て
ご
飯
を
炊
い
た
。

こ
の
他
、
館
林
市
上
三
林
町
で
は
毎
月
十
九
日
に
地
区
内
の 

十
九
夜
堂
で
念
仏
を
行
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
三
人
の
年
配

の
女
性
が
念
仏
を
あ
げ
て
い
る
。
安
産
祈
願
に
来
る
女
性
は
、
 

ロ
ウ
ソ
ク
を
も
ら
ぅ
他
に
、
腹
帯
を
借
り
て
帰
る
。
こ
の
時
、
 

男
児
が
欲
し
い
時
は
白
の
腹
帯
を
、
女
児
が
欲
し
い
時
は
赤
の 

腹
帯
を
借
り
て
帰
り
、
そ
れ
を
腹
に
卷
く
〇
無
事
に
お
産
が
済 

む
と
、
借
り
た
腹
帯
を
倍
に
し
て
返
し
、
お
礼
参
り
を
す
る
。

ま
た
、
板
倉
町
除
川
地
区
で
は
、
毎
年
三
月
上
旬
に
十
九
夜 

講
を
行
い
、
こ
こ
で
も
祈
願
に
訪
れ
た
人
に
白
や
赤
の
鉢
卷
を 

渡
し
、
持
ち
帰
っ
た
人
は
そ
れ
を
腹
帯
に
縫
い
付
け
る
。
無
事 

に
出
産
が
終
わ
る
と
翌
年
の
十
九
夜
様
の
時
に
新
し
い
鉢
巻
を 

返
し
お
礼
を
す
る
。

十
九
夜
講
は
女
性
た
ち
が
家
事
か
ら
解
放
さ
れ
る
日
で
も
あ 

り
、
昔
は
こ
の
日
を
心
待
ち
に
し
て
い
る
女
性
が
多
か
っ
た
。 

県
内
で
も
東
毛
地
域
を
中
心
に
十
九
夜
講
は
江
戸
時
代
か
ら
盛 

ん
に
行
わ
れ
、
各
地
に
十
九
夜
塔
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
板 

倉
町
海
老
瀬
の
東
源
寺
墓
地
に
は
、
万

延

元

年(

一
八
六
〇) 

に
建
立
さ
れ
た
高
さ
約
二
七
〇̂

の
十
九
夜
塔
が
あ
る
。
こ
の 

塔
に
は
、
「上
野
国
邑
楽
郡
佐
貫
庄
海
老
瀬
村/

日
影
東
西
腹
太 

小
橋/

女
人
講
中
九
十
九
人
」
と
あ
り
、
「東
腹
太
源
右
衛
門
女 

三
人/

要
蔵

女

二

人(

下
略)

」
な
ど
四
地
区
の
女
性
の
人
数
が 

家
ご
と
に
記
さ
れ
、
江
戸
時
代
か
ら
十
九
夜
講
が
盛
ん
だ
っ
た 

こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

菱
町
の
地
蔵
盆
百
万
遍
念
仏

名 

称

地
蔵
さ
ま
〇
祖
父
入
地
区
の
地
蔵
盆
百
万
遍
念
仏
。 

〔地
蔵
さ
ま
〕
も

し

く

は

〔甘
い
団
子
〕
と
呼
ば
れ
る
伝
統 

行
事
で
あ
っ
た
が
、
県

教

委

の

「民
俗
芸
能
調
査
」

で
、
内
容 

と
実
態
か
ら
表
記
の
名
称
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
文
化
財
指
定 

に
際
し
、
桐
生
市
教
委
で
、
慣
例
か
ら
地
域
名
を
冠
し
た
。 

由

来

伝

承

盆
に
帰
ら
ず
と
も
、
決
ま
っ
て
里
帰
り
す
る
肉
親 

と
家
族
が
、
地
域
の
人
達
と
も
仲
良
く
達
者
で
暮
ら
し
て
い
る 

情
況
を
先
祖
に
観
て
い
た
だ
く
。

実

施

時

期

八
月
二
十
四
日
、
午
後
六
時
半
よ
り
八
時
ま
で
。
 

実

施

場

所

桐
生
市
菱
町
祖
父
入
地
区
山
中
の
共
同
墓
地
〇 

組 

織 

地
蔵
尊
北
泉
会
。
お
よ
び
ゆ
か
り
の
人
達
。
 

実

施

内

容

実
施
日
は
地
蔵
盆
の
日
で
盆
行
事
最
終
日
に
あ
た 

る
。
こ
の
日
の
夕
闇
迫
る
こ
ろ
、
山
中
の
共
同
墓
地
に
は
無
数 

の
裸
ロ
ー
ソ
ク
が
灯
さ
れ
、
心
地
よ
い
沢
風
が
仄
か
に
揺
ら
す 

幽
玄
な
趣
の
な
か
、
達
者
で
幸
せ
な
暮
ら
し
を
満
喫
し
て
い
る 

姿
を
、
先
祖
に
観
て
戴
く
目
的
で
、
桐
材
の
超
大
型
母
珠
を
多 

用
し
た
手
作
り
で
素
朴
な
、
百
万
遍
念
珠
を
繰
り
な
が
ら
、
鉦 

太
鼓
が
乾
い
た
リ
ズ
ム
を
刻
み
、
「
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ン
ブ
ツ
ナ
ム
ア 

ミ
ダ
ア
ー 

ア
ー

マ
イ
ダ
ン
ゴ 

シ
ヨ
ツ
ハ
イ
ダ
ン
コ 

ツ
レ 

ツ
レ
ツ
レ
ツ
ォ
レ
ヱ
ツ
」
と
、
囉
し
た
て
な
が
ら
の
陽
気
で
豪 

快
な
数
珠
繰
り
で
あ
る
。

浄
土
往
生
を
期
待
し
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
六
字
を
称 

念
す
る
念
仏
も
、
よ
り
確
か
な
功
徳
を
求
め
て
遍
数
を
競
い
、
 

次
第
に
呪
文
化
し
て
百
万
遍
念
仏
と
な
り
、
呪
術
的
要
素
が
色 

濃
い
百
万
遍
念
珠
が
伴
、っ
に
お
よ
ん
で
、
悪
疫
退
散
を
願
ぅ
民 

俗
的
伝
統
行
事
に
発
展
し
た
〇

地
蔵
盆
百
万
遍
念
仏
は
、
江
戸
後
期
か
ら
始
ま
っ
た
と
さ 

れ
、

I

般
的
な
悪
疫
退
散
の
要
素
は
痕
跡
も
認
め
ら
れ
ず
、
純 

真
な
先
祖
供
養
と
と
も
に
、
家
族
肉
親
が
日
々
平
穏
に
、
隣
近 

所
と
も
仲
良
く
暮
ら
し
て
い
る
状
況
を
、
ご
先
祖
に
観
て
い
た 

だ
く
こ
と
を
唯
一
の
目
的
と
し
て
い
る
。

悪
疫
退
散
は
究
極
的
に
は_

己
救
済
で
あ
る
〇
祖
父
入
地
区 

で
は
、
家
族
肉
親
の
労
り
と
絆
や
、
近
隣
住
民
ど
ぅ
し
の
思
い 

や
り
と
、
地
域
愛
や
相
互
扶
助
の
再
認
識
が
主
で
あ
り
、
今
日 

的
で
高
尚
な
目
的
は
他
に
類
例
が
な
い
希
有
な
習
俗
で
あ
り
、

東源寺墓地の十九夜塔

(

岡
屋
紀
子)



誇

り

を

も

っ 

て
、
次
代
に
継 

承
し
た
い
貴
重 

な
伝
統
行
事
で 

あ
る
〇

同
じ
目
的
意 

識
を
持
つ
地
域 

の

老

若

男

女 

が
、
こ
ぞ
っ
て 

の
参
加
で
得
ら 

れ
る
こ

と

は

、
 

人
と
し
て
最
も

切
な
思
い
や 

り
と
労
り
。
尊 

び
敬
ぅ
心
ま
で 

も
が
、
教
え
ご 

と

で

は

な

く

、
 

幼
少
期
か
ら
実 

感
で
き
る
こ
と 

が
貴
重
で
あ
る
。

各
年
齢
層
に
応
じ
て
の
役
割
分
担
と
、
団
体
行
動
に
於
け
る 

果
た
す
べ
き
各
自
の
青
ハ
任
、
地
域
社
会
の
ル
ー
ル
ま
で
も
が
自 

然
に
理
解•

納
得
で
き
る
年
に
一
度
の
貴
重
な
「場
」
は
、
心 

豊
か
な
地
域
作
り
に
直
結
し
、
先
祖
を
介
し
た
伝
統
行
事
に
セ 

ッ
ト
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

苹
塚
貞
作}

沖
之
郷
町
の
ナ
ィ
ド(
百
万
遍)

名 

称

ナ
ィ
ド

由
来
伝
承 

こ
の
行
事
の
開
始
の
年
代
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ 

る
。
地
区
の
人
の
伝
承
に
ょ
れ
ば
、
む
か
し
伝
染
病
が
は
や
っ 

て
困
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
、
疫
病
除
け
の
た
め
、
ま
た
体 

が
丈
夫
に
な
る
ょ
う
に
と
い
う
の
で
は
じ
め
た
行
事
で
あ
る
と 

い
う
。

こ
の
行
事
は
、
沖
之
郷
の
四
つ
のn

ゥ

チ
(

小
字)

ご
と
に 

行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
北
ゴ
ゥ
チ
に
は
葬
式
の
と
き
と
ナ

イ
ド
の
と
き
に
使
用
す
る
念
仏
鉦
が
あ
る
。
そ
れ
に
は
次
の
ょ 

ぅ
な
銘
が
あ
る
。

念
仏
講
中
上
州
山
田
郡
北
沖
之
郷

干
時
正
徳
二
壬
辰
年
十
一
月
吉
日

江
戸
芝
木
村
吉
右
衛
門
作

ま
た
、
東
南
ゴ
ウ
チ
で
ナ
イ
ド
の
と
き
に
使
用
し
て
い
る
数 

珠

の

大

玉(

や
く
玉)

の
ひ
と
つ
に
、
明
治
十
五
年
七
月
四
日 

と
あ
る
。

こ
の
行
寧
の
由
来
を
知
る
資
料
で
あ
る
。
 

実

施

期

日

七
月
の
祇
園
勘
定
の
日

実

施

場

所

太
田
市
沖
之
郷
町(

n

ウ
チ
ご
と) 

組 

織 

沖
之
郷
町
山
車
保
存
会 

同
は
や
し
保
存
会 

実
施
内
容 

沖
之
郷
で
は
四
つ
の
組
に
分
け
て
ナ
イ
ド
を
実
施 

し
て
い
る
。
各
コ
ウ
チ
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
年
番(

世
話
番)

を 

選
ん
で
、
年
番
を
中
心
に
こ
の
行
事
を
運
営
し
て
い
る
。
か
つ 

て
は
、
こ
の
行
事
は
七
月
二
十
四
日
と
き
ま
っ
て
い
た
。
こ
の 

日
は
祇
園
後
の
道
普
請
と
祇
園
勘
定
を
行
、っ
日
で
あ
り
、
こ
の 

あ
と
に
、
ナ
イ
ド
を
行
っ
て
い
た
。

祇
園
に
つ
い
て
は
、
も
と
の
形
は
七
月
十
八
日
か
ら
の
準
備 

等
を
へ
て
、
二
十
一
日
に
行
い
、
二
十
二
日
の
後
始
末
、
休
み

の
あ
と
ー
ー
十
四
日 

の
午
前
中
の
道
普 

請

、
午
後
の
祇
園 

勘

定

の

あ

と

に

、
 

各n

ウ
チ
ご
と
の 

ナ

イ

ド

と

な

る

。
 

現
在
は
こ
の
形
が 

若
干
省
略
さ
れ
て
、
 

七
月
ー
ー
十
三
日
に 

祇
園
勘
定
と
ナ
イ 

ド
の
実
施
と
い
ぅ 

形
に
な
っ
て
い
る
。

ナ
イ
ド
の
形
は 

n

ウ
チ
ご
と
に
若 

干
の
ち
が
い
が
あ 

る
。

こ
の
行
事
の 

中
心
は
以
前
は
若,
：

衆
で
あ
っ
た
が
、" 

現
在
は
子
供
が
中 

心
の
行
事
と
な
つ
一 

て
い
る
。

は
じ
め
はn

ウ 

チ
の
広
場
で
数
珠 

を

ま

わ

す(

こ
の 

唱

え

ご

と

が

「
ナ 

ィ
ド
」

で
あ
る)

。
 

こ
の
あ
と
コ
ウ
チ 

内
の
各
戸
を
ま
わ 

る
。

こ
の
と
き
、
 

大
人
が
鉦
と
太
鼓
一 

を
た
た
き
な
が
ら 

行
列
の
先
頭
に
立 

つ
。各

家
の
庭
で
数

珠
を
ひ
っ
ぱ
り
あ

、っ
。
大
き
な
や
く
玉
が
ま
わ
っ
て
く
る
と
、
そ
れ
を
い
た
だ
き
、
 

頭
な
ど
に
つ
け
て
、
無
病
息
災
を
祈
る
。
各
家
庭
で
は
お
さ
い 

銭
を
あ
げ
て
く
れ
る
。
ま
た
、
夏
の
こ
と
で
ナ
ィ
ド
が
ま
わ
っ 

て
く
る
と
、
水
を
か
け
た
。

ナ
ィ
ド
が
終
わ
る
と
こ
ど
も
た
ち
は
川
に
入
っ
て
水
を
あ
び 

た
。
お
さ
い
銭
は
行
事
の
あ
と
、
子
供
た
ち
に
分
け
与
え
て
い 

る
。

(
井
田
安
雄)

地蔵盆百万遍念仏

ナイドの行列

数珠まわし



二

五

オ

シ

シ

サ

マ

上
福
島
の
す
み
つ
け
祭
り

名 

称

す
み
つ
け
祭
り

由
来
伝
承 

こ
の
祭
り
の
起
こ
り
に
つ
い
て
、
村
人
た
ち
は
つ 

ぎ
の
よ
う
な
話
を
伝
え
て
い
る
。

今
か
ら
三
百
年
余
り
前
の
こ
と
。
上
福
島
に
悪
疫
が
流
行
し 

た
。
そ
の
時
、
武

州

騎

西(
埼
玉
県
北
埼
玉
郡
騎
西
町)

の
玉 

敷
神
社
か
ら
、
御
神
体
を
借
り
受
け
て
祭
り
を
し
た
と
こ
ろ
悪 

疫
が
鎮
ま
っ
た
こ
と
か
ら
、
以
後
つ
づ
け
ら
れ
て
き
た
と
い
、っ
。
 

ま
た
、
悪
疫
流
行
の
時
、
あ
る
名
家
の
下
女
が
鍋
を
さ
げ
て
こ 

ろ
び
、
顔
に
べ
っ
と
り
と
鍋
墨
が
つ
い
た
。
だ
が
、
そ
の
下
女 

だ
け
が
病
気
に
か
か
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
驚
い
た
村
人
た
ち 

は
、
鍋
墨
に
悪
疫
を
近
づ
け
ぬ
力
が
あ
る
こ
と
を
信
じ
「墨
つ 

け
」
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
 

こ
の
祭
り
は
「悪
魔
っ
ぱ
ら
い
」
と
も
い
わ
れ
て
い
た
と
い
、っ
。

以
前
の
祭
日
は
二
月
十
五
日
で
、
御
神
体
を
安
置
す
る
宿 

(

や
ど)

も
、
集
落
内
各
戸
か
ら
の
申
し
込
み
に
よ
り
決
め
て
い 

た
。
当
時
は
申
込
者
が
多
く
、

一
代
に
一
回
、
宿
が
廻
っ
て
く 

れ
ば
よ
い
ほ
う
で
あ
っ
た
と
い
、っ
。

実

施

期

日

二
月
二
十
一
日

実
施
場
所 

佐
波
郡
玉
村
町
大
字
上
福
島(
祭
典
本
部
は
同
大 

字
の
研
修
所)

組 

織 

す
み
つ
け
祭
り
実£

吝
貝
会(
地

元

の

「青
友
会
」 

「子
供
会
」
関
係
者
等
に
よ
っ
て
組
織)

実
施
内
容 

当
日
の
早
朝
、
祭
典
役
員
が
埼
玉
県
騎
西
町
の
玉 

敷
神
社
に
出
向
き
、
御
神
体
、
オ

シ

シ(
御
神
面)

、
オ
サ
ゴ
櫃
、
 

御
幣
束
な
ど
を
借
り
受
け
て
き
て
、
祭
典
本
部
の
祭
壇
に
祀
る 

(

写
真
参
照)

。
な
お
、
御
神
体
箱
に
納
め
ら
れ
た
御
神
体
は
秘 

物
と
さ
れ
、
ま
だ
誰
も
見
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
。
ま
た
、
こ 

の
祭
り
は
神
職
が
関
与
す
る
こ
と
な
く
、
村
人
だ
け
で
行
わ
れ 

る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。

ま
ず
、
村
巡
り
の
前
に
、
大
根
を
輪
切
り
に
し
た
切
口
に
、
 

墨
を
塗
り
つ
け
た
も
の
を
た
く
さ
ん
用
意
す
る
。
墨

は

消

の
 

粉
を
水
に
溶
い
た
も
の
で
あ
る
。
以
前
こ
の
墨
は
、
鍋
底
や
釜 

底
に
つ
い
た
墨
を
使
っ
た
が
、
そ
の
後
は
木
炭
や
練
炭
の
墨
と 

な
り
、
現
在
で
は
消
炭
を
利
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
の
こ
と

で
あ
る
。

午
前
十
時
。
ま 

ず
、
お
互
い
の
顔 

に
墨
を
つ
け
合
っ 

た
係
員
た

ち

は

、
 

行
列
を
組
み
、
各 

戸
巡
り
が
開
始
さ 

れ
る
。
行
列
は
太 

鼓
を
先
頭
に
、
シ 

シ
面
を
か
ぶ
り
、
 

ポ
ン
テ
ン
を
か
さ 

し

た

先
達
の
人
、
 

次
に
御
神
体
を
奉 

持
し
た
人
、

つ
ぎ 

に
オ
サ
ゴ
櫃
を
担 

い
だ
人
や
手
に
手 

に
墨
つ
け
の
大
根 

を
持
っ
た
人
た
ち 

が
つ
づ
き
、
さ
ら 

に
数
十
人
の
子
供 

た
ち
が
こ
れ
に
合 

流
す
る 

子
供
た 

ち
も
手
に
手
に
墨 

つ
け
の
大
根
を
持 

ち
、
お
互
い
の
顔 

に
墨
を
つ
け
合
っ 

て

の

参

列

で

あ 

る
〇こ

の
各
戸
巡
り 

に

は

順

路

が

あ 

り
、
ま
ず
集
落
の 

一

番

下(

東)

の 

家

か

ら

は

じ

ま 

り
、
次
第
に
上
へ 

と

向

か

っ

て

行 

く
。
順
路
の
家
の 

門
口
に
く
る
と
子

供
た
ち
は
一
斉
に
歓
声
を
あ
げ
な
が
ら
、
屋
敷
内
に
走
り
込
む
。 

一
 

方
、
役
員
の
大
人
た
ち
は
「
お
め
で
と
ぅ
ご
ざ
い
ま
す
」
と 

声
を
掛
け
、
御
神
体
の
入
っ
た
箱
を
縁
側
に
出
迎
え
た
家
人
の 

頭
上
に
か
ざ
し
て
無
病
息
災
を
祈
念
す
る
。
家
人
は
こ
れ
に
対

し
、
析
に
入
れ
た
オ
サ
ゴ(
米)

ま
た
は
お
賽
銭
の
包
み
を
供 

え
、
大
根
の
墨
を
頰
に
つ
け
て
も
ら
ぅ
。

こ
ぅ
し
て
昼
食
休
み
後
も
廻
り
つ
づ
け
、
集
落
内
の
約
二
百

戸
余
り
を
巡
っ
て 

午
後
四
時
過
ぎ
に
、 

各
戸
巡
り
は
終
了
し 

た

〇

一
同
が
祭
典
本
部

I  

(

上

福

島

研

修

所) 

に
帰
る
と
、
玉
敷
神 

社
か
ら
借
り
受
け
た 

御
神
使
寺
は
そ
の
日 

の
ぅ
ち
に
当
社
に
返 

還
し
た
。

つ
ま
り
、
 

上
福
島
地
内
に
泊
め 

て
は
い
け
な
い
禁
忌 

が

あ

っ

た

の

で

あ 

る
。
そ
の
理
由
は
、
 

当
地
区
民
は
玉
村
八 

幡
宮
の
氏
子
で
、
他 

神
を
泊
め
る
こ
と
を

シシ囪(上)と脚押1不相各戸巡りの巡行

頰に墨をつける各戸巡り 御神体の入った箱を家人の頭上に



遠
慮
し
て
の
こ
と 

と
い
う
。
今
は
玉 

敷
神
社
ま
で_

動 

車
を
使
つ
て
日
帰 

り

し

て

い

る

が

、
 

鉄
道
使
用
の
頃
は
、
 

祭
り
の
前
夜
、
玉 

村
町
か
福
島
に
御 

神
体
を
泊
め
、
翌 

朝
に
上
福
島
に
運 

び
入
れ
た
と
い
う
。

さ
ら
に
、
祭
り 

に
伴
う
禁
忌
と
し 

て
各
戸
巡
り
の
時
、
 

出
産
の
あ
つ
た
家 

や
死
者
の
出
た
家 

を
ポ
ク
と
い
つ
て
、
 

そ
の
家
に
行
列
が 

^

入
す
る
こ
と
を 

避
け
て
い
た
。
ま 

た
、
そ
の
家
は
自 

家
の
門
口
に
縄
を 

張
つ
て
祭
り
に
参 

加
す
る
こ
と
を
遠 

慮
し
た
。
ボ
ク
の 

期
間
は
、
死
者
の 

場
合
は
三
十
五
日 

か
四
十
九
日
、
出 

産

は

ゥ

ブ

ヤ
(

産 

屋)

明
け
ま
で
と 

い
わ
れ
て
い
る
。

な
お
、
以
前
の 

各
戸
巡
り
は
、
門 

ロ

か

ら

「、つ
お
一
」 

と
呼
び
声
を
あ
げ 

な
が
ら
、
土
足
の 

ま
ま
で
家
の
中
を

走
り
ぬ
け
た
と
い 

ぅ
。
ま
た
、
墨
つ
け 

は
路
上
の
通
行
人
は 

も
ち
ろ
ん
、

、ハ
ス
ま 

で
も
止
め
て
中
に
乗 

り
込
み
、
乗
客
の
顔 

に
墨
を
塗
り
た
く
っ 

た
と
い
ぅ
が
、
今
は 

こ
、っ
し
た
こ
と
は
行 

わ
れ
て
は
い
な
い
。

二
月
十
二
日

翌
十
二
日
は
、
研 

修
所
内
で
直
会
が
行 

わ
れ
、
こ
の
時
に
祭 

り
勘
定
や
祭
曲
萎
員 

長
と
副
委
員
長
の
改 

選

と

弓

継

ぎ

が

あ 

る
。

当
上
福
島
地

区
は
現
在
二
八
班
の
隣
保
班
か
ら
成
っ
て
い
て
、
実
行
委
員
長 

と
副
委
員
長
は
、
こ
の
日
に
隣
保
班
長
同
士
の
互
選
に
よ
っ
て 

決
め
ら
れ
る
。
任
期
は
一
年
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
祭
り
の
費
用
は
、
各
戸
か
ら
の
負
担
金(

平
等
割 

り)

と

勧

進
(
村
巡
り)

に
よ
る
収
入
や
寄
付
金
な
ど
に
よ
っ 

て
賄
わ
れ
て
い
る
が
、
年
毎
に
全
額
を
使
用
し
、
残
金
は
零
と 

し
て
引
き
継
ぐ
の
を
恒
例
と
し
て
い
る
。
こ

れ

を

「
お
祭
り
勘 

定
」
と
呼
ん
で
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
会
計
簿
等
の
記
録
簿
も 

弓
き
継
が
れ
て
い
な
い
と
い
ぅ
。

ま
た
、
祭
壇
に
有
志
か
ら
供
え
ら
れ
た
重
ね
餅
は
、
糯
米
三 

升
か
ら
成
る
大
き
な
も
の
で
、
今
回
は
八
重
ね
ほ
ど
奉
納
さ
れ 

た
。
こ
の
重
ね
餅
は
十
二
日
に
上
部
を
泰
納
者
に
返
し
、
下
部 

は
細
分
し
て
半
紙
に
包
み
、
「お
み
ご
く
」
と
し
て
各
戸
に
配
布 

す
る
の
を
恒
例
に
し
て
い
る
。

類

似

例•

そ
の
他

尾
島
町
世
良
田
八
坂
神
社
に
は
、
疫
神
除
け
の
獅
子
頭
が
祀 

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
獅
子
は
新
年
を
迎
え
る
と
大
字
世
良
田
の 

九
町
内
の
各
世
話
役
に
よ
っ
て
、
各
町
内
ご
と
に
各
戸
巡
り
を 

し
て
い
る
。
家
人
は
獅
子
頭
を
納
め
た
木
箱(

長
持)

の
下
を

く
ぐ
り
抜
け
る◦

こ
う
す
る
と
、
こ
の
年
は
無
病
息
災
で
い
ら 

れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
現
在
で
は
略
式
化
し
、
各
町
内
の 

会
議
所
な
ど
に
獅
子
頭
を
安
置
し
、
村
人
た
ち
の
参
詣
を
受
け 

る
方
式
に
変
わ
っ
て
き
た
。

ま
た
、
こ
の
獅
子
頭
は
戦
前
ま
で
は
多
く
の
他
郡
市
か
ら
も 

借
り
受
け
に
き
た
。
当
社
の
伝
承
に
よ
る
と
、
近
年
ま
で
借
り 

受
け
に
き
た
の
は
、
前
橋
、
太
田
、
伊
勢
崎
、
群
馬
郡
内
、
埼 

玉
の
狭
山
、
本
庄
な
ど
の
う
ち
、
特
に
農
村
部
の
地
区
が
多
か 

っ
た
と
い
う
。
こ
の
場
合
は
上
福
島
の
よ
う
に
「墨
つ
け
」
は 

伴
っ
て
い
な
い
。

一
方
、
墨
つ
け
を
伴
う
例
と
し
て
、
碓
氷
郡
松
井
田
町
小
柏 

で
は
、

一
月
十
四
日
の
道
祖
神
焼
き
の
あ
と
、
し
ば
ら
く
談
笑 

し
て
い
る
う
ち
に
、
若
者
と
娘
が
追
い
つ
追
わ
れ
つ
、
焼
け
残 

り
の
消
炭
を
頰
に
つ
け
合
っ
て
興
じ
合
っ
た
と
い
う
。
ま
た
同 

町
狐
萱
で
は
同
日
に
脇
差(

ぬ
る
で)

の
こ
げ
た
炭
を
手
に
つ 

け
て
、
新
し
い
嫁
さ
ん
の
顔
に
塗
り
つ
け
る
慣
習
が
あ
っ
た
。
 

前
橋
市
国
府
や
群
馬
町
あ
た
り
で
も
、
よ
ほ
ど
前
に
、
こ
れ
に 

近
い
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
墨
を
つ
け 

る
と
風
邪
を
ひ
か
な
い
な
ど
と
伝
え
て
い
る
。
墨
に
は
悪
疫
退 

散
の
呪
力
を
持
つ
も
の
と
い
う
俗
信
か
ら
生
じ
て
い
る
慣
習
と 

思
わ
れ
る
。
ま
た
獅
子
も
一
般
に
悪
魔
を
退
散
さ
せ
、
五
穀
の 

豊
穣
を
も
た
ら
す
強
大
な
力
を
持
つ
も
の
と
、
古
く
か
ら
信
じ 

ら
れ
て
き
た
。
上
福
島
の
場
合
は
、
墨
と
獅
子
と
の
両
者
の
組 

み
合
わ
せ
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
る
奴K

り
で
あ
り
、
特
に
墨
つ
け 

が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。

(
金
子
緯
一
郎)

大
戸
の
獅
子
舞

名 

称 

畔
宇
治
神
社
の
獅
子
舞 

由
来
伝
承 

獅
子
舞
が
い
つ
頃
よ
り
始
め
ら
れ
た
か
は
記
録
が 

は
っ
き
り
し
な
い
が
、
文

政

四

年
(

一
八
二 

こ 

の
文
書
に 

「畔
宇
治
大
明
神
例
年
四
月
八
日
祭
禮
に
獅
子
舞
奉
納
」
と
記
さ 

れ
、
さ

ら

に

「前
々
よ
り
」

の
一
言
が
付
記
さ
れ
て
い
る
。
も 

と
も
と
畔
宇
治
神
社
で
獅
子
諸
道
具
が
あ
っ
た
か
ほ
不
明
で
あ 

る
が
、
現
在
は
大
戸
地
内
の
古
賀
良
神
社
区
域
の
上
大
戸
で
管 

理
し
て
い
る
も
の
を
借
用
し
て
行
、っ
。
明
治
の
神
社
合
併
に
よ

太鼓持ち各戸巡りの子供たち

墨をつけ合う子供たち



っ
て
獅
子
舞
を
秋
の
十
一
月
十
七
日
の
畔
宇
治
神
社
、
十
八
日 

古
賀
良
神
社
で
奉
納
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
。

口
伝
に
よ
れ
ば
、
群
馬
郡
榛
名
町
斉
渡
の
『北
野
神
社
奉
納 

獅
子
舞
』
天

明

年

間(

一
七
八
一
〜
八
八)

の
項
に
、

「信
州 

(

長
野
県)

よ
り
吾
妻
郡
を
経
て
群
馬
郡
に
伝
わ
る
。
」
こ
の
た 

め
古
く
か
ら
斉
渡
と
吾
妻
郡
の
泉
沢
や
古
賀
良
神
社
の
獅
子
組 

と
舞
の
交
流
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

古
賀
良
神
社
で
獅
子
舞
を
す
る
人
は
、
村
に
居
住
す
る
長
男
、
 

ま
た
は
次
男
を
主
体
と
し
て
行
い
、
舞
を
全
部
覚
え
る
の
に
少 

な
く
と
も
三
年
、
サ
サ
ラ
を
三
年
し
て
獅
子
に
な
る
と
い
わ
れ
、
 

指
導
者
と
振
子
は
共
に
一
体
と
な
っ
て
汗
を
流
し
官
ー
ハ
剣
そ
の
も 

の
で
あ
っ
た
。
社
前
に
お
い
て
「
お
お
や
れ
い
」
ま
で
奉
納
し 

て
い
た
が
、
後
継
者
難
と
い
う
難
題
に
直
面
し
て
、
遂
に
伝
統 

あ
る
獅
子
舞
が
中
止
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

其
の
後
、
「
郷
土
芸
能
を
た
や
さ
な
い
よ
う
に
！
祖
先
の
遺 

産
を
大
切
に
し
よ
う
！
」
と
、
浦
野
芳
夫
、
黒
岩
進
氏
等
が
中 

心
と
な
っ
て
広
く
大
戸
区
全
域
に
呼
び
か
け
て
、
昭
和
六
十
二 

年
に
獅
子
舞
保
存
会
が
結
成
さ
れ
、
実
に
十
二
年
振
り
に
復
活 

を
み
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
会
則
に
は
、
本
会
は
大
戸
区
民
相
互
の
協
力
に
よ
り 

獅
子
舞
を
保
存
し
、
畔
宇
治
神
社
に
奉
納
す
る
〇
大
戸
区
の
居 

住
す
る
畔
宇
治
神
社
の
氏
子
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

会 

長

浦

野

芳

夫

副

会

長

南

保

治

郎

会 

計
金
子
博
一

運
営
委
員
大
戸
地
区
よ
り
各
一
名
づ
つ
、
任
期
は
一
〜
二 

年

で

す

る

。

本
会
は
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
次
の
こ
と
を
行
う
。 

@
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子
舞
を
す
る
人
の
選
出•

養
成

子
舞
の
練
習

©
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子
舞
の
奉
納

④

獅
子
舞
の
維
持.

管
理

実

施

期

日

四
月
十
一
日.

十
一
月
十
七
日

実
施
場
所 

五
ロ
妻
郡
吾
妻
町
大
戸 

畔
宇
治
神
社
々
前 

組 

織

大
戸
獅
子
舞
保
存
会

実
施
内
容 
①

面
、
持
ち
物 

獅
子
頭
は
平
成
九
年
に
新
調
さ 

れ
、
上

大

戸

区(
古
賀
良
神
社)

の
財
産
で
あ
る
の
で
保
存
会

力

借

用

し
»

子 

舞
を
神
社
に
奉
納 

す
る
。
保
管
は
上 

大
戸
公
民
館
で
あ 

る

。

獅

子

頭

三

、
一
 

狐
面
一
、
花
笠
一
、
一
 

カ
ン
カ
チ
ー
、

サ 

サ
ラ
ー
、
獅
子
舞 

の
主
役
は
振
り
子 

で
あ
っ
て
、
男
子 

主
冃
年
と
ィ•

中
学 

生

、②

振
り
子
の 

服

装

獅

子

の

服
 

装
は
上
、

下
に
分 

か
れ
、
上
体
は
一 

重
の
布
で
つ
く
っ 

た
筒
袖
を
着
る
〇

下
は
タ
ッ
ツ
ケ
袴
を
は
し
か
ら
一
部
に
密
着
す
る
。
手
に
は
必 

ず
手
甲
を
つ
け
て
二
本
の
撥
を
持
つ
。
野
外
で
舞
ぅ
た
め
に
足 

に
足
袋
を
は
き
、
わ
ら
じ
を
は
く
。
頭
の
下
顎
に
一
枚
の
布
を

垂
れ
下
げ
る
。
腰 

太
鼓
を
一
個
腰
に 

装
着
す
る
。
振
り 

子
は
こ
の
太
鼓
を 

ぅ
ち
な
ら
し
な
が 

ら

踊

る

の

で

あ 

る
。③

演
出
の
曲 

目

十

二

年

振

り 

に
復
活
を
み
せ
た 

獅
子
舞
で
あ
る
が 

予
想
外
に
子
ど
も 

達
の
希
望
者
が
多 

く
集
ま
り
、
指
導 

に
あ
た
る
顧
問
と 

獅
子
舞
研
究
部
員 

が
子
ど
も
達
と
真 

剣

に

取

り

く

み

、

驚
く
ベ
き
短
期
間 

に
舞
技
を
習
得
し 

た
。

そ
し
て
祭
典 

に
獅
子
舞
が
披
露 

で
き
る
ま
で
に
至 

り
、
伝
承
態
勢
が 

維
持
さ
れ
た
こ
と 

は
喜
び
に
堪
え
な

平
成
二
年
五
月 

の

「
広
報
あ
が
つ 

ま
」

に
子
ど
も
達 

の
獅
子
舞
に
つ
い 

て
記
し
て
い
る
。

「
大
戸
の
畔
宇 

治
神
社
で
は
、

四 

月
十
一
日
の
春
の

祭
典
で
、
獅
子
舞
が
行
わ
れ
二
〇
〇
人
の
人
出
で
賑
わ
い
ま
し 

た
。
こ
の
獅
子
舞
は
、
大
戸
獅
子
舞
保
存
会
が
行
っ
て
い
る
も 

の
で
、
十
二
年
ぶ
り
に
昭
和
六
十
二
年
か
ら
復
活
し
ま
し
た
。
 

祭
り
の
当
日
は
旧
大
戸
小
学
校
の
庭
で
子
供
た
ち
に
よ
り
獅
子 

舞
が
行
わ
れ
、
そ
の
後
、
神
社
に
お
り
て
大
勢
の
参
拝
者
が
見 

守
る
中
、
保
存
会
の
人
た
ち
に
よ
り
舞
が
披
露
さ
れ
ま
し
た
。」

舞
は
こ
ど
も
獅
子
三
組
と
大
人
獅
子
一
組
か
ら
な
り
、
こ
ど 

も
獅
子
の
低
学
年
の
部
は
、
体
格
的
に
無
理
な
こ
と
も
あ
っ
て
、
 

獅
子
頭
は
身
に
つ
け
ず
、
祭
り
の
ハ
ッ
ピ
に
面
と
小
太
鼓
と
い 

っ
た
姿
で
舞
、っ
。

祭

典

当

日

十

二

時

大

戸

公

民

館

の

前

で

、
「宮
振
り
」 

を
舞
っ
て
出
発
、
「道
行
き
」
と
い
、っ
行
進
隊
形
で
信
州•

草
津 

街
道
大
戸
宿
を
経
て
神
社
へ
向
か
、っ
。
ア
ン
ド
ン
、
カ
ン
カ
チ
、
 

前
獅
子
、
中
獅
子
、
後
獅
子
、
サ
サ
ラ
、
そ
し
て
こ
ど
も
組
と 

行
列
を
組
む
。
帰

る

時

は

「振
込
み
」
を
舞
い
全
部
が
終
了
す 

る
〇奉

納
す
る
場
所 

宿
の
旧
道
よ
り
文
政
九
年(
-

八
二
六) 

建
立
の
立
派
な
灯
籠(
町
指
定
重
要
文
化
財)

を
左
右
に
見
て
、
 

石
鳥
居
、
石
段
を
経
て
見
城
川
沿
い
に
あ
る
社
に
向
か
、っ
。
「
五 

g

秋
豊
穣.

家
内
安
全
」
と
書
か
れ
た
大
き
な
万
灯
が
立
ち
、
社

振り子の準備こども組の舞

大人組の舞い



殿
の
広
場
で
舞
、っ
。
本
殿
西
側
に
神
楽
殿
が
あ
る
。
か
っ
て
神 

楽
が
奉
納
さ
れ
て
い
た
。
舞
は
全
部
で
一
七
あ
り
、
社
殿
を
一 

周
し
て
社
殿
の
広
場
で
、
こ
ど
も
組
、

つ
い
で
大
人
組
が
舞
を 

奉
納
す
る
〇

前

子

薰
»

子)

中

獅

子(
赤
獅
子
で
宝
珠)

後

獅

子
(
黒
獅
子)

狐 

カ
ン
カ
チ 

ち
ゃ
ん
ち
ゃ
ん
こ
に
タ
ツ
ツ
ケ
袴 

花
笠 

サ
サ
ラ 

頭
に
顔
を
す
っ
ぽ
り
覆
、っ
花
笠
に
赤 

布
を
垂
ら
す
。

舞
座

チ

丨

リ

ウ
1
T

ウ
ロ
ウ
ニ

※
②

□

リ 

ー  

神
前
拝
礼
獅
子

③ 

ヒ

キ

ヤ(

ヒ
ー
リ
ャ
リ
ト
ヒ
ャ
リ)

④ 

振
込
み

⑤ 

飛
違
い

ャ

リ

ャ

ウ

ト

※
⑦

ヒ
キ
ヤ 

※

印
は
歌
の
で
る
舞

呂
振
り 

〇
&

は
こ
ど
も
獅
子
が

⑨

岡
崎 

舞
え
る
獅
子

※
⑩

デ
ン
ジ

⑪

ト
ヒ
ャ
リ

.
⑫

ど
じ
よ
う
猫

⑬

担

ぎ
(
俵
担
ぎ}

@

ヒ
ー
ヒ

雪

敷

返

り

©
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ね
じ
り

⑰

お
お
ゃ
れ
い

「
お
お
や
れ
い
」
は

「雌
獅
子
隠
し
」
と
よ
ば
れ
る
。
演
目 

は
、
二
頭
の
雄
が
一
頭
の
雌
を
奪
い
合
う
恋
愛
劇
で
長
時
間
舞 

う
。
獅
子
舞
は
無
言
劇
で
あ
る
か
ら
、
す
べ
て
囉
子
方
に
よ
っ 

て
進
行
し
て
ゆ
き
、
全
体
を
リ
ー
ド
す
る
。
揃
い
の
祭
り
ハ
ツ 

ピ
姿
の
笛
方
が
社
前
に
並
ぶ
。
笛
の
音
色
は
神
社
の
森
の
中
か 

ら
静
か
な
哀
調
で
郷
愁
を
さ
そ
い
、
農
民
が
切
実
に
豊
作
を
願 

う
姿
を
偲
ば
せ
る
曲
で
あ
ろ
う
。
舞
の
中
で
唄
が
出
る
の
は
、
 

チ
ー
ロ
リ.

ヒ
キ
ヤ•

デ
ン
ジ
の
三
つ
で
あ
る
。

神
歌

一
 

こ
の
宮
は
こ
の
宮
は

飛
弾
の
匠
が
建
て
た
げ
な

楔
一
つ
で
四
方
固
め
た

楔
一
つ
で
四
方
固
め
た 

二

獅

子

の

子

は

獅

子

の

子

は

京
で
生
ま
れ
て
伊
勢
育
ち

腰
に
さ
し
た
は
伊
勢
の
お
払
い 

腰
に
さ
し
た
は
伊
勢
の
お
払
い 

三

さ

さ

ら

を

ば

さ

さ

ら

を

ば

良
く
も
悪
し
く
も
お
褒
め
あ
れ 

人r

年
は
じ
め
て
習
い
て
そ
ろ

今
年
は
じ
め
て
習
い
て
そ
ろ 

四

や

ま

が

ら

は

や

ま

が

ら

は

山
が
お
い
と
て
里
の
出
て

こ
の
社
で
羽
を
休
め
た

こ
の
社
で
羽
を
休
め
た 

五

あ

の

山

で

あ

の

山

で

ナ
ん
け
ほ
ろ
り
と
鳴
く
島

本
の
殿
御
の
籠
の
飼
い
鳥

本
の
殿
御
の
籠
の
飼
い
鳥 

六

神

の

社

で

獅

子

振

れ

ば

神
も
喜
ぶ
氏
子
敏®

皿
と

神
も
喜
ぶ
氏
子
繁
盛
と

七

白

鷺

は

白

鷺

は

海
の
と
な
か
に
巣
を
か
け
て

波
に
ゆ
ら
れ
て
パ
ッ
と
た
ち
そ
ろ 

波
に
ゆ
ら
れ
て
パ
ッ
と
た
ち
そ
ろ 

最
終
歌雨

が
降
る
げ
で
雲
が
立
つ

い
ざ
や
若
衆
立
ち
や
戻
ら
ん 

い
ざ
や
若
衆
立
ち
や
戻
ら
ん

大人組の舞(
丸
山
不
二
夫)



1
1

六
初
午
の
行
事

高
山
村
の
稲
荷
祭
り

節
分
の
過
ぎ
た
始
め
て
の
午
の
日
に
稲
荷
様
の
お
祭
り
を
し 

た

の

で

「初
午
」
と
い
い
稲
荷
祭
り
で
あ
っ
た
が
、
吾
妻
郡
全 

体
と
し
て
二
月
十
一
日
建
国
記
念
日(
太
平
洋
戦
争
以
前
は
紀 

元
節)

に
行
わ
れ
る
ょ
ぅ
に
な
っ
た
が
、

い
つ
の
頃
に
そ
の
ょ 

、っ
に
な
っ
た
か
は
詳
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

吾
妻
郡
高
山
村
に
は
大
字
が
中
山
と
尻
高
で
、
そ
の
中
に
小 

集
落
が
中
山
に
五
、
尻
高
に
五
あ
る
が
、
そ
の
中
に
一
つ
の
集 

落
で
祀
っ
て
い
る
稲
荷
は
六
、
集
落
の
中
が
、

い
く
つ
か
の
集 

団
に
な
っ
て
祀
っ
て
い
る
稲
荷
は
七
で
、

ニ
ニ
の
稲
荷
神
社
が 

あ
る
。
そ
こ
で
そ
の
個
々
の
も
の
に
つ
い
て
記
す
こ
と
と
す
る
。 

①

名 

称 

ま
し
も
坂
の
稲
荷
様(

原
集
落)

江
戸
時
代
に
開
か
れ
た
三
国
街
道
の
中
山
峠
に
さ
し
か
か
る 

三
差
路
の
道
わ
き
に
在
り
、
集
落
の
入
口
で
、
大
正
六
年 
(

一
 

九
一
七)

国
鉄
上
越
線
の
開
通
以
前
は
人
通
り
も
多
く
、
参
詣 

人
も
多
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

い
つ
勧
さ
れ
た
か
は
わ
か
っ 

て
い
な
い
。

実

施

期

日

二

月 

十
一
日

実

施

場

所

ま
し 

も
坂
稲
荷
神
社
境 

内組 

織

こ
の 

集
落
の
戸
数
は
一 

二
〇
戸
で
、
若
者 

(

二
十
歳
〜
三
十 

歳)

が
組
織
す
る 

「
同

盟

会

」

の
幹 

事
六
名
が
村
の
祭 

り
や
行
事
の
世
話 

を
し
運
営
に
あ
た 

つ
て
い
る
。
幹
事 

長
(

飯

塚

紀

之) 

が
責
任
者
と
な
つ 

て
こ
の
祭
り
の
世

話
を
す
る
。

実
施
内
容 

村
中
か
ら
、
米
、
小
豆
を
集
め
る
。
金
を
代
わ
り 

に
出
す
家
も
あ
る
。
平
等
割
り
の
金
は
二
尸
五
〇
〇
円

ま
た
十
日
ま
で
に
は
「お
白
狐
」
と
呼
ぶ
小
さ
な
「き
つ
ね
」 

の
お
姿
と
お
札
を
用
意
す
る
。
幹
事
は
十
一
日
の
朝
早
く
集
め 

た
米
、
小

豆

で

「お
こ
わ
」(
赤
飯)

を
つ
く
り
そ
れ
を
お
に
ぎ 

り
に
す
る
。 

,

朝
八
時
頃
か
ら
参
拝
が
は
じ
ま
る
。
参
拝
す
る
人
に
は
、
お 

札
、
お
に
ぎ
り
を
ふ
る
ま
、っ
。

お
白
狐
を
一
体
借
り
て
行
き
五
穀
豊
穣(
む
か
し
は
養
蚕
も 

含
め
て)

を
祈
願
す
る
の
で
あ
る
。
願
い
が
か
な
え
ら
れ
る
と 

翌

年

に

は

二

倍(

二
体)

に
し
て
お
返
し
す
る
な
ら
わ
し
で
あ 

る
〇

②

名

称

公

達

稲

荷(
本
宿
集
落
上
組) 

由
来
伝
承 

享

保

十

三

年(

一
七
二
八)

の
石
祀
が
あ
り
、
そ 

の
頃
の
創
祀
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
る
。
蔵
造
り
の
立
派
な
サ 

ヤ
宮
の
中
に
木
造
の
お
宮
が
安
置
さ
れ
、
そ
の
中
に
安
永
三
年 

(

一
七
七
四)

宿
甲
子
末
九
月
節
壬
午
之
士
ロ
安
座
、
正
一
位
稲
荷 

大
明
神
安
座
、
正
四
位
下
行
筑
後
守
〇
宿
称
為
勝
と
書
か
れ
た 

御
神
体
が
あ
り
、
こ
の
時
勧
請
し
、
お
宮
を
造
営
し
た
も
の
と 

思
わ
れ
る
。

実

施

期

日

二
月
十
一
日

実

施

場

所

十
二
平
公
達
稲
荷

組 

織 

お
祀
り
し
て
い
る
範
囲
は
本
宿
の
ぅ
ち
、
十
二
平
、
 

日
向
、
権
現
の
四
五
戸
で
あ
る
。
隣
組
の
班
長
が
集
ま
り
、
責 

任
者
を
互
選
で
き
め
、
七
人
で
奴

Arく

り
の
世
話
を
す
る
。
責
任
者
、
 

大
木
稔
、
世
話
人
、
平
形
誠
一
、
大
木
喜
三
夫
、
大
木
一
司
、
 

倉
田
伴
次
郎
、
都
筑
邦
弘
、
林
荘
三
郎
で
あ
る
。
 

実
施
内
容 

十
日
、
世
話
人
に
ょ
り
、
お
札
づ
く
り
、
燈
籠
づ 

く
り
、
菓
子
、
み
か
ん
な
ど
の
用
意
を
す
る
。

十
一
日
は
、
世
話
人
が
集
ま
り
、
神

主
(
林
安
弘)

を
た
の 

み
、
祝
詞
奏
上
、
玉
串
奉
奠
の
神
事
を
行
ぅ
。
参
詣
に
来
た
人 

に
、
供
物
の
菓
子
、
み
か
ん
な
ど
を
や
る
。
む
か
し
は
、
赤
飯
、
 

米
の
粉
の
や
き
も
ち
、
繭
玉
、
ま
た
、
参
詣
者
が
も
っ
て
き
た 

赤
飯
な
ど
を
や
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
お
札
は
、
世
話
人
が
毎
戸 

に
配
る
。
費
用
は
二
尸
五
〇
〇
円
以
上
の
金
を
集
め
た
金
で
ま 

か
な
わ
れ
る
。

世
話
人
は
夕
刻
責 

任
者
の
家
で
直
会
を 

す
る
〇

③

名

称

弥
惣
左 

衛

門

稲

荷(

本
宿
集 

落
下
組)

由

来

伝

承

創
祀
の 

年
代
は
わ
か
ら
な
い 

が
、
大

正

四

年(

一
 

九
一
五)

の
屋
根
替 

え

の

寄

附

芳

名

板 

に
、
近
隣
集
落
ま
で 

の
大
勢
の
名
前
が
書 

か
れ
、
信
仰
の
広
さ 

が
ぅ
か
が
え
る
。
祠 

の
中
に
は
木
像
が
祀 

ら
れ
て
い
る
。
農
業 

守
護
の
神
で
五
穀
豊

穣
、
養
蚕
守
護
の
祈
願
を
し
た
神
様
で
あ
る
。

実

施

期

日

二
月
十
一
日

実

施

場

所

弥
惣
左
衛
門
稲
荷
神
社
境
内

組 

織 

本
宿
集
落
の
下
組
ー
ニ
尸
で
お
祀
り
し
て
い
る
。
 

毎
年
交
替
の
当
番
制
で
祭
り
が
行
わ
れ
る
。

代
表
者
は
、
倉
田
七
百
八
、
世
話
人
当
番
は
宮
内
之
久
。 

実
施
内
容 

世
話
人
当
番
は
、
十
一
日
早
朝
に
赤
飯
を
ふ
か
し 

ま
ゆ
玉
を
つ
く
っ
て
供
え
、
の
ぼ
り
を
立
て
る
。
参
詣
者
に
赤 

飯
ま
ゆ
玉
を
供
物
と
し
て
さ
し
あ
け
る
。

④

名

称

清

水

稲

荷(

五
領
集
落)

由
来
伝
承 

清
水
稲
荷
の
お
宮
は
、
元
文
五
庚
申(

一
七
四
〇) 

真
庭
村
、
安
兵
衛
、
下
川
田
村
、
半
兵
衛
、
同
、
宮
甚
事
、
三 

人
に
て
勤
め
四
月
中
旬
御
遷
宮
さ
れ
た
。

費
用
は
八
両
二
分
で
あ
っ
た
。
こ
の
文
書
か
ら
こ
の
年
に
勧 

請
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
〇
御
神
体
は
、
石
造
の
狐
の
像
一 

体
で
養
蚕
守
護
の
神
様
で
あ
る
。

実
施
期
日
二
月
十
一
日

実
施
場
所 

清
水
稲
荷
神
社
境
内

組 

織 

五
領
集
落
の
十
六
歳
か
ら
四
十
歳
ま
で
の
男
子
で

ましも坂の稲荷様

弥惣左衛門稲荷



組

織

す

る

。I

共
和

会
」

の

会

長
(

後
藤

一)

が
中
心
と
な
り
、
 

集
落
の
祭
り
、
行
事 

の

世

話

を

し

て

い 

る
、
最
近
集
落
全
体 

で
行
ぅ
公
民
館
活
動 

も
さ
か
ん
に
な
っ
て 

き
た
の
で
、
共
和
会 

と
公
民
館
と
共
同
で 

ま
つ
り
を
推
進
す
る 

ょ
ぅ
に
な
っ
た
。

実

施

内

容

十
日
の
一 

夜

に

公

民

館

で

「
お̂ 

祓
い
」
づ
く
り
を
す
一 

る
。
十
一
日
、
神
主

(

林

安

弘)

を

た

の

I

み
、
祝
詞
奏
上
、
玉
串
奉
奠
な
ど
の
神
事
を
世
話
人
参
列
の
上 

行
っ
て
か
ら
、
参

詣

者

に

用

意

し

た

「
お
祓
い
」
と
供
物
の 

「繭
玉
」
を
あ
げ
る
〇
稲
荷
様
は
農
業
の
神
様
で
、

「
お
白
狐
」 

(
小
さ
い
狐
の
像)

を
一
体
借
り
て
い
き
、
五
穀
豊
穣
を
祈
願
す 

る
。
願
い
が
叶
え
ら
れ
る
と
翌
年
は
二
体
に
し
て
お
返
し
す
る 

(
以
前
養
蚕
の
さ
か
ん
の
頃
は
養
蚕
の
神
様
と
し
て
崇
敬
さ
れ
て 

い
た
も
の
で
あ
る)

。

⑤

名

称

勤
功
稲
荷
大
明
神(
判
形
集
落)

由
来
伝
承 

宝
暦
十

年
(

一
七
六
〇)

九
月
二
十
八
日
に
京
都 

稲
荷
社
か
ら
上
野
伴
助
の
取
次
ぎ
に
ょ
っ
て
、
京
都
に
出
向
い 

て
、
従
五
位
羽
會
摂
津
守
か
ら
、
正
一
位
勤
功
稲
荷
大
明
神
の 

御
神
影
と
証
書
を
受
け
て
い
る
。
以
前
か
ら
稲
荷
を
祀
っ
て
い 

た
か
は
不
明
だ
が
、
こ
の
年
に
新
た
に
こ
の
神
社
を
勧
請
し
た 

も
の
で
あ
る
。
代
表
は
後
藤
作
左
衛
門
と
小
林
弥
七
郎
で
あ
る
。 

弘

化

四

年(

一
八
四
七)

と
昭
和
二
十
八
年(

一
九
五
三)

に 

改
修
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

実

施

期

日

二
月
十
一
日
〜
十
二
日

実
施
場
所 

勤
功
稲
荷
神
社
境
内

組 

織

祭
典
の
世
話
人
が
四
人
で
祭
り
を
運
営
す
る
〇
今 

年
の
世
話
人
代
表
は
後
藤
悦
好
で
あ
る
。

実

施

内

容

十
日 

に
世
話
人
が
集
会 

所

で

花
(
竹
を
細 

く
割
っ
た
も
の
に 

色
づ
け
し
た
紙
で 

つ
く
っ
た
花)

づ

を̂
^

る
。
ま 

た
神
社
と
参
道
の

一
日
朝
、
花
を
社 

殿
の
前
へ
さ
し
て 

か
ざ
り
、
今
年
の 

五
穀
豊
穣
と
家
内 

安
全
そ
し
て
地
域 

円
満
を
祈
願
し
て 

祭
が
行
わ
れ
る
。

こ
の
花
は
、
毎

I

戸
一
本
を
持
ち
帰
る
。
翌
十
二
日
は
一
般
の
人
た
ち
が
お
祭
り 

に
お
と
ず
れ
、
家
内
安
全
と
五
穀
豊
穣
を
祈
願
す
る
。

⑥

名

称

金
甲
稲 

荷

大

明

神
(

関
田
集 

落)由

来

伝

承

神
社
の 

創
始
は
わ
か
っ
て
い 

な
い
が
、
村
の
記
録. 

の
中
に
、
文
久
四
年 

(

一
八
六
四)

二
月 

(

二
月
二
十
日
か
ら 

元
治
元
年)

屋
根
替 

え
を
し
た
こ
と
が
書 

か
れ
て
お
り
、
復
元 

を
し
た
時
山
車
の
棟̂ 

木
に
明
治
二
年
の
墨

I  

書
銘
が
あ
っ
た
。

昭

和

四

十

年(

一
 

九
六
五)

頃
ま
で
は
、
 

関
田
、
戸
室
の
二
集

落
の
同
志
会
が
中
心
に
な
っ
て
奴

7K
り
を
し
て
い
た
が
、
そ
れ
以 

後
、
関
田
第
七
区
で
行
、っ
よ
ぅ
に
な
り
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
 

実

施

期

日

二
月
十
一
日

実
施
場
所 

金
甲
稲
荷
神
社
境
内.

見
沢
集
落

組 

織 

区
長
を
中
心
に
し
て
隣
保
班
の
班
長
に
よ
っ
て
諸 

準
備
が
行
わ
れ
、
老
人
ク
ラ
ブ
の
人
た
ち
の
つ
く
り
も
の(
花
、
 

か
さ
ぼ
こ
な
ど)

の
手
伝
い
、
青
少
年
健
全
育
成
会(
福
引
き 

賞
品
づ
く
り)

若

妻

会
(
料
理
づ
く
り
、
接
待
等)

に
よ
り
行 

わ
れ
、
中
心
に
な
っ
て
動
く
の
は
主
と
し
て
見
沢
、
鎧

々
(

小 

集
落)

地
区
の
人
達
で
あ
る
。
代
表
者
、
飯
塚
六
郎 

関
亜
刀 

美実

施

内

容

準

備

隣
保
班
長
等
は 

お
札
、
燈
籠
は
り
、
 

山
草
の
か
ざ
り
も 

の
な
ど
、
老
人
ク 

ラ
ブ
は
、
花
、
力 

サ

ボ

コ
(

竹
を
細 

く
割
っ
た
も
の
に 

紙
で
つ
く
っ
た
花 

を
つ
け
る)

な
ど
、
 

育

成

会
(

会
員
二 

〇
人)

の
役
員
は 

福
引
き
の
賞
品
づ 

く
り
〇

祭
典
は
神
主
を 

た
の
み
神
社
で
行 

わ
れ
る
。
祝
詞
奏

上
、
玉
串
奉
奠
等
〇
供
物
は
米
の
粉
の
や
き
も
ち
、
繭
玉
、
ぅ 

ど
ん
、
そ
ば
、
け
ん
ち
ん
汁
、
お
頭
つ
き
、
果
物
、
水
、
塩
な 

ど
で
あ
る
。

屋

外
に
は,
「
マ
ン
ド
ゥ
」
が
た
て
ら
れ
、
か
ざ
り
た
て
た
山 

車
が
置
か
れ
、
テ
ン
ト
が
張
ら
れ
た
中
で
料
理
、
酒
類
、
の
み 

も
の
が
ふ
る
ま
わ
れ
る
。
午
前
十
時
頃
か
ら
、
明
治
時
代
に
作 

ら
れ
た
山
車
の
復
元
さ
れ
た
も
の
の
巡
行
が
行
わ
れ
、
関
田
、
 

鎧
々
、
見
沢
の
集
落
を
ま
わ
り
祭
り
は
、
に
ぎ
や
か
に
終
了
す 

る
。
こ
の
金
甲
稲
成
大
明
神
と
は
関
係
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

涓氷榈何

勤功稲荷大明神金甲稲荷大明神

山車の巡行



こ
の
関
田
に
次
の
よ
ぅ
な
稲
荷
勧
請
の
証
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。

依
懇
願
移
當
御
社
神
影

正
一
位
飯
塚
稲
荷
大
明
神

上
甲
州
群
馬
郡
尻
高
村

願
主
飯
塚
小
左
衛
門
地
面
二

奉
勧
遷
座
改
正
到
神
璽
之
旦
宜
祓
除
其
祠
而
於
奉
鎮
祭
者
永 

世
五
穀
豊
饒
家
内
安
全
諸
願
成
就
可
有
守
護
者
也 

関
東
廿
八
ヶ
國
稲
荷
總
司

妻
戀
御
社

神
官
觸
頭
神
主

天
保
七
年
丙
申
年
正
月
豊
日
齋
部
宿
弥
守
信

⑦

名

称

役

原

稲

荷

由

来

伝

承

い

つ

の 

こ
ろ
勧
請
さ
れ
た
か 

わ
か
っ
て
い
な
い
。
 

四

十

年

位

前

ま

で 

は
、
神
社
の
前
に
太 

鼓
を
出
し
、
あ
か
り 

を
つ
け
て
、
夜
遅
く 

ま
で
太
鼓
を
た
た
い 

て
に
ぎ
や
か
に
祭
り 

が
行
わ
れ
て
い
た
。 

参

道

の

「
の
ぼ
り
」 

に

「御
鎮
宅
寶
宙
神 

社
」
と
見
な
れ
な
い 

も
の
が
立
て
ら
れ
て

い
る
〇
集
落
の
各
家 

庭
が
円
満
で
あ
る
ょ 

ぅ
無
限
の
力
の
あ
る

宝
の
神
社
で
あ
る
と
い
ぅ
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
〇

五
穀
豊
穣
、
家
内
安
全
を
願
、っ
神
社
で
あ
る
。

実

施

期

日

二

月

十
一
日

実
施
場
所 

役
原
神
社
と
公
民
館

組 

織 

祭

典

幹

事(
世
話
人)

は
隣
保
班
の
班
長(
伍
長) 

が

つ

と

め

る

〇

頭(

幹
事
長)

は
伍
長
の
推
せ
ん
で
き
め
る
。
 

八
人
が
世
話
人
と
な
る
。
今
年
の
頭
は
大
渕
磯
次
で
あ
る
。

実
施
内
容 

準
備
は
十
日
夜
世
話
人
が
公
民
館
で
供
物
な
ど
の

用
意
を
す
る
。
供
え
物
は
、
御
神
酒
、
頭
つ
き
、
繭
玉
、
お
こ 

わ
(
赤
飯)

、
水
、
塩
で
あ
る
。

午
後
一
時
神
主
を
た
の
み
、
供
え
物
を
し
て
、
祝
辞
奏
上
、
 

玉
串
奉
奠
を
し
て
終
わ
る
。
そ
の
あ
と
公
民
館
で
直
会
を
す
る
。
 

⑧

名

称

戸
室
稲
荷

由
来
伝
承 

昭

和

四

年(

一
九
二
九)

に
都
筑
一
族
の
人
達
が

京
都
の
伏
見
稲
荷
に 

出
向
い
て
神
影
を
受 

け
て
遷
座
し
、
社
殿 

を
新
築
し
て
都
筑
稲 

荷
と
し
て
祭
り
を
し 

て
き
た
が
、
そ
の
後 

神
社
を
戸
室
の
集
落 

に

移

管

し

「
戸
室
稲 

荷
」
と
し
、
区
の
行 

事

の

一
環
と
し
て
、
 

集
落
全
体
の
祭
り
と 

な

っ

た

も

の

で

あ 

る
〇

実

施

期

日

ー
ー
月
十

一
日

実

施

場

所

戸

室

稲

荷
神
社
、
公
民
館

組 

織 

区

長
(
荒
木
重
雄)

隣
保
班
長
、
公

民

館

長(
若 

月
志
午)

運
営
委
員
が
中
心
と
な
り
、
準
備
祭
典
を
行
ぅ
。
 

実
施
内
容 

前
日
十
日
に
世
話
人
が
、
の
ぼ
り
立
て
、
お
札
づ 

く
り
、
燈

籠

は

り(

二
〇
個)

、
餅
つ
き
、
福

引

き(
毎
戸
二
〇 

点
以
上
寄
附)

あ
つ
め
、
福
引
番
号
づ
く
り
な
ど
の
準
備
を
す 

る
。
夜
に
な
る
と
燈
籠
に
火
を
と
も
す
。

当
十
一
日
は
神
主
を
た
の
み
祭
典
、
祝
詞
奏
上
、
玉
串
奉
奠 

を
す
る
。
参
拝
者
に
福
引
き
、
甘
酒
、
神
酒
、
お

こ

わ(
赤
飯) 

な
ど
を
ふ
る
ま
ぅ
。
お
札
は
每
戸
に
配
る
。

終
了
後
に
、
公

民

館
(
集
会
所)

で

直

会(
懇
親
会)

を
す

る
〇

⑨

名

称

北

之

谷

稲

荷

由
来
伝
承 

元

禄

十

五

年(

一
七
〇
二)
•

牛
年
、
向
井
主
税

(
旗
本)

が
尻
高
下
組
を
知
行
所
と
し
た
時
、
そ
の
繁
昌
の
た
め
、

江
戸
の
御
屋
敷
か
ら
稲
荷
様
を
勧
請
し
て
祀
ら
せ
た
。
社
地
を 

見
立
て
た
と
こ
ろ
「滝
の
下
半
兵
衛
の
林
の
内
が
し
か
る
べ
き 

場
所
に
候
に
付
」
と
し
て
、
寄
進
と
な
っ
て
お
宮
を
建
て
た
。
 

松
井
十
平
衛
の
、
免
租
地
と
し
て
の
懇
願
に
ょ
り
、
正
徳
四
年 

(

一
七
一
四)

中
田
五
畝
歩
を
許
さ
れ
た
。

享

保

八

年(

一
七
二
三)

御
遷
宮
し
て
今
の
社
が
建
て
ら
れ 

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
来
、
毎
年
二
月
初
午
の
日
を
例
祭
し
て 

き
た
が
、

い
つ
頃
か
わ
か
ら
な
い
が
、
二
月
十
一
日
を
初
午
と 

定
め
て
祭
典
を
行
ぅ
ょ
ぅ
に
な
っ
た
。
社
殿
は
高
山
村
指
定
の 

重
要
文
化
財
と
な
っ
て
い
る
。
参
道
入
口
に
立
て
る
「幟
」

に 

明
治
ー
ー
干
三
年
第
二
月
穀
旦
、
當
所
氏
子
中
の
墨
書
が
あ
る
。• 

実

施

期

日

二
月
十
一
日

実

施

場

所

大
字
尻
高
北
之
谷
稲
荷
神
社
、
公
民
館

組 

織 

昭

和

十

二

年(

一
九
三
七)

の
寄
附
帳
に
は
、
青

年
団
熊
野
支
部
が
祭
り
の
世
話
を
し
運
営
さ
れ
て
い
た
が
、
そ 

れ
以
前
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。
太
平
洋
戦
争
後
、
熊
野
新
青
会 

が
発
足
し
て
祭
り
の
運
営
を
し
た
が
、
昭
和
三
十
五
年
か
ら
北 

之
谷
の
区
の
行
事
と
し
て
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
る
〇
今
年
は
区 

長
(

一
場
進)

、
区
長
代
理
、
隣
保
班
長
が
世
話
係
と
な
り
四
十 

八
戸
の
人
が
一
人
ず
つ
出
て
行
、っ
。

実

施

内

容

十
日
、
北
之
谷
の
毎
戸
一
人
が
出
て
準
備
を
す
る
。
 

午
前
八
時
か
ら
参
道
、
社
殿
、
境
内
の
清
掃
が
行
わ
れ
、
そ
の 

後
、
お
札
づ
く
り
、
燈
籠
は
り
、
ヵ
サ
ボ
コ
づ
く
り
、
福
引
き 

賞
品
づ
く
り
、
神
饌
品
な
ど
の
準
備
が
行
わ
れ
る
〇
費
用
は
一 

戸
五
〇
〇
円
。

役原稲荷

戸室稲荷

北之谷稲荷



十
一
日 

神

主
(

林
安
弘)

を
た
の
み
、
区
長
を
は
じ
め
と 

す

る

役

員
(

世
話
人)

と
村
長
、
村
議
会
議
員
、
教
育
長
等
の 

来
賓
を
迎
え
て
神
事
、
祝
詞
奏
上
、
玉
串
奉
奠
が
行
わ
れ
る
、
 

そ
の
後
、
参
詣
者
に
福
引
き
、
た
く
さ
ん
の
賞
品
が
出
さ
れ
る
。 

終

了

後

に

公

民

館(

集
会
所)

に
集
ま
り
、
直
会
が
お
こ
な 

わ
れ
る
。

⑩

名

称

元

宿

稲

荷

由

来

伝

承

明
治
の
頃
に
は
じ
め
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
さ

だ
か
の
こ
と
は
わ
か 

つ
て
い
な
い
。
中
世 

の
頃
に
山
津
波
が
あ 

つ

た

と
伝
え
ら
れ
、
 

こ
の
津
波
で
大
き
な 

岩
が
流
さ
れ
て
で
き 

た

「
ほ
ら
穴
」

が
で 

き
て
、
そ
こ
に
稲
荷 

様
を
祀
っ
た
の
が
始 

ま
り
と
い
う
。

い
ま 

で
も
段
丘
を
掘
る
と 

「
宝

篋

印

塔

」

の
残 

が
い
な
ど
中
世
の
も 

の
ら
し
い
遺
物
が
出 

る
と
い
う
。

実

施

期

日

二
月
十
一
日

実
施
場
所 

元
宿
稲
荷
社
前
と
町
田
和
男
家

組 

織 

氏
子
は
、
現
在
一
〇
戸
、
以
前
は
火
之
ロ
集
落
の 

人
が
六
軒
入
っ
て
い
た
が
、
現

在

は

し

な

い

。

世
話
人
は
、
町

田

和

男
(

永
代)

町
田
新
太
郎
、
町
田
久
江 

(

こ
の
二
人
は
交
替)

で
行
っ
て
い
る
。

実
施
内
容 

十
日 

世
話
人
に
ょ
り
、
燈
籠
は
り
、

の
ぼ
り
立 

て
、
神
饌
品
な
ど
の
諸
準
備
が
お
こ
な
わ
れ
る
。

十

一

日

の

ぼ

り

を

立

て

、
神

饌

品

〔御
神
酒
、
頭
つ
き
、
 

米

、
塩

、
水
、
ね
ぎ
、
繭
玉
、
ぅ
ど
ん
、
す
し
、
お

こ

わ
(

赤 

飯)

〕
を
供
え
る
。
氏
子
は
三
三
五
五
お
参
り
に
来
る
。
お
札
は 

毎
戸
に
配
ら
れ
る
。 

-

午

後

二

時

頃

に

世

話

人

だ

け

で

直

会

を

町

田

和

男

家

で

行

ぅ

。
午
後
四
時
〜
五
時
頃
に
、
神
饌
品
、

の
ぼ
り
、
燈
籠
な
ど

後
片
づ
け
を
し
て
終
わ
る
〇

⑪

名

称

長

加

部

稲

荷(
新
田
集
落)

長
加
部
稲
荷
大
明
神
の
幟
一
対
を
立
て
、
繭
玉
の
供
物
を
し
、
 

近
所
の
人
が
適
宜
お
参
り
に
行
く
だ
け
。

⑫

名 

称 

五

郎

稲

荷

大

明

神(

本
宿
集
落)

お
祭
り
の
よ
ぅ
な
こ
と
は
現
在
し
て
い
な
い
。

田
中
、
横
ま 

ち
(

小
集
落)

の
稲
荷
様
だ
が
、

田
中
の
人
た
ち
三
〜
四
名
の 

人
が
お
参
り
に
行
く
だ
け
と
い
ぅ
。

⑱

名

称

新
田
宿
稲
荷

特
別
の
計
画
し
た
奴K

力
は
し
て
い
な
い
。
供
物
を
し
て
近
く 

の
人
た
ち
が
参
拝
に
い
く
。

(
奈
良
秀
重}

吉
祥
寺
の
金
甲
稲
荷
祭
り

名 

称

金
甲
稲
荷
祭
り

由
来
伝
承 

吉
祥
寺
の
守
護
神
と
し
て
江
戸
時
代
ょ
り
寺
の
裏 

山
に
祀
ら
れ
て
い
る
稲
荷
様
の
祭
り
で
あ
る
。

こ
の
稲
荷
様
は 

江
戸
時
代
中
期
、
京
都
の
伏
見
稲
荷
ょ
り
分
社
さ
れ
た
。
以
降 

地
域
の
安
穏
、
そ
し
て
特
に
養
蚕
の
豊
穣
を
願
ぅ
利
益
が
あ
る 

と
さ
れ
盛
ん
な
信
仰
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。 

実
施
期
日 

二

月

十

一

日(

初
午)

こ
の
日
は
養
蚕
の
豊
穣
の 

た
め
春
駒
が
舞
わ
れ
る
。 

実
施
場
所 

利
根
郡
川
場
村
大
字
門
前 

吉
祥
寺
境
内
金
甲
稲 

荷
社

組 

織

吉
祥
寺

実
施
内
容 

こ
の
祭
り
は
吉
祥
寺
の
行
事
と
し
て
寺
が
行
、っ
も 

の
で
あ
る
。
参
拝
者
は
し
た
が
っ
て
主
に
寺
の
檀
家
達
で
あ
る 

が
、
そ
れ
以
外
の
、
特
に
養
蚕
を
行
、っ
地
域
の
農
家
の
人
々
も
、
 

蚕
の
豊
穣
を
願
っ
て
お
札
を
受
け
に
お
拝
り
を
す
る
。

な
お
、
こ
の
日
は
地
元
門
前
地
区
の
青
年
会
の
行
、っ

「春
駒
」 

の

行

あ

り

境

内

を

含

め

、
当
地
区
は
人
々
で
賑
わ
ぅ
。 

当

日

寺

で

は

「金
甲
稲
荷
大
明
神
」
と
書
か
れ
た
木
の
札

を
用
意
す
る
〇
札 

の

左

右

に

は

「家 

内
安
全
、
交
通
安 

全

、

商

売

繁

昌

、
 

五
穀
豊
穣
」

な
ど 

が
書
か
れ
る
。
又 

ク
ジ
引
な
ど
も
行 

わ
れ
る
。
参
拝
者 

は
白
狐
を
持
参
す 

る
、
和

紙

に

「泰 

納
正
一
位
金
甲
稲 

荷
」
と
書
い
た
旗

元宿稲荷

長加部稲荷新田宿稲荷

稲荷祭に供えられた繭玉



を
立
て
る
、
繭
玉
の
形
を
し
た
だ
ん
ご
を
捧
げ
る
な
ど
そ
れ
ぞ 

れ
蚕
や
家
の
守
り
を
辱
っ
た
め
お
供
え
物
を
す
る
。
特
に
養
蚕 

の

当

た

る

こ

と

を

願

〇

て

お

参

り

を

す

る

。
受
け
た
木
の
札 

(

千
円)

は
神
棚
へ
あ
げ
て
一
年
間
の
お
守
り
と
す
る
。

(
金
井
竹
徳)

黒
田
の
稲
荷
祭
り

名 

称

お
稲
荷
様

由
来
伝
承 

大
願
成
就
、

五
穀
豊
穣
、
郷
中
安
全
を
祈
る
。
豊 

川
稲
荷
の
系
統
と
の
説
と
、
金
毘
羅
大
権
現
の
説
が
あ
る
。

キ 

ツ
ネ
が
ご
眷
属
で
あ
る
。

実
施
期
日 

節
分
後
最
初
の
午
の
日
、

二
月
六
日

実

施

場

所

多
野
郡
万
場
町 

黒
田
稲
荷
神
社
境
内 

組 

織 

鎮
守
、
丹
生
神
社
の
総
代
四
人
、
区
長
、
副
区
長 

耕
地
総
代
四
人
計
一
〇
人
が
世
話
を
す
る
〇
金
は
集
め
な
い
。 

実
施
内
容 

朝
九
時
す
ぎ
、
若

い

し
(

衆)

二
人
が
集
会
所
か 

ら
大
太
鼓
を
太
い
竹
竿
で
担
ぎ
出
し
た
。
太
鼓
の
た
た
き
手
が 

一
人
後
ろ
に
付
い
て
ド
ド
ン
、
ド
ン
ド
ン
と
た
た
き
な
が
ら
小 

高
い
山
の
上
の
稲
荷
様
へ
步
い
て
登
っ
て
行
く 
(
今
年
は
特
別 

歩
い
て
も
ら
っ
た)

。

み
な
に
祭
り
の
始
ま
り
を
知
ら
せ
る
寄
せ 

太
鼓
で
あ
る
。
太

鼓

に

誘

わ

れ

る

ょ

う

に

コ

ゥ

チ(

集
落)

の 

み
ん
な
が
神
社
目
指
し
て
坂
道
を
行
く
。

お
ば
あ
さ
ん
た
ち
は 

車
で
送
っ
て
も
ら
い
、
神
社
前
は
賑
や
か
に
な
っ
た
。
社
は
間 

ロ
ニ
間
、
奥
行
き
三
間
、
高
さ
一
丈
、
開
け
放
た
れ
て
賽
銭
箱 

の
前
に
米
、
塩

、

ミ
カ
ン
が
供
え
ら
れ
、
お
神
酒
も
上
が
っ
て 

い
る
。

シ

メ

縄

に

下

げ

た

真

っ

白

な

キ

リ

ハ

ギ(

御
幣)

が
祭 

り
ら
し
く
神
々
し
い
。
十
時
十
分
、
神
社
総
代
の
黒
田
早
臣
氏 

が
社
の
中
で
祝
詞
を
上
げ
、
そ
の
後
み
な
の
頭
上
を
さ
っ
、
さ 

っ
と
お
払
い
を
し
て
清
め
る
。
役
員
か
ら
青
々
と
し
た
カ
シ
の 

葉
っ
ぱ
に
キ
リ
ハ
ギ
を
つ
け
た
玉
串
を
供
え
、
拍
手
を
打
っ
て 

拝
む
。

カ
シ
の
葉
は
サ
カ
キ
の
代
用
と
い
う
。
ご
神
体
の
古
い 

鏡
が
あ
っ
た
が
盗
ま
れ
て
今
は
な
い
。
城
山
稲
荷
神
社
の
祭
神 

は

倉

稲

魂

神
(

う
か
の
み
た
ま
の
か
み)

。

「
城
山
稲
荷
神
社
、
 

平

成

士 

一
年
二
月
吉
日
、
神
社
総
代
一
同
」
と
、
真
新
し
い
献 

額
に
あ
る
。
社

は

文

化

十

三(

一
八H

ハ)

年
作
り
替
え
た
。 

失
せ
物
を
し
た
と
き
油
揚
げ
を
進
ぜ
て
拝
む
と
出
て
く
る
と

い
わ
れ
、
掃
除
し
た
と
き
油
揚
げ
が
上
げ
て
あ
っ
た
と
い
う
。 

道
端
の
広
場
で
は
半
分
に
切
っ
た
ド
ラ
ム
缶
で
大
火
を
燃
や
し
、
 

五
徳
の
上
に
大
鉄
瓶
が
湯
気
を
立
て
て
い
る
。

ゴ
ザ
を
す
き
、
 

長
机
を
二
脚
置
き
つ
ま
み
が
並
び
、
酒
盛
り
が
始
ま
っ
た
。

版
木
が
あ
り
、
役
員
は
縦
三
一
竚
、
横
六̂

の
お
札
を
、
百 

枚
手
刷
り
に
し
て
、
み
ん
な
に
配
っ
た
。

「
巳
の
な
い
初
午
は
よ 

く
な
い
」
と
い
い
、
節
分
と
初
午
の
問
に
巳
の
日
が
入
る
ほ
う 

が
い
い
と
い
う
。
ま
た
、

三
の
午
ま
で
あ
る
年
は
火
事
が
多
い 

と
も
い
わ
れ
る
。
今
年
は
各
戸
で
不
用
品
を
出
し
合
い
、

、ハ
ザ 

を
し
た
の
で
賑
や
か
な
奴K

り
だ
っ
た
。

幸 

福 

養
蚕
倍
盛

お

札

城

山

稲

荷

神

社 

御
祈
祷
真
璽

玉 

恵 

五
穀
豊
穣

黒田の稲荷様

(

土
屋
政
江)



二

七

市

と

祭

典

少
林
山
ダ
ル
マ
市

名 

称

少
林
山
ダ
ル
マ
市

由

来

伝

承

正
月
七
日
の
七
草
の
日
が
縁
日
で
、
宵
山
に
当
た 

る
一
月
六
日
の
夕
方
か
ら
翌
日
の
七
日
に
か
け
て
、
目
な
し
の 

縁
起
だ
る
ま
を
売
る
初
市
が
立
ち
、

「起
き
上
が
り
」
(

養
蚕
の 

休
眠
か
ら
起
き
る
こ
と)

と

「
七
転
び
八
起
き
」

に
通
じ
る
と 

こ
ろ
か
ら
、
養
蚕
農
家
で
買
い
求
め
る
こ
と
で
ダ
ル
マ
が
良
く 

売
れ
る
よ
ぅ
に
な
っ
た
。

実

施

期

日

一
月
六
日
〜
七
日

実
施
場
所 

高

崎

畀

高

町
 

少
林
山
達
磨
寺
と
そ
の
周
辺 

組 

織 

黄
檗
宗
少
林
山
達
磨
寺
、
高
崎
市
観
光
協
会
、
群 

馬
県
達
磨
製
造
共
同
組
合

実
施
内
容

ひ
達
磨
寺
の
主
な
沿
革

江

戸

時

代

碓

氷

郡

鼻

高

村(

現
高
崎
市
鼻
高
町)

は
安
中
藩 

領
で
あ
っ
た
。
藩
主
の
板
倉
勝
明
が
編
さ
ん
を
命
じ
天
保
二
年 

(

一
八
三
一)

か
ら
数
年
以
内
に
は
完
成
し
た
と
み
ら
れ
る
『安 

中
志
』

に
は
、
少
林
山
鳳
台
院
達
磨
寺
に
つ
い
て
、

「此
寺
は
人 

を
葬
る
こ
と
な
し
、
宗
旨
は
禅
家
に
黄
檗
に
曹
洞
を
兼
ね
た
る 

如
く
聞
ゆ
、
本
尊
十
一
面
観
世
音
菩
薩
行
基
并
作
と
云
。
弥
勒 

菩
薩
并
増
長
、
広
目
、

持
国
、
葦
田
の
五
大
尊
を
安
置
〇 

霊
符
神
、
三
尊
山
上
の
別
堂
に
安
置
、
天
漱
和
尚
、
霊
符
神
三 

尊
と
は
太
上
神
仙
脇
士 
(

抱
卦
童
子
、
示
卦
童
子
や
、
柳
霊
符 

神
と
は
七
十
三
の
霊
符
を
持
た
る
神
仙
に
て
、
即

北

辰
(

北
斗 

七
星)

な
り
信
仰
の
輩
多
く
し
て
、
参
詣
す
る
者
大
方
た
え
ず
。 

本
寺
常
陸
国
水
戸
上
町
寿
畠
山
祇
園
寺
。
開
基
了
無
居
士
、
享 

保

庚

子

年
(

一
七
ニ
ニ)

三
月
十
七
日
。
開
山
明
国
沙
門
心
越 

禅

師
(

東
皐
心
越
禅
師
の
こ
と)

は
関
羽
後
、
国
の
乱
を
避
け 

て
朱
舜
水
と
共
に
東
海
に
棹
さ
し
て
日
本
国
へ
来
る
を
水
戸
源 

義
公
招
き
て
祇
園
寺
を
開
か
せ
給
ふ)

。

二
世
天
漱
和
尚
享
保
二 

十

乙

卯

年
(

一
七
三
五)

六
月
晦
日
、
遷
化
、
此
禅
師
ぞ
実
は 

開
山
の
如
し
、
文
あ
り
て
頗
才
気
有
し
と
な
ん
。
」
と
あ
る
。

つ 

ま
り
、
延

宝

五

年
(

一
六
七
七)

に
中
国
か
ら
の
渡
来
僧
の
東 

皐

心

越

禅

師

が

徳

川

光

囫(

水
戸
藩
主)

の
帰
依
を
受
け
て
開 

創

と

い

い

、
以

後

水

戸

徳

川

家

の

保

護

を

得

て

、
享
保
七
年

(

一
七
ニ
ニ)

前 

橋
藩
主
酒
井
雅
楽 

頭
忠
知
が
当
寺
を 

修
築
、
享
保
十
一 

年

(

一
七
二
六) 

に
は
水
戸
宗
尭
が 

当
寺
を
永
世
祈
願 

所
と
し
毎
年
特
使 

を
遣
わ
し
た
と
い 

ぅ

。
本
寺
は
江
戸 

時
代
は
曹
洞
宗
だ 

っ
た
が
、
万
延
二 

年

(

一

八

六

こ 

二
月
入
寂
の
十
一 

代
補
住
の
黄
鶴
通 

楼
の
代
に
な
っ
て 

臨

済

宗

黄

檗

派
 

(

後

に

黄

檗

宗
) 

に
属
し
た
。

⑵

ダ

ル

マ
(

達
磨)

と
の
関
係

少
林
山
で
は
東
皐
心
越
禅
師
の
描
い
た
一
筆
達
磨
の
座
禅
像, 

を
正
月
の
配
り
札
と
し
て
い
た
。
付
近
の
家
々
で
は
こ
の
配
り 

札
を
悪
疫
を
は
ら
い
、
福
を
招
く
お
守
り
と
し
て
神
棚
に
ま
つ 

つ
て
き
た
。

そ
の
後
、
文
化
年
間
に
な
つ
て
少
林
山
九
代
目
東 

嶽
和
尚
と
い
う
達
磨
描
き
の
名
人
が
い
て
、

こ
の
和
尚
と
懇
意 

で
豊
岡
の
山
県
朋
五
郎
と
い
う
百
姓
が
、
少
林
山
の
配
り
札
に 

描
か
れ
た
達
磨
を
木
像
に
彫
つ
て
も
ら
い
、

こ
の
像
に
和
紙
を 

貼
つ
て
乾
か
し
抜
き
取
つ
て
目
無
し
達
磨
の
像
を
作
つ
た
の
が 

豊
岡
の
張
り
子
達
磨
の
起
源
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の 

後

、
大
正
期
に
な
り
、

「鉄
つ
あ
ん
」

こ
と
中
豊
岡
の
葦
名
鉄
十 

郎
や
松
本
由
松
ら
の
改
良
し
た
型
彫
り
に
ょ
つ
て
現
在
の
福
だ 

る
ま
に
な
つ
た
と
い
う
。

豊
岡
地
区
の
ダ
ル
マ
生
産
は
農
家
の
副
業
と
し
て
発
達
し
て 

き
た
。
秋
の
収
穫
期

が

終

わ

る

頃

か

ら

張

り

紙

の

調

達(

か
つ 

て
は
村
内
に
紙
す
き
場
が
あ
つ
た
が
、
現
在
は
埼
玉
県
小
川
町 

製
を
使
用)

の
あ
と
、
木
型
に
ふ
の
り
を
使
つ
て
張
る
。
天
日 

で
の
乾
燥
、
ダ

ル

マ

の

底(

へ
つ
だ)

を
粘
土
で
作
つ
て
乾
燥

す
る
。
木
型
か
ら
背
割
り
後
の
張
り
子
は
ニ
ヵ
ワ
で
焼
き
付
け 

た
あ
と
、
色

ぬ

り
(
白
、
赤)

、
そ

し

て

ひ

げ

や

文

字(
家
内
安 

全
、
商
売
繁
盛
、
交
通
安
全
、
特
注
の
文
字
入
り)

書
き
等
で 

仕
上
げ
る
。
な
お
近
年
は
機
械
化
さ
れ
て
真
空
型
抜
き
で
大
量 

生
産
化
が
可
能
と
な
り
、
赤
の
色
ぬ
り
も.
舟
の
中
に
入
れ
て
瞬 

間
的
に
処
理
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。

高
崎
ダ
ル
マ
は
全
国
生
産
の
お
よ
そ
八
〇％

を
占
め
、
製
造 

_
生
産
個
数
は
年
間
一
七
〇
万
個
、
年
間
売
り
上
げ
高
は
約
七
億 

円
に
達
す
る
地
場
産
業
を
誇
り
、
製
造
業
者
約
八
〇
軒
が
、
群 

馬

県

達

磨

製

造

協

同

組

合

を

組

織(

昭
和
四
十
五
年
発
足
、
そ 

れ
以
前
は
任
意
団
体)

し
て
い
る
〇
ダ
ル
マ
市
で
商
ぅ
の
は
も 

ち
ろ
ん
、
最
近
は
全
国
各
地
で
の
各
種
選
挙
の
際
に
は
必
需
品 

と

し

て

位

置

を

占

め

「
必
勝
」

と
大
書
し
た
ダ
ル
マ
が
欠
か
せ 

ぬ
事
務
所
風
景
を
演
出
し
て
い
る
。

⑶

少
林
山
の
初
市

中

山

道
(

国
道
一
八
号
線)

か
ら
鼻
高
の
少
林
山
達
磨
寺
へ 

行
く
に
は
長
さ
一
八
〇̂

の
自
畀
高
橋
と
、
九
〇̂

の
少
林
山
橋 

(

共
に
木
桁
橋)

が
あ
っ
た
。
(

昭

和

三

十

年

『
八
幡
村
誌
』)

大 

正

•

昭
和
初
期
の
写
直
ハ
を
み
る
と
正
月
六
日
、
七
日
の
七
草
縁 

日
の
日
に
は
、
少
林
山
橋
は
吊
り
橋
の
時
と
木
桁
橋
の
時
と
が 

あ
っ
た
が
、
狭
く
人
出
の
多
い
時
は
危
険
の
た
め
、
既
設
の
橋

は
寺
へ
の
往
き
に
使 

い
、
帰
り
は
仮
橋
を 

使
用
し
て
い
た
。
併 

せ
て
帰
り
の
道
端
に 

は
露
店
が
並
ん
で
い 

た
。戦

後
自
動
車
時
代 

を
迎
え
、
先
ず
昭
和 

五
十
六
年
度
に
八
幡 

大
門
付
近
か
ら
鼻
古
冋 

へ
通
じ
る
新
鼻
高
橋 

桁
鉄
筋
コ
ン 

ク
リ
ー
ト
橋)

が
竣 

H
、

さ
ら
に
同
五
十 

七
年
度
に
は
市
道
乗& 

附

•

鼻
高
線
が
少
林

本堂の参詣の賑わい

仮設の橋を渡る参詣の人々(昭和初期)



山
の
す
ぐ
下
の
碓
氷
川
右
岸
沿
い
に
開
通
し
て
、

一
八
号
線
を 

通
ら
ず
に
富
岡
方
面
へ 
通
じ
る
ょ
ぅ
に
な
っ
た
。

平

成

十

二

年

一

月

六

日(

木)

正

午

か

ら

七

日(
金)

午
後 

二

時

ま

で

の

七

草

縁

日(

だ
る
ま
市)

は
、
あ
ら
か
じ
め
高
崎 

警
察
署
と
市
当
局
や
関
係
団
体
に
ょ
っ
て
協
議
、
交
通
規
制
が 

行
わ
れ
て
実
施
さ
れ
た
。
主

な

内

容

は

駐

車

場

の

確

保(

新
鼻 

高
橋
下
部
三
四
〇
台
、
国
道
一
八
号
線
沿
い
に
一
七
〇
台
、

八 

幡
小
付
近
に
二
三
〇
台
、
群
馬
八
幡
駅
付
近
に
七
〇
台
、
県
道 

藤
木
線
沿
い
に
ニ
ー
〇
台
、
乗
附
緑
地
に
ー
ニ
〇
台)

、
国
道
一 

八
号
線
は
歩
行
者
横
断
禁
止
、
駐
停
車
禁
止
、
乗

附
.

自
畀
高
線 

に
乗
り
入
れ
禁
止
と
な
っ
た
。
新*

界
高
線
か
ら
少
林
山
ま
で
の 

参
拝
道
路
は
一
方
通
行
と
し
、
夜
間
の
照
明
の
た
め
東
京
電
力 

は

本

部

と

待

機

所

警

備•

安
全
の
た
め
境
内
講
堂
前
に
警
察
の 

警
備
本
部
と
消
防
本
部
を
設
け
た
。

こ
の
た
め
か
っ
て
は
夜
間 

照
明
は
限
度
が
あ
り
相
当
暗
く
危
険
で
あ
っ
た
が
近
年
は
足
元 

ま
で
明
る
く
な
っ
た
。

参
詣
人
は
総
門
の
手
前
で
お
焚
上
げ
用
の
古
い
ダ
ル
マ
を
奉 

納
(

ふ
だ
ん
は
本
堂
霊
符
堂
へ
奉
納)

し
た
あ
と
、
新
装
の
総 

門
を
く
ぐ
り
、
大
石
段
を
昇
る
。
鳴
り
続
け
る
鐘
楼
を
く
ぐ
り
、
 

一

た

ん

瑞

雲

閣(

社
務
所)

、
講
堂
の
前
で
息
を
整
え
た
あ
と
、

さ

ら

に

石

段

を

昇 

り
、
最
上
段
の
本
堂
、
 

霊
符
堂
の
前
へ
す
す 

み
参5i

S

を
す
る
。

家
内
安
全
、
合
格 

祈
願
、
交
通
安
全
な 

ど
の
志
で
特
別
奉
納 

す
る
者
も
多
い
。

本
堂
霊
符
堂
、
達 

磨
堂
の
周
辺
に
は
大 

小
の
福
だ
る
ま
を
は 

じ
め
招
き
ね
こ
が
山 

と

積

ま

れ

客

を

待 

つ
。
さ
ら
に
縁
起
物
、
 

運
勢
占
い
店
な
ど
が 

並
ぶ
。
さ
ら
に
露
店 

は
次
の
段
の
観
音
堂

の
ま
わ
り
か
ら
瑞 

雲
閣
前
か
ら
延

 々

新

鼻

高

橋

周

辺

、
 

そ
し
て
国
道
一
八 

号
線
北
側
か
らJ 

R
群
馬
八
幡
駅
方 

面
へ
も
露
店
が
延 

び
て
い
る
。
商
売 

は
大
小
食
堂
を
は 

じ
め
食
料
品
店
が 

圧

倒

的

に

多

く

、
 

縁
起
物
店
、
植
木 

類
店
な
ど
な
ど
露 

天
の
列
は
約
一 
• 

五％

に

も

及

ぶ

。 

か
っ
て
は
達 

境
内
を
出
て
寺
沢 

川
を
渡
っ
た
あ
と 

下
鼻
高
の
集
落
東 

側
を
下
っ
て
自
畀
古
冋 

橋
へ
通
じ
て
い
た 

が
、
近
年
は
寺
沢 

川
に
沿
っ
て
南
へ 

昇
り
立
石
橋
を
渡 

っ
て
下
自
畀
一
咼
の
集 

落
の
西
側
を
大
き 

く
ま
わ
り
、

下
鼻 

高
公
民
館
西
側
を 

通
っ
て
鼻
高
公
民 

館
の
上
を
通
っ
て 

新
鼻
高
橋
の
橋
元̂ 

へ

通

じ

て

い

る

。 

こ
の
迂
回
道
路
の 

両
側
に
延
べ
三
〇 

〇
軒
ほ
ど
の
店
が 

並

ん

で

客

を

呼
 

ぶ
〇

な
お
、
達

磨

寺

の

社

務

所(

瑞
雲
閣)

に
お
い
て
も
寺
札
と 

福
だ
る
ま
の
販
売
を
し
て
い
る
。

な
お
、
霊
符
堂
の
東
側
に
は
昭
和
六
十
一
年
の
秋
に
達
磨
堂 

が
建
設
さ
れ
、
大
阪
の
大
山
修
氏
の
収
集
し
た
全
国
の
ダ
ル
マ 

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
寄
贈
を
受
け
て
展
示
し
て
い
る
。

⑷

県
内
の
ダ
ル
マ
市

一
月
六.

七
日
の
少
林
山
の
最
大
の
ダ
ル
マ
市
で
あ
る
が
、
 

こ
の
あ
と
春
先
ま
で
県
内
各
地
で
ダ
ル
マ
市
が
次
々
と
開
催
さ 

れ
て
い
る
。
列
挙
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

一
月
九
日
前
橋
、
 

十
日
高
崎
和
田
多
中
琴
平
神
社
、
同
日
藤
岡
立
石
金
比
羅
宮
、
 

十
一
日
伊
勢
崎
、
十
二
日
渋
川
、
十
四
日
中
之
条
、
十
五
日
桐 

生

菱

晋

門

寺.

沼
田
、
十
八
日
高
崎
市
南
大
類
の
柳
原
馬
頭
観 

音
.

館
林
市
、
九
日
小
泉
、

二
十
三
日
藤
岡
三
夜
様
、

二
十
五 

日
剛
志
雷
電
神
社
、

二
十
八
日
室
田
不
動
尊
、

二
月
二
十
八
日 

原
市
、
三
月
一
日
松
井
田
、
同
二
日
安
中
ひ
な
市
、
同
月
第
二 

日
曜
甘
楽
町
笹
森
稲
荷
、

三
十
一
日
磐
戸
、

四
月
一
日
本
宿
、
 

二
日
下
仁
田
と
、
正
月
か
ら
春
ま
で
の
初
市
、
節
分
会
、
ひ
な 

市

、
ざ
る
市
な
ど
の
縁
日
に
ダ
ル
マ
市
が
立
つ
で
い
る
ほ
か
、
 

埼
玉
、
栃
木
、
長
野
な
ど
近
県
に
も
店
が
出
て
い
る
し
、
千
葉 

県
の
成
田
山
新
勝
寺
で
は
一
年
中
高
崎
ダ
ル
マ
を
売
る
店
が
あ 

る
〇主

な
ダ
ル
マ
市
へ
は
組
合
と
し
て
共
同
出
荷
し
て
お
り
、
平 

成

十

二

年

の

初

市

の

場

合

少

林

山(1\6 - 7) 
一
三
店
舗 

で
四
九
名
、
前

橋(1\9) 
五
五
名
、
金

比

羅

宮(1/
12) 

二
四
名
が
出
荷
、

し
た
。

(
森
田
秀
策)

伊
勢
崎
初
市

名 

称

初
市
天
王
祭
り

由
来
伝
承 

伊
勢
崎
の
本
町
に
一 
•

六
の
六
斉
市
が
開
設
さ
れ 

た
の
は
、
元
亀
年
間
の
頃
と
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、

こ
の
市
の 

繁
栄
を
願
い
、
市
神
と
し
て
牛
頭
大
王
が
祀
ら
れ
た
。
そ
の
年 

時
は
定
か
で
は
な
い
が
、
市
の
開
設
と
同
じ
頃
に
、
前
橋
領
天 

川

村
(

現
文
京
町)

に

鎮

座

す

る

天

王

社(

八
坂
神
社)

の
分 

霊
を
勧
請
し
た
も
の
と
い
ぅ
。
そ
の
後
、
本
町
の
六
斉
市
を
分 

け
て
、
寛
政
二
十
年
に+

一
日
と
二
十
六
日
は
新
町(

現
大
手

福だるまはいかがですか？

招き猫も豊岡で製造露店が境内にも並ぶ



町)

で
、

さ

ら

に

万

治

二

年

に

は

、

一
日
と
十
六
日
は
西
町 

(

現
三
光
町)

で
開
催
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
頃
、
市
で
扱
わ
れ
て
い
た
品
物
は
、
農
産
物
な
ど
の
諸 

品
で
、
織
物
の
み
で
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
毎
年
五
月
か
ら
七 

月
頃
の
季
節
に
は
、
伊
勢
崎
地
方
の
特
産
物
で
あ
る
蚕
糸
や
太 

織
(

の
ち
の
伊
勢
崎
銘
仙)

の
市
と
化
し
て
い
た
と
い
ぅ
。
明 

治
十
三
年
に
は
、
蚕

糸•

太
織
生
産
者
に
ょ
っ
て
伊
勢
崎
太
織 

会

社
(

社
員
三
五
八
名
、
現
在
の
伊
勢
崎
織
物
協
同
組
合)

が 

創
立
さ
れ
、
市

場

は

蚕

糸•

太
織
を
主
体
と
し
た
も
の
に
変
貌 

し
た
。

そ
こ
で
明
治
十
九
年
六
月
に
蚕
糸•

太
織
市
場
の
建
物 

を
曲
輪
町
に
新
築
し
、

こ
れ
ま
で
本
町
、
新
町
、
西
町
の
路
上 

市
に
出
品
し
て
い
た
こ
れ
ら
の
品
物
を
こ
こ
で
専
門
に
扱
ぅ
こ 

と
に
な
っ
た
。

つ
ま
り
新
市
場
が
独
立
し
た
の
で
あ
る
。
以
来
、
 

「伊
勢
崎
の
市
」
と
い
え
ば
、

こ
の
新
市
場
を
指
す
ま
で
に
発
展 

し
た
。
新
市
場
の
建
物
は
、
昭
和
二
十
年
の
戦
災
ま
で
存
在
し
、
 

戦
後
も
再
建
さ
れ
た
が
、
現
在
で
は
織
物
買
継
店
の
店
頭
で
取 

引
が
行
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
市
日
も
大
正
九
年
か
ら
曜
日
制
を
採
用
し
、
毎
週
金 

曜

日
(

本
市)

と
な
り
、
さ

ら

に

火

曜

日(

準
日)

も
加
え
ら

れ

た

が

そ

の

後 

休
日
制
に
改
め
ら 

れ
、
休
日
以
外
は 

取
引
が
行
わ
れ
る 

よ
ぅ
に
な
っ
て
現 

在

に

至

っ

て

い
 

る
〇現

在
一
月
十
一 

日
を
祭
日
と
定
め 

て
の
、

こ

の

「
初
一 

市
天
王
祭
り
」
は
、
 

近
世
の
頃
の
一 

•  

六

の

六

斉

市

の

名_ 

残
り
を
と
ど
め
る 

も

の

で

、

明
治
二 

十
二
年
を
初
回
と 

し
、
今
回
ま
で
約 

九
〇
回
の
伝
統
を

保
つ
祭
り
と
な
っ
て 

い
る
。

実

施

期

日

一
月
十 

一
日

実

施

場

所

伊
勢
崎 

織
物
協
同
組
合
事
務 

所
.

本
町
通
り 

組 

織

伊
勢
崎 

織
物
協
同
組
合
、
初 

市

実

行

委

員

会(

商 

工
会
、
商
店
会
、
伊 

勢
崎
神
社
氏
子
代
表 

等)実

施

内

容

午

前

九 

時
頃
、
伊
勢
崎
織
物 

協

同

組

合

の

役

員
 

が
、
伊
勢
崎
神
社
に

合
祀
さ
れ
て
い
る
市
神
天
工
様
の
御
神
体
を
迎
え
に
行
く
。
当 

社
氏
子
代
表
者
ら
の
立
ち
会
い
の
も
と
に
、
神
官
よ
り
渡
さ
れ

た

御

神

体

は

協

同

。
 

組

合

理

事

長

が

奉⑴ 

持

し

、

同

組

合

事_ 

務

所

内

の

式

典

場 

に

移

さ

れ

式

典

が 

行
わ
れ
る
〇

こ

こ

で

の

式

典* 

は

織

物

協

同

組

合, 

が
主
催
役
と
な
り
、
 

来
賓
等
お
ょ
そ
一 

五

〇

名

が

参

列

し 

て

挙

行

さ

れ

、

終 

了

後

、

直

会
(

昼 

食

会
)

と

な

る

。 

以

前

は

織

物

市

場 

に

天

王

様

の

神

輿U 

が

安

置

さ

れ

、

式

I  

典
が
行
わ
れ
て
い
膨

た
と
い
う
。

一
方
、
遠
く
離
れ
た
千
葉
県
な
ど
の
各
地
か
ら
参
集
し
た
露 

天
商
は
、
本
町
通
め
に
店
を
連
ら
ね
る
。
正
午
を
知
ら
せ
る
消 

防
署
の
サ
ィ
レ
ン
を
合
図
に
、
交
通
規
制
が
開
始
さ
れ
る
と
と 

も
に
、

こ
れ
ま
で
待
機
し
て
い
た
露
天
商
は
一
斉
に
店
開
き
を 

す
る
。
ダ
ル
マ
な
ど
縁
起
も
の
や
植
木
、
ま
た
タ
コ
ヤ
キ
な
ど 

を
扱
う
商
人
た
ち
で
、

そ
の
数
は
お
よ
そ
二
八
〇
店
と
い
う
。 

ダ
ル
マ
は
高
崎
市
豊
岡
地
方
産
出
の
も
の
で
あ
る
。

午

後

七

時

過

ぎ

に

は

「新
春
神
輿
出
初
式
」
と
い
い
、
伊
勢 

崎

神

社

の

神

輿

が

神

輿

奉

賛

会

「粋
連
」

の
人
た
ち
に
担
が
れ 

て
、
本
町
通
り
に
繰
り
出
す
、

こ

の

神

輿

は

「伊
勢
崎
神
社
の 

本
神
輿
」
と
い
わ
れ
、
担
ぎ
手
は
二
十
代
か
ら
四
十
代
の
人
た 

ち
で
あ
る
〇
特
に
本
町
十
字
路
で
盛
大
に
揉
ま
れ
て
神
社
に
還 

御
し
、
午
後
十
時
頃
、

こ
の
日
の
祭
り
は
終
了
し
た
。

な
お
、
正
午
か
ら
の
街
頭
で
の
行
事
は
、
初
市
実
行
委
員
会 

に
よ
っ
て
、
昭
和
三
十
年
代
か
ら
、
新
し
く
始
め
ら
れ
た
も
の 

と
い
う
。

し
た
が
っ
て
、
市
開
設
の
当
初
か
ら
祀
ら
れ
て
い
る 

市
神
牛
頭
天
王
を
迎
え
て
の
伊
勢
崎
織
物
協
同
組
合
で
の
式
典 

が
、
古
く
か
ら
の
伊
勢
崎
の
市
の
名
残
り
を
現
在
に
と
ど
め
て 

い
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
市
で
扱
わ
れ
て
き 

た
品
物
が
、
次
第
に
織
物
一
本
と
化
し
て
き
た
の
も
、
伊
勢
崎 

の
市
の
特
徴
と
い
え
る
。

§

子
緯
一
郎)

前
橋
初
市

名 

称

前
橋初

-
}

つ
り

由
来
伝
承 

伝

え

に

よ

る

と

元

和

三

年(

一
六
一
七)

、
厩
橋 

城
主
酒
井
重
忠
の
時
に
、
当
地
の
商
人
頭
木
嶋
助
右
衛
門
に
よ 

っ
て
、
本

町

通

り

に

四•

九
の
六
斉
市
が
開
か
れ
た
が
、
現
在 

一
月
九
日
に
行
う
こ
の
初
市
ま
つ
り
は
、
そ
の
伝
統
を
継
承
す 

る
も
の
と
い
う
。
ま
た
、
市
の
繁
栄
と
住
民
の
無
病
息
災
を
願 

っ

て

八

坂

神

社(

祭
神
は
、
牛
頭
天
王
ま
た
の
名
を
須
佐
之
男 

命)

も
祀
ら
れ
た
。
当
社
は
現
本
町
二
丁
目
に
鎮
座
す
る
八
幡 

宮
に
合
祀
さ
れ
て
い
る
が
、
初
市
ま
つ
り
に
は
市
神
と
し
て
、
 

そ
の
神
輿
が
本
所
通
り
に
設
け
ら
れ
た
お
仮
屋
に
出
御
す
る
。

こ

の

市

は

「
ダ
ル
マ
市
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
た
だ
、

こ

伊勢崎神社より天王様を奉じ、式典場へ

天王様を迎えての式典(於 織物組合)本町通U露店市



こ
で
ダ
ル
マ
が
売
ら
れ
る
よ
ぅ
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
の
末
期 

か
ら
で
、
高
崎
の
少
林
山
達
磨
寺
の
ダ
ル
マ
市
の
露
天
商
が
来

る
ょ
ぅ
に
な
っ
て 

か

ら

と

い

ぅ

。

こ 

の

ダ

ル

マ

は

「
福 

ダ

ル

マ

」

と
呼
ば 

れ

、

当

初
か
ら
人 

気

を

集

め

て

次

第 

に

出
店
す
る
業
者 

も

増

加

し

、

現
在 

に
至
っ
て
い
る
。

実

施

期

日

一
月 

九
日

実

施

場

所

本

町

二
丁
目

組 

織

本

市
 

の
商
工
観
光
協
会 

関

係

者

、

本
町
エ 

エ

目

の_

治

会
• 

初

市

関

係

の

役

員 

等

、

お
ょ
そ
七
〇 

名
で
組
織
し
て
い 

る

「
初

市
実
施
委 

員

会

」
(

会

長

藤 

塚

賢

一

氏)

が
中 

心
と
な
り
実
施
さ 

れ
て
い
る
。

実

施

内

容

午
前 

十
時

か

ら

八

幡

宮 

境

内

で

、
初
市
関 

係
者
ら
の
参
列
の 

も

と

に

式

典

が

行 

わ

れ

、

つ
づ
い
て 

境
内
に
積
ま
れ
た 

夥

し

い

数

の

、
古 

ダ
ル
マ
の
お
焚
き 

あ

げ

が

始

ま

る

。

古
ダ
ル
マ
の
供
養
の
た
め
と
い
う
。
十
時
三
十
分
、
八
坂
神
社 

の

神

輿
(

市
神
様)

が
出
御
に
な
る
。
神
輿
の
担
ぎ
手
は
本
町 

二
丁
目
の
青
年
会
の
人
た
ち
で
あ
る
。

こ
の
神
輿
は
昭
和
三
十 

六
年
に
新
調
さ
れ
た
も
の
と
い
う
。

神
輿
を
中
心
と
し
た
行
列
は
、
ま
ず
八
幡
宮
前
の
エ
ビ
ス
通 

り
(

旧
称
連
雀
通
り)

に
勢
揃
い
し
、
露
天
商
が
店
を
連
ね
て 

い
る
本
町
の
目
抜
き
通
り
を
練
り
歩
く
。
行

列

は

豪

華•

華
麗 

な
も
の
で
、
そ
の
出
し
も
の
を
い
く
つ
か
あ
げ
る
と
、
ま
ず
本 

市
の
消
防
署
本
部
隊
員
の
ブ
ラ
ス
バ
ン
ド
が
先
頭
に
立
つ
。
神 

輿
の
後
に
は
巨
大
な
相
生
獅
子
が
つ
づ
く
。

こ
の
大
獅
子
は
旧 

相

生

町
(

明
治
四
十
三
年
、
本
町
二
丁
目
：

>

に
編
入)

の
も
の 

で
、
当
町
内
守
護
の
た
め
に
祀
り
、
初
市
ま
つ
り
に
も
参
加
し 

て
き
た
が
、

の
ち
に
本
町
二
丁
目
に
引
き
継
が
れ
た
も
の
と
い 

う

。
骨
組
み
は
竹
を
編
ん
で
作
ら
れ
、
そ
の
上
に
御
幣
を
い
っ 

ぱ
い
張
り
つ
付
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
紙
を
張
っ
て
、
朱
ゥ
ル
シ 

を
塗
っ
た
も
の
と
い
う
。
ま
た
地
元
を
は
じ
め
、
伊
勢
崎
、
渋 

川
、
沼
田
、
藤
岡
、
安
中
、
富
岡
の
各
市
か
ら
参
じ
た
纏
持
ち 

の
人
た
ち
ら
が
、
纏
の
振
り
舞
を
演
じ
な
が
ら
練
り
歩
く
。
行 

列
の
後
部
か
ら
は
、
市
内
有
志
た
ち
に
ょ
っ
て
結
成
さ
れ
た
酢

将

草
(

か

た

ば

み) 

会
に
ょ
る
華
竜
太
鼓 

が

打

ち

鳴

ら

さ

れ

、
 

祭
り
の
雰
囲
気
を
い 

っ

そ

ぅ

盛

り

上

げ 

る
〇

一
巡
し
た
市
神
様 

の
神
輿
は
、
午
前
十 

一
時
半
頃
、

二
丁
目 

(

東

和

銀

行

前)

に 

設
置
さ
れ
た
お
仮
屋 

に
安
置
さ
れ
て
行
列 

は
解
か
れ
る
。

こ
こ 

に
は
参
詣
者
が
列
を• 

作
っ
て
絶
え
間
な
く⑽ 

つ
め
か
け
る
。
参
北
昍 

し
た
人
た
ち
は
、
笹 

つ

き

の

篠

竹

に

「
八

坂
神
社 

前
橋
初
市
」
と
朱
印
の
押
さ
れ
た
紙
の
小
旗
を
結
び 

つ
け
た
も
の
を
係
か
ら
貰
っ
て
持
ち
帰
る
。

こ
れ
を
シ
ノ
バ
タ 

と
呼
ん
で
い
た
〇 

'

ま
た
、
本
町
通
り
か
ら
表
町
の
駅
前
通
り
ま
で
店
を
つ
ら
ね 

て
い
る
露
天
商
は
、
お
よ
そ
ニ
ニ
〇
〇
店
と
い
い
、
北
は
北
海 

道
か
ら
南
は
九
州
に
至
る
ま
で
、
全
国
か
ら
参
集
し
て
い
る
と 

い
ぅ
。

こ
れ
ら
の
店
は
、
福
ダ
ル
マ
を
は
じ
め
、
各
種
の
縁
起 

も
の
や
、
ヤ
キ
ソ
バ
、
夕n

ヤ
キ
な
ど
の
食
べ.
物
類
を
商
っ
て 

い
る
。
昭
和
の
初
年
頃
ま
で
は
、
ガ
マ
の
油
売
り
の
大
道
芸
人 

や
バ
ナ
ナ
の
た
た
き
売
り
な
ど
も
見
ら
れ
た
と
伝
え
て
い
る
。

な
お
、
お
仮
屋
に
安
置
さ
れ
た
神
輿
は
、
こ
の
日
の
午
後
十 

時
に
、
出
御
し
た
時
と
同
じ
く
二
丁
目
の
青
年
会
に
よ
っ
て
担 

が
れ
、
八
幡
宮
に
還
御
し
て
祭
り
は
終
了
す
る
。(

金
子
緯
一
郎)

中
之
条
町
の
安
市

名 

称

安

市

由
来
伝
承 

中
之
条
町
は
吾
妻
川
の
ほ
と
り
に
、
’河
原
町
つ
ぎ 

に

長

岡

の

地(

俗
に
下
の
町)

に
在
っ
た
が
、
洪
水
な
ど
の
諸 

事
情
に
よ
り
、
寛

永

二

年
(

一
六
二
五)

町
割
り
し
て
、
道
の 

中
央
に
用
水
、
両
側
を
街
道
と
し
、
開
市
を
予
定
し
て
広
い
通 

り
と
し
た
。
寛

永

九

年
(

一
六
三
二)

真
田
信
吉
は
市
の
新
設 

を
許
し
た
。

こ
れ
が
現
在
の
中
之
条
市
の
始
ま
り
で
あ
る
。

そ

の

頃

す

で

に

隣

の

町

「
原
町
」

に
も
市
が
開
か
れ
て
い
た

出御する帀柙の柙興お仮屋に安置された神輿

前橋初市全景

市杭



の
で
双
方
の
利
害
の
関
係
か
ら
「市
出
入
」(

紛
争)

が
起
こ
り
、
 

寛

永

九

年
(

一
六
三
二)

か
ら
、
明

治

五

年
(

一
八
七
二)

紛 

争
が
完
全
に
集
結
す
る
ま
で
二
百
四
十
年
も
の
長
き
に
亘
っ
て 

い
る
。

市
場
の
構
造
は
、
寛
文
三
年
の
検
地
で
町
を
上
、
中
、

下
の 

二

町

に

わ

け

一

町

は

間

数

一

五

五

間

三

尺(

約
一
〇
三̂
)
 

屋 

敷
数
は
二
五
軒
、
三
町
合
わ
せ
た
件
数
は
七
五
軒
と
な
る
。
上 

中
下
ク
ー
ニ
町
の
市
を
そ
才
そ
れ
上
市 

中
市 

下
市
と 

い
い 

延
宝
九
年
八
月
、
三
町
の
争
い
を
機
に
、
各
町
の
境
に
石
の
杭 

を

立

て

た
(

市

杭)
(

丁

切)

、

上
の
町
に
は
市
神
を
ま
つ
る 

「
天
王
宮
」

が
あ
り
、
こ
れ
を
祀
っ
て
月
六
回
の
六
斉
の
市
を
立 

て
た
。

市
の
立
つ
日
は
、
上
の
町
は
十
一
日
ニ
ー
十
六
日
、
中
の
町 

は

六

日
.

二
十
一
日
、

下

の

町

は

一

日.

十
六
日
で
あ
っ
た
。 

店
の
張
り
方
は
、
中
央
の
堰
を
背
に
し
て
両
側
に
張
っ
た
。
堰 

を
背
に
す
る
方
を
中
店
、
両
側
の
店
を
前
店
と
い
っ
た
。

市
場
で
扱
っ
た
商
品
は
、
塩

、
茶

、
真

綿

、
麻

布

、
木
綿
、
 

煙
草
、
穀
物
、
そ
外
、
小
豆
、
大
豆
、
蓮
寸
で
あ
っ
た
。 

明
治
五
年
原
町
と
中
之
条
町
と
の
市
の
紛
争
は
な
く
な
り
、
自 

由
に
商
売
に
打
ち
こ
む
よ
ぅ
に
な
っ
た
。

こ
の
頃
市
は
隆
盛
を
き
わ
め
た
。
明
治
十
二.
年
戸
長
役
場
の 

事

務

日

誌

四

月

十

六

日(
安
市)

の

様

子

を

「
二
の
日
二
百
十 

二
店
の
店
が
張
ら
れ
、
原
町
警
察
署
か
ら
午
前
六
名
、
翌
日
午 

前
一
時
か
ら
七
時
ま
で
六
名
が
立
番
し
た
」
と
記
録
さ
れ
て
い 

る
〇明

治

十

四

年(

一
八
八
一)

六
月
、
市
神
、
須
賀
神
社
が
落 

成
し
た
。

こ
の
年
、
小
池
折
八
の
法
話
の
中
に
つ
ぎ
の
よ
ぅ
に 

記
さ
れ
て
い
る
。

「新
記
の
祭
り
な
れ
ば
将
来
繁
昌
の
市
と
な
し
て
参
詣
人
大 

か
ら
ん
こ
と
を
欲
し
、
十
五
、
十
六
の
両
日
を
祭
日
と
し
、
十 

六
日
に
は
町
人
商
人
一
般
に
百
貨
百
物
値
下
げ
し
て
販
売
し
、
 

見
せ
物
、
飾
物
、
そ

の

他

馳

馬(
競
馬)

、
浄
瑠
璃
等
の
典
行
を 

添
え
賑
し
き
祭
り
と
な
し
た
り
。
当
時
は
塩
、
茶

、
綿

、
油

、
 

太
物
、
紙
、
砂
糖
の
如
き
は
損
し
て
も
一
割
以
上
二
割
以
下
の 

値
下
げ
せ
し
故
、
馬
を
引
い
て
買
物
に
出
る
人
々
は
三
里
五
里 

の
遠
隔
地
よ
り
来
り
、
市

中

群

集

し

尔

来

『
二
割
下
け
市
』
と 

言
い
は
や
せ
り
、

こ

れ

が

四

月

十

六

日

の

「安
市
」
と
言
、っ
よ

ぅ
に
な
っ
た
。

か
つ
て
は
月
六
回
の
市
で
あ
っ
た
が
、
現
在
一
年
間
に
開
か 

れ
る
市
は
、

一
月
十
一
日

の

ボ

ク(

小
正
月
の
か
ざ
り
も
の
を 

つ
く
る
木)

市
、
四
月
十
六
日
の
安
市
、
八
月
一
日
の
祇
園
祭
、
 

十
二
月
二
十
六
日
の
暮
市
の
み
と
な
っ
た
。

実

施

期

日

毎

年

四

月

十

六

日

実

施
場
所 

吾
妻
郡
中
之
条
町 

市
街
地
五
〇
〇̂

の
間 

組 

織 

中
之
条
町
中
央
商
店
会
、
会
長
島
村
太
一
郎
、
副 

会
長
富
沢
積
男
、
飯
塚
神
策
、
蟻
川
進
、
佐
藤
啓
次
、
会
員
八

五
名
が
中
心
と
な 

り
推
進
す
る
。

実

施

内

容

昭

和
 

五

十

四

年

以

前
 

は
、
道
路
使
用
許 

可
も
な
く
商
店
が 

適
宜
に
店
を
張
っ 

て
い
た
が
、
歩
行 

者
天
国
に
し
た
り 

許
可
が
な
け
れ
ば 

店
も
出
せ
な
い
の 

で
、

昭
和
五
十
四 

年
の
安
市
か
ら
中 

央
商
店
街
が
中
心 

と
な
り
、
吾
妻
警 

察
署
に
交
渉
し
て 

許
可
を
も
ら
い
安

市
を
開
く
こ
と
に
な
っ
た
。
安
市
運
営
本
部
を
設
け
、
警
察
官 

の警
！
！

備
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。

店
を
出
す
の
は
、
北
毛
外
商
組
合
の
小
島
守
氏
が
責
任
者
と 

な
り
、
そ
の
指
導
に
よ
っ
て
店
が
張
ら
れ
る
。
店
の
配
置
に
つ 

い
て
は
同
業
が
ー
ヵ
所
に
集
ま
ら
な
い
よ
ぅ
に
す
る
。
長
年
続 

け
て
来
て
い
る
店
は
毎
年
同
じ
所
へ
出
さ
せ
る
。
店
を
出
す
人 

は
主
と
し
て
群
馬
県
内
で
あ
る
が
、
埼
玉
、
東
京
か
ら
来
る
店 

も
あ
る
。
道
路
使
用
料
は
一
店
二
三
〇
〇
円
で
あ
る
。

昔
は
春
の
農
作
業
に
必
要
の
物
が
多
く
、

「苗
木
市
」

と
も 

云
わ
れ
た
よ
ぅ
に
、
桑
、
杉

、
桧
な
ど
の
苗
が
多
か
っ
た
が
、
 

現
在
は
苗
は
少
な
く
、
花
木
、
花
類
が
多
い
。
農
具
、
家
庭
用

ロg、

た
べ
も
の
、
あ
そ
び
な
ど
が
出
店
さ
れ
る
。
三
十
年
か
ら 

五
十
年
続
け
て
来
て
い
る
店
も
あ
る
。
令
年
の
出
店
数
は
七
五 

店
で
町
の
常
店
で
出
店
し
て
い
る
の
が
三
店
あ
っ
た
。

午
前
九
時
頃
か
ら
午
後
七
時
頃
ま
で
商
売
し
て
い
る
。
店
じ 

ま
い
し
て
か
ら
外
商
組
合
、
商
店
会
の
方
々
に
ょ
っ
て
清
掃
が 

行
わ
れ
て
安
市
も
終
了
と
な
る
。

2
置

秀

重
}

日
限
地
蔵
尊
縁
日

名 

称

お
地
蔵
さ
ま
。
桐
生
日
限
地
蔵
尊
。

由
来
伝
承 

即
決
の
祈
願
成
就
で
は
な
く
、
祈
願
者
が
努
力
可 

能
な
満
願
日
を
定
め
、
毎
月
二
十
四
日
の
縁
日
に
継
続
し
た
月 

詣
り
の
参
詣
祈
願
こ
そ
、
お
地
蔵
様
の
慈
悲
で
成
就
で
き
る
。 

実
施
時
期 

毎
月
二
十
四
日
。

一
月
初
地
蔵
〇
十
二
月
納
地
蔵
。 

実

施

場

所

桐

生

市

東

二
丁
目
十
三•

十

八

観

音

院

境

内

及 

び
周
辺
道
路
〇

組 

織

喜
一M
示
豊
山
派
諏
訪
山
観
音
院
能
満
寺
。 

実
施
内
容 

正
規
の
山
院
寺
号
を
知
る
市
民
は
少
な
い
が
、
お 

地
蔵
様
を
知
ら
な
い
市
民
も
い
な
い
ほ
ど
親
し
ま
れ
て
い
る
。

西
桐
生
駅
か
ら
の
参
詣
路
沿
い
で
は
、
人
の
動
き
で
二
十
四 

日
が
わ
か
る
ほ
ど
上
電
沿
線
か
ら
の
参
詣
者
が
顕
著
で
あ
る
。

日

限

地

蔵

尊(

ひ
ぎ
り
じ
ぞ
ぅ
そ
ん)

御
利
益
の
、
由
緒
来 

歴
は
複
数
伝
承
さ
れ
て
い
る
が
、
大
願
成
就
ま
で
の
特
徴
的
な 

継
続
参
詣
で
、
他
に
類
例
を
見
な
い
縁
日
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。

人
に
語
れ
ぬ
切
実
な
悩
み
や
不
安
を
か
か
え
、
ま
た
欲
望
願 

望
の
軽
い
ノ
リ
で
、
即
決
の
御
利
益
期
待
の
場
合
で
も
、
現
代 

人
が
神
仏
の
前
で
、
拍
手
合
掌
す
る
大
多
数
の
人
は
、
真
剣
で 

直
ハ
摯
な
祈
り
を
自
然
に
行
っ
て
い
る
〇

日
限
地
蔵
尊
で
は
、
願
主
が
自
ら
目
標
成
就
日
を
定
め
る
。 

つ
ま
り
ー
ヵ
月
で
あ
れ
ば
毎
日
、
あ
る
い
は
毎
週
。

一
年
三
年 

と
長
期
で
あ
れ
ば
、
每
月
の
縁
日
に
月
ま
い
り
。
真
摯
な
祈
願 

の
継
続
に
ょ
っ
て
大
願
成
就
が
得
ら
れ
る
。
お
百
度
ま
い
り
の 

長
期
版
的
な
参
詣
手
法
で
あ
り
、
寺
院
と
し
て
は
安
定
し
た
縁 

日
が
構
築
で
き
る
。

一
月
の
初
地
蔵
と
十
二
月
の
納
め
地
蔵
は
、

ー
 

ー
万
余
の
参
詣 

者
と
、
七
〇
か
ら
一
〇
〇
に
達
す
る
露
店
は
縁
日
の
盛
大
を
も

市の様子



の

が

た

り

、
 

月
ご
と
の
縁 

日
も
一
万
人 

の
人
出
と
五 

〇
余
の
露
店 

で

賑

わ

ぅ

。 

普
段
の
日
も 

香
煙
絶
え
る 

こ

と

が

な
 

い
。
参
詣
者 

は

、
近
隣
は 

も

と

上

り

、
 

栃
木
、
埼
玉
、
 

棗

、
千
菜
、
 

長
野
方
面
か 

ら
も
見
え
て 

い
る
。

各
地
の
縁 

日
や
祭
り
の 

状

況
を
把
握 

す

る

露

天

商

が

「
ト
ゲ
抜
き
地
蔵
と
観
光
地
を
除
け
ば
、
每
月
賑
わ
ぅ
の
は 

こ
こ
だ
け
」
と
言
い
切
る
盛
況
は
、
主
要
駅
と
参

5S
S

路
の
要
所 

に
掲
げ
る
幟
旗
と
、
定
期
的
な
新
聞
広
告
。
現
代
人
の
多
様
な 

願
意
を
受
け
入
れ
る
寺
院
の
姿
勢
と
、
狭
い
境
内
に
、
参
詣
者 

が
自
然
発
生
的
に
定
め
た
お
参
り
コ
ー

ス
が
セ
ッ
ト
さ
れ
、
縁 

日
の
様
相
が
堪
能
で
き
る
。

ほ
と
ん
ど
の
参
詣
者
は
、

「
日
限
地
蔵
尊
」

に

続

い

て

「
水 

か
け
不
動
尊
」

で
浄
い
願
い
と
し
、
な

で

仏

の

「び
ん
ず
る
さ 

ま
」
を
サ
ス
リ
、

「祢
宜
師
」

さ
ま
は
タ
マ
ネ
ギ
奉
納
で
眼
病
歯 

痛
に
霊
験
あ
ら
た
か
。
良

縁

子

宝

安

産

に

「金
精
大
明
神
」
。 

列
を
成
し
て
の
整
然
と
し
た
お
参
り
は
真
摯
な
祈
願
が
ぅ
か 

が
え

る
。

(

平
塚
貞
作)

笹
森
の
市
と
祭
典

名 

称

笹
森
稲
荷
例
大
祭

由
来
伝
承 

笹
森
稲
荷
神
社
の
境
内
で
行
わ
れ
る
祭
典
と
市
で 

あ
る
が
、
笹
森
稲
荷
神
社
は
祭
神
は
倉
稲
魂
神•

豊
城
入
彦
命
。 

地
元
で
は
笹
森
稲
荷
と
称
し
、
古
墳
時
代
後
期
の
全
長
六
〇̂

 

の
前
方
後
円
墳
の
笹
森
古
墳
の
墳
頂
部
に
建
立
さ
れ
て
い
る
。 

創
立
期
は
八
二
五
年
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
現
在
の
社
殿
は 

明

和

七

年
(

一
七
七
〇)

の
再
建
で
あ
る
。
も
と
は
、
祭
典
を 

三
月
の
初
の
午
の
日
、

二
の
午
の
日
、
三
の
午
の
日
の
三
回
行 

っ
て
い
た
が
、
戦
後
に
、
春
の
例
大
祭
を
三
月
の
午
の
日
の
み 

と
し
、
さ
ら
に
社
会
情
勢
の
変
化
を
受
け
て
昭
和
四
十
三
年
ょ 

り
、
春
の
例
大
祭
を
三
月
の
第
二
日
曜
日
と
決
め
た
。 

実

施

期

日

三

月

の

第

二

土

曜

日

が

宵

宮

祭

り(
御
旅
所
へ
の 

神
幸
祭)

、
第

二

日

曜

日

春

の

例

大

祭(

遷
幸
祭) 

実
施
場
所 

甘
楽
郡
甘
楽
町
福
島 

御
旅
所
と
笹
森
稲
荷
神
社 

境
内

組 

織

笹
森
稲
荷
神
社
氏
子 

実

施

内

容

笹
森
の
市
は
三
月
の
初
午
の
日
に
県
内
及
び
、
栃 

木
、
埼
玉
、
長
野
、
新
潟
そ
の
他
関
東
一
円
か
ら
、
業
者
が
来 

て
、
戸
板
や
莛
を
並
べ
て
店
を
開
い
た
。
商
品
は
養
蚕
具
、
農 

具
、
白
絹
、
麻
、
機
械
器
具
、
植
木
、
桶
、
籠
等
農
家
で
使
用 

す
る
物
が
中
心
で
あ
っ
た
。
も
と
は
、
神
社
の
近
く
の
氏
子
の 

人
達
が
、_

家
生
産
の
物
を
売
っ
て
い
た
の
が
こ
の
市
の
始
ま 

り
と
い
ぅ
。

そ
の
後
、
参
拝
客
目
当
て
の
各
地
の
業
者
の
出
店 

と
な
つ
た
と
、
土
地
の
古
老
は
説
明
し
て
い
る
。

こ
こ
で
の
開 

市
は
こ
の
地
方
で
の
最
初
で
あ
る
の
で
、

こ
の
後
の
祭
礼
で
の 

市
の
商
品
の
値
段
を
左
右
す
る
と
ま
い
わ
れ
て
い
る
。

笹
森
稲
荷
の
ご
神
幸
祭
り
が
例
大
祭
の
前
日
に
行
わ
れ
る
〇

こ
の
日
、
神
社
の
御
神
体
を
お
移
し
し
た
神
輿
を
中
心
に
幣 

束
を
背
負
っ
た
神
馬
、
万
灯
を
つ
け
た
花
馬
、
楯
•

鋅
•

弓
矢
、
 

稚
児
な
ど
が
行
列
を
作
り
、
上
町
の
御
旅
所
ま
で
巡¥

る
〇

こ
こ
で
、
天
狗
の
舞
、
浦
安
の
舞
を
奉
納
。
神
輿
は
御
旅
所 

で
一
晩
お
籠
も
り
を
し
て(
神
輿
番
が
交
替
で
警
護
に
あ
た
る)

、
 

翌
朝
、
御
旅
所
ょ
り
本
社
に
遷
御
。
祭

典

の

後
(

こ
こ
で
も
、
 

天
狗
の
舞
、
浦
安
の
舞
を
舞
、っ)

神
楽
殿
で
神
楽
を
奉
納
。
現 

在
一
三
座
を
奉
納
し
て
い
る
。
笹
森
稲
荷
神
社
伶
人
会
の
人
達

に
よ
る
。

縁日の様子

笹森の市の様子
(
井
田
安
雄)



二

八

祇

園

祭

沼
田
祇
園
祭

名 

称 

沼

田

ま

つ

り(

沼
田
祇
園
ま
つ
り)

「
沼
田
祇
園
ま
つ
り
」

が

昭

和

四

十

六

年

「
沼
田
ま
つ
り
」 

と
名
称
が
変
っ
た
。

由

来

伝

承

中
町
の
須
賀
神
社
の
主
神
牛
頭
天
王
を
祀
る
も
の 

で
、
天

正

十

八

年(

一
五
九
〇)

市
(

商
売)

の
神
と
し
て
町 

割
の
折
に
、
下

之

町

の

四

ツ

角(

天
王
石
の
あ
る
場
所)

に
牛 

頭
天
王
宮
が
祀
ら
れ
た
頃
よ
り
こ
の
祭
り
は
始
ま
っ
た
と
い
わ 

れ
る
〇
牛
頭
天
王
は
ィ
ン
ド
祇
園
精
舎
の
守
護
神
で
日
本
へ 

垂
迹
し
て
素
戈
戈
嗚
尊
と
な
り
、
市
の
神
と
し
て
祀
ら
れ
、
祇
園 

祭
り
の
祭
神
で
あ
る
。
牛
頭
天
王
宮
は
そ
の
後
、
慶
長
十
七
年 

(

一
六
ー
ニ)

中

町
(

現
在
地)

へ
移
さ
れ
須
賀
神
社
と
改
称
さ 

れ
た
。
明
治
十
四
年
以
降
、

こ
の
祭
り
は
須
賀
神
社
と
榛
名
町 

に
あ
る
榛
名
神
社
と
の
合
同
の
祭
り
と
な
り
、
沼
田
の
一
大
祭 

礼
と
な
る
〇
又
こ
の
祭
り
は
県
下
三
大
祇
園
祭
り
の
一
つ
で
も 

あ
る
。
(

世
良
田
、
大
間
々
、
沼
田)

。

実

施

期

日

八

月

三.

四•

五
日

以
前
は
決
ま
っ
て
お
ら
ず
、
六
月
二
十
三
〜
二
十
五
日
、
又
、
 

年
に
よ
っ
て
は
七
月
〜
十
月
の
間
の
三
日
間
な
ど
不
定
期
で
あ 

っ
た
が
、
明
治
三
十
八
年
よ
り
現
在
の
祭
日
と
な
っ
た
。 

実
施
場
所 

沼
田
市
中
町 

須
賀
神
社

沼

田

市

榛

名

町

榛

名

神

社

神
輿
の
巡
行
、
山
車
の
巡
行
は
旧
沼
田
町
全
体
〇 

組 

織 

須
賀
神
社
、
榛
名
神
社
、
両
社
の
氏
子
、
沼
田
ま 

っ
り
実
雲
員
会
〇

実
施
内
容 

各

町

内

の

神

輿

や

山

車(

沼
田
で
は
マ
ン
ド
ゥ
と 

呼
ん
で
い
る)

の
巡
行
が
中
心
で
あ
っ
た
が
近
年
は
迦
葉
山
の 

大
天
狗
面
を
神
輿
に
仕
立
て
て
渡
御
す
る
他
、
各
団
体
等
の
神 

輿
な
ど
巡
行
に#

g

す
る
。

神
輿
の
中
心
は
須
賀
神
社
神
輿
と
榛
名
神
社
神
輿
で
、
須
賀 

神

社

神

輿

を

担

ぐ

の

は

中

町•

上

之

町•

下

之

町•

坊
新
田 

町
.

馬

喰

町
•

鍛

冶

町

の

氏

子

で

、
榛

名

神

社

神
輿
は
材
木 

町
.

原

新

町•

高

橋

場

町•

柳

町•

東

倉

内

町•

西

倉

内

町. 

榛
名
町
の
氏
子
で
あ
る
。

山
車
は
マ
ン
ド
ゥ
と
呼
ば
れ
、
各
町
内
が
競
っ
て
人
形
、
幕
、

提
灯
、
熨
斗
な
ど
で
飾
り
付
け
、
鉦
•

太

鼓
•

笛
で
囉
す
。
明 

治
四
十
一
年
市
街
地
に
電
線
が
引
か
れ
る
ま
で
は
一
本
柱
の
高 

い
所
に
人
形
を
掲
げ
て
誇
ら
し
く
大
通
り
を
巡
行
し
た
と
言
わ 

れ
る
。
大
正
の
初
め
四
本
柱
と
な
り
山
車
全
体
も
低
め
に
な
っ 

た
。
又
高

欄

が

上

下

出

来

る

「す
り
込
み
式
」
、
上
部
の
み
回
転 

す
る
回
転
式
な
ど
新
し
い
山
車
が
時
代
の
中
で
導
入
さ
れ
て
き 

た
。町

内
ご
と
組
の
名
が
付
け
ら
れ
、
山
車
、
提
灯
な
ど
一
目
で 

わ
か
る
よ
、っ
名
入
れ
に
な
っ
て
い
る
。

町
と
組
名
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

東
倉
内
町
……

ひ
組

西
倉
内
町.
.

西
組

柳
町 

……

や
組

高
橋
場
町
…
…
た
組

材

木

町
.
.

さ
組

原
新
町
…
…

は
組

上
之
町
…
…

か
組

馬
喰
町
……

む
組

中
町 

.

.

な
組

坊
新
田
町
…
…
ほ
組

下

之

町

…
…
に
組

鍛

冶

町

…
…

い
組

榛

名

町

……

お
組

清

水

町

…
…
よ
組

薄

根

町

…
…
ぅ
組

山
車
に
飾
ら
れ
る
人
形
に
は
次
の
よ
ぅ
な
も
の
が
あ
る
。

小

鍛

冶•

暫
.

鬼

若

丸
.

桃

太

郎•

自

雷

也•

牛
若
丸
と
弁 

慶

•

勧

進

帳.

加

藤

清

正

と

虎•

和

藤

内•

茨

木•

平
知
盛
…
〇 

昭
和
三
十
一
年
に
山
車
が
ー
ー
町
内
よ
り
巡
行
さ
れ
た
が
人
形 

に
つ
い
て
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

東
會
内
町
…
和
唐
内 

西
倉
内
町
…
狐
忠
信

材
木
町
…
牛
若
と
弁
慶 

原
新
町
…
暫

上
之
町
…
加

藤

清

正

と

虎

下

之

町

…
鏡
獅
子

中
町
…
猩

々

馬

喰

町

…
自
雷
也

坊
新
田
町
…
幡
随
院
長
兵
衛 

鍛
冶
町
…
梅
王
丸 

清
水
町
…
勧
進
帳
〇

祭
り
実
施
内
容 

八

月

一

日

頃

に

「
マ
ン
ド
ゥ
洗
い
」
(

沼

田
で
は
山
車
を
マ
ン
ド
ウ
と
言
、っ)

と
呼
ぶ
、
山
車
を
洗
ぅ
作 

業
を
子
供
が
中
心
と
な
っ
、て
行
い
、
大
人
が
仕
上
げ
る
。
三
日 

の
午
前
中
ま
で
に
山
車
の
飾
り
つ
け
を
済
ま
す
。

当
日
の
支
度
は
桃
色
の
鉢
巻
、
腹
掛
け
、
肉
襦
袢
に
猿
股
、
 

足
袋
、

二
枚
底
の
厚
さ
の
草
履
、
太
鼓
用
の
撥
袋
を
腰
に
下
げ 

る
者
も
い
る
。

氏
子
は
紋
付
、
羽
織
、
袴

、
白
足
袋
、
雪
駄
。 

手
古
舞
と
呼
ば
れ
る
山
車
の
先
導
役
は
昔
は
芸
者
さ
ん
な
ど
出 

た
が
現
在
は
女
の
子
が
な
る
。
男
髢
に
右
肌
ぬ
ぎ
、
黒
の
半
纏
、
 

黒
の
裁
っ
着
を
は
き
、
手
甲
、
脚
絆
、
足
袋
、
わ
ら
じ
を
着
け
、
 

花
笠
を
背
に
掛
け
、
鉄
棒
を
左
に
突
き
、
右
手
に
扇
を
持
ち
踊 

る
よ
ぅ
な
動
き
で
先
頭
を
歩
く
。

お

囉

子

は

上

州

系

統

「
さ
ん
て
こ
囉
子
」

の
中
、

サ
ン
テ 

コ
•

テ

ケ

テ

ッ

ト

ン.

吉

原

カ

ン

ラ•

菴

ま

わ

し•

麒

麟
•

夜 

神
楽
な
ど
独
特
な
曲
が
多
い
。
又
締
太
鼓
の
音
を
高
く
調
律
さ 

せ
て
、

バ
チ
で
た
た
く
時
の
強
弱
を
ハ
ッ
キ
リ
と
さ
せ
る
伝
統 

的
な
奏
法
と
長
尺
太
笛
を
中
核
に
し
高
尚
な
響
き
に
仕
上
げ
、
 

ゆ
っ
く
り
と
し
た
テ
ン
ポ
で
優
雅
な
お
囉
子
と
し
て
知
ら
れ
て 

い
る
。

三
日
は
午
後
一
時
よ
り
中
心
に
な
る
市
街
地
は
車
両
が 

通
行
止
め
と
な
り
、
市
役
所
前
広
場
よ
り
、

マ
ー
チ
ン
グ
隊
の 

先

頭

に

よ

る

才

プ

ニ

ン

グ

パ

レ

ー
ド
に
よ
り
祭
り
は
始
ま
る
。

飾
り
付
け
の
済
ん
だ
須
賀
神
社
、
榛
名
神
社
の
神
輿
は
午
前 

八
時
よ
り
氏
子
町
内
の
渡
御
、

こ
れ
は
車
両
に
の
せ
行
わ
れ
る
。 

お
旅
所
と
呼
ば
れ
る
、
神
輿
の
お
仮
屋
を
出
て
市
街
地
を
一
周 

し
て
く
る
。
各
町
の
大
人
、
子
供
神
輿
な
ど
も
こ
の
例
に
な
ら 

っ
て
、
車
輛
で
町
内
を
午
前
中
に
回
る
所
も
多
い
。

山車行列



山
車
は
車
両
の
通
行
止
後
に
各
町
内
を
ま
ず
回
り
そ
れ
か
ら 

巡
行
が
始
ま
る
。
地
区
に
よ
っ
て
は
道
案
内
の
神
で
あ
る
猿
田 

彦
大
神
が
先
導
を
す
る
所
も
あ
る
。
山
車
が
道
を
ま
た
ぐ
電
線 

に
当̂

る
時
に
は
人
形
の
横
に
い
る
鳶
人
足
が
木
で
出
来
た
棒 

を
使
っ
て
電
線
を
押
し
上
げ
て
人
形
を
く
ぐ
ら
せ
て
進
む
。

各
町
の
祭
典
事
務
所
に
は
祭
典
の
役
員
、
婦
人
会
、
青
年
会
、
 

育
成
会
な
ど
の
役
員
が
待
機
し
て
お
り
、
神
輿
や
山
車
が
近
づ

く
と
迎
え
て

 ヽ

飲
物
や
お
菓
子 

な
ど
出
し
て
接

す
る
〇

出
発
と
か
休 

憩
の
合
図
は
責 

任
者
が
鉦
を
鳴 

ら
し
て
行
い
役 

員
達
は
タ
ス
キ 

に
役
名
を
書
い 

て
一
目
で
わ
か 

る
よ
ぅ
肩
に
か 

け
て
歩
く
。

三
日
の
夜
、
七
時
す
ぎ
に
各
町
の
山
車
が
市
役
所
に
勢
揃
い 

を

し

て

そ

の

後

「
マ
ン
ド
ゥ
行
列
」

が
市
街
地
の
本
通
り
を
連 

な
っ
て
巡
行
す
る
。
又
六
時
半
す
ぎ
に
は
天
狗
神
輿
の
渡
御
が 

市
役
所
前
よ
り
出
発
す
る
。
町
神
輿
の
自
主
運
行
の
他
に
夕
方 

に

は

婦

人

会

に

よ

る

「
千
人
お
ど
り
」

の
行
列
と
か
夕
方
よ
り 

夜
に
か
け
て
祭
り
は
盛
り
上
が
り
、
夜
の
十
時
ま
で
続
く
。

四
日
も
ほ
ぼ
同
じ
行
事
、
渡

御
•

巡
行
が
行
わ
れ
る
。

こ
の 

日
沼
田
祇
園
囉
子
の
競
演
会
が
中
町
、
中
の
会
駐
車
場
前
で
あ 

り
審
査
が
行
わ
れ
、
優

勝
.

準
優
勝
が
決
め
ら
れ
る
。

祭
り
の
最
終
日
の
五
日
は
沼
田
ま
つ
り
の
ク
ラ
ィ
マ
ッ
ク
ス 

で
各
町
の
子
供
神
輿
、
各
町
の
山
車
の_

主
渡
御
、
巡
行
が
午 

後
一,
時
半
よ
り
夜
の+

時
ま
で
続
く
他
、

天
狗
神
輿
の
巡
行
、
 

そ
し
て
夕
方
五
時
よ
り
、
須

賀

神

社.

榛
名
神
社
両
社
の
神
輿 

の
渡
御
が
満
を
持
し
て
始
ま
る
。
見
物
人
は
二
階
よ
り
神
輿
を 

見
下
ろ
し
て
は
い
け
な
い
と
さ
れ
、
見
物
す
る
者
が
い
る
と
そ 

の
家
を
神
輿
が
押
し
込
ん
だ
と
い
ぅ
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
ぅ
。

こ
の
日
の
夕
方
ま
で

お

旅

所

に

奉

安

さ

れ

た

両

社

の

神

輿

は
、
神
輿
の
飾
り
を
取
り
、
胴
部
に
さ
ら
し
布
を
卷
き
渡
御
さ 

れ
る
が
、
勇
猛
で
荒
々
し
い
の
が
特
徴
で
、
以
前
両
社
の
神
輿 

が
激
突
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

夜
八
時
頃
に
両
社
の
神
輿
が
市
役
所
前
広
場
に
て
競
演
さ
れ 

る
。

そ
の
後
、
榛
名
神
社
神
輿
は
倉
内
通
り
を
西
へ
向
い
榛
名 

坂
を
下
り
榛
名
神
社
へ
、
須
賀
神
社
神
輿
は
キ
ネ
マ
通
り
、
本 

町
通
り
と
回
り
須
賀
神
社
へ
。
十
時
頃
よ
り
須
賀
神
社
の
境
内 

で
は
中
町
、
他
の
山
車
の
祇
園
囉
子
の
中
、
須
賀
神
社
神
輿
の 

最
後
の
ネ
リ
が
一
時
間
ほ
ど
続
き
、
ほ
ぼ
十
一
時
ぐ
ら
い
に
社 

殿
に
納
め
ら
れ
る
。

こ
れ
を
機
に
沼
田
ま
つ
り
は
終
了
と
い
ぅ 

こ
と
に
な
る
〇

「蚕
あ
が
れ
ば
沼
田
の
祇
園
、

つ
れ
て
い
く
か
ら
辛
抱
し
な
」 

古
く
か
ら
近
在
の
農
家
で
は
夏
の
農
繁
期
、

こ
の
沼
田
祇
園
ま 

つ
り
を
楽
し
み
に
、
生
活
暦
の
一
つ
と
し
て
き
た
。

こ
ん
な
歌 

が
唄
わ
れ
続
け
、
人
々
の
間
に
こ
の
祭
り
は
深
く
息
づ
い
て
き 

た

〇

(
金
井
竹
徳)

大
間
々
祇
園
祭

名 

称

大

間

々

祇

園

由
来
伝
承 

祇
園
祭
り
は
祇
園
牛
頭
天
王
に
対
す
る
信
仰
で
あ 

り

、
本
来
は
防
災
除
厄
の
た
め
の
祭
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
 

本
県
で
は
、

こ
の
ほ
か
に
、
市
神
と
し
て
の
天
王
様
に
対
す
る 

信
仰
が
厚
く
み
ら
れ
る
。

大
間
々
町
は
江
戸
時
代
に
お
い
て
、
絹
市
が
開
か
れ
、
幕
末 

の

「
関
東
市
町
定
日
案
内
」

に
よ
れ
ば
、
桐
生
、
前
橋
に
次
い 

で
第
三
位
、
小
結
に
ラ
ン
ク
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

こ
の
た 

め
に
、
市
神
と
し
て
の
八
坂
神
社
に
対
す
る
信
仰
も
さ
か
ん
で
、
 

大
間
々
祇
園
は
、
世
良
田
、
沼
田
の
祇
園
と
と
も
に
、

「上
州
の 

三
大
祇
園
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

こ
の
関
係
で
、
ま
ず
、
大
間
々
の
絹
市
に
つ
い
て
取
り
上
ば 

て
み
る
。
大
間
々
の
絹
市
の
起
源
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
。 

宝

永

六

年

説(

『群
馬
県
蚕
糸
業
沿
革
調
査
書
』)

、
延
宝
二
年
説 

(

「高
草
木
家
文
書
」)

、
万

治

元

年

説(

「大
間
々
絹
市
由
来
」

及 

「大
泉
院
日
記
」)

、
元

禄

十

五

年

説(

「桐
生
絹
市
故
事
」)

な
ど 

が

あ

る
(

『山
田
郡
誌
』
参
照)

〇
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
大 

間
々
祇
園
の
起
源
に
つ
い
て
み
る
と
、

『大
間
々
町
誌
』
(

「基
礎 

資
料>

く
」
—

「大
間
々
町
の
民
俗
〇
」)

に
は
、

「大
泉
院
日
記
」 

を
引
い
て
、
寛
永
六
年 

〇

丄ハー 

ー
%
)
 

か
ら
は
じ
ま
っ
た
と
し 

て
い
る
。

八
坂
神
社
、
神

明

宮

別

当

大

泉

院

の

「神
明
宮
祭
典 

日
記
」

に
は
、

「寛
永
九
年
六
月
二
十
四
日
に
市
を
始
む
。
祭
祀 

を
始
む
。
」
と
あ
る
。
ま
た
、
万
治
六
年
に
江
戸
か
ら
神
輿
を
新 

調
し
た
こ
と
、
そ
の
後
、
町
内
を
各
二
丁
目
ご
と
に
一
組
と
し 

て
祭
礼
を
分
担
す
る
こ
と
に
し
た
と
あ
る
〇(

『大
間
々
町
の
民 

俗
』
参
照)

こ
の
後
に
、
元
禄
年
間
よ
り
、

三
組
で
分
担
し
た 

祭
礼
を
、
上
之
町
、

下
之
町
の
二
組
に
分
担
す
る
こ
と
と
し
、
 

一
年
交
代
で
、
上

•

下
を
天
王
町
と
し
て
祭
り
を
主
宰
す
る
こ 

と
に
な
っ
た
と
い
ぅ
。
な
お
、
七

丁

目

は

屋

台

を

持

た

ず

「割 

出
し
」
と
呼
ば
れ
て
、
長
い
間
上
と
下
で
交
代
で
祭
り
礼
を
主
宰 

し
て
き
た
の
で
あ
る
〇
そ
れ
を
、
昭

和

十

年

の

「
八
坂
神
社
祭 

典
申
合
事
項
」

に
よ
っ
て
、
七

区

を

当

番

町(

天
王
町)

に
加 

え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
こ
と
が
具
体
化
し
た
の
は
、
昭
和 

十
九
年
七
月
一
日
の
総
町
祭
典
協
議
会
の
席
で
「
八
坂
神
社
祭 

典
當
番
順
次
に
関
す
る
件
」

が

可

決

さ

れ

「従
来
乃
上
之
町
下 

之
町
」

乃
順
を
、
御
社
祭
典
順
に
改
め
一
丁
目
よ
り
順
次
七
丁 

目
に
至
り
此
を
繰
返
す
」
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
結
果 

七
丁
目
は
昭
和
二
十
一
年
に
当
番
町
を
務
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

そ
の
後
、

戦

後

の

混

乱

期

を

へ

て

、

昭
和
四
十
九
年
か
ら 

「大
間
々
ま
つ
り
」

の
形
を
と
っ
て
、
八
月
一
、
二
、
一
百
に
実 

施
す
る
こ
と
に
な
り
、

こ
の
祭

り

の
中
に
、
大
間
々
祇
園
を
組 

み
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

天狗みこしの渡御

神輿の渡御



大
間
々
祇
園
の
日
程
は
、
江
戸
時
代
に
は
七
月
二
十
四
日
〜 

二
十
六
日
、
明
治
時
代
に
は
太
陽
暦
の
実
施
に
よ
っ
て
、
新
暦 

の
七
月
二
十
四
日
〜
二
十
六
日
、
さ
ら
に
八
月
一
日
〜
三
日
と 

な
り
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

実

施

期

日

八

月

ー

ニ

ー.

三
日

実
施
場
所 

山
田
郡
大
間
々
町
大
間
々
一
丁
目
〜
七
丁
目 

組 

織 

大
間
々
ま
つ
り
の
主
催
は
大
間
々
町
。
八
坂
祭
典 

は
大
間
々
町
神
明
宮
崇
敬
会
が
主
催
〇

実
施
内
容 

現
在
の
大
間
々
祇
園
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
よ
ぅ 

に

「大
間
々
ま
つ
り
」

の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
行
わ
れ
て
い
る
。 

日
程
は
八
月
一
日
か
ら
三
日
ま
で
の
三
日
間
。
国
道
ー
ー
一•

一
号 

線
沿
線
に
お
い
て
山
車
の
巡£

寸
が
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
古
い
形
の
大
間
々
祇
園
の
様
子
を
示
す
資
料
と
し 

て
、
昭

和

十

年

七

月

一

日

の

「
八
坂
神
社
祭
典
申
合
事
項
」

の 

内
容
の
大
要
を
紹
介
す
る
〇

当
番
町
は
七
月
二+

一
日
ま
で
に
仮
宮
を
そ
のs
内
に
設
け 

る
こ
と
。

二
十
二
日
の
朝
、
神
輿
を
仮
宮
に
奉
安
す
る
。

そ
こ 

を
祭
典
中
の
御
旅
所
と
す
る
。

七
月
三+

一
日
ま
で
に
各
町
内
に
し
め
な
わ
を
張
る
こ
と
。

八

月

一

日

の

午

後

七

時

に

夜

宮

祭(

宵
宮
祭
か)

を
執
行
し 

当
番
町
の
南
端
よ
り
、
各
町
の
代
表
者
参
列
の
も
と
に
獅
子
を 

ま
わ
す

八

月

二

日

を

例

祭(

本
祭)

の
日
と
し
、
当
番
町
に
お
い
て 

午
前
十
時
に
大
真
榊
を
、+
 

一
時
に
神
馬
を
廻
す
こ
と
。

八
月
二
日
の
午
後
、
御
旅
所
前
に
て
祭
典
を
執
行
す
る
こ
と
。 

そ
の
あ
と
神
輿
は
町
内
を
渡
御
す
る
。

こ
の
順
番
は
当
番
町

を
先
頭
に
す
る
〇 

一
〜
三
丁
目
が
当
番
町
の
場
合
は
先
頭
を
北 

に
し
て
上
ょ
り
、
四
〜
六
丁
目
が
当
番
町
の
と
き
は
、
先
頭
を 

南
に
し
て
、
下
ょ
り
神
輿
が
町
内
を
一
巡
す
る
こ
と
。

八
月
三
日
に
神
輿
の
渡
御
終
了
後
、
御
旅
所
前
に
て
渡
御
終 

了
の
手
打
式
を
行
ぅ
。

八
月
四
日
に
は
、
当
番
町
は
神
輿
、
祭
器
を
神
庫
に
格
納
。 

獅
子
は
次
年
度
の
当
番
町
に
送
り
渡
す
。

八
月
五
日
に
当
番
町
は
祭
典
費
を
集
計
、
各
町
に
割
当
金
額 

を
通
知
す
る
。
各
町
は
祭
典
費
を
八
月
末
日
迄
に
当
番
町
に
払

い
込
む
。

現
在
の
祭
典
の
様 

子
は
別
図
の
と
お
り 

で
あ
る
。

な
お
、
江
戸
時
代 

八

坂

神

社
(
牛
頭
天 

王
宮)

の
別
当
職
を 

つ
と
め
た
本
山
派
修 

験
大
泉
院
住
職
の
日 

記
(

「大
泉
院
日
記
」) 

に
は
、

天
保
十
三
年 

六
月
二
十
五
日
の
と 

こ

ろ

に

、

「
四
丁
め 

ぅ
さ
ん
こ
珠
之
出
し 

二
而
黒
ン
坊
手
踊
り
」 

と

あ

る

。

「
川
越
氷

川
祭
礼
絵
巻
」

の

中

に

も

「
黒
ン
ぼ
ふ
」

の
踊
り
が
あ
る
。

こ

れ
は
江
戸
歌
舞
伎
系
統
の
出
し
物
と
い
ぅ
〇
江
戸
文
化
の
地
方 

へ
の
影
響
の
様
子
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
よ
ぅ
。

山草行列(第二街の山車)

各町内の山車のおはやし曲 『大間々町誌 「基礎研究X」 大間々町の民俗m』

No.1T目 2 T目 3 丁目 4 丁目 5 丁目 6 丁目 7 丁目

1かんだばやし おうま きりん おうま あまだれ かんだばやし おうま

2きりん さんてこ かんだばやし きりん きりん かわちがい さんてこ

3にんば きりん おうま かんだばやし かんだばやし さんてこ きり

4さんてこ にんば かまくら さんてこ さんてこ にんば たまぎり

5おうま かわちがい さんてこ きり おうま きりん きりん

6さんてこだま かまくら にんば たま にんば おうま にんば

7にんばぎり かんだばやし ばかばやし にんば ばかばやし たま かわちがい

8にんばだま ばかばやし かわちがい ばかば'やし かんだばやし

9かわちがい 昇殿(しょぅでん)

10さんてこぎり かまくら

11 ねんねん

12 にんばくずし

13 かごまわし

(
井
田
安
雄)

神
輿
渡
御
進
行
方
向(

行
列
順)

切幣祓神官 

金棒

祭典長

剣旗

手古舞

大太鼓

拍子木

さいせん箱

稚児

天狗

神輿
人夫 

人力車

大傘

崇敬会役員

招待者

•各区付け祭り
山車

各区付け祭り 
山車

神輿行列図



世
良
田
祇
園
祭

名 

称

世
良
田
祇
園

由
来
伝
承 

尾
島
町
大
字
世
良
田
に
鎮
座
す
る
八
坂
神
社(

旧 

郷
社)

の
祇
園
祭
で
あ
る
。
祭
神
は
素
盞
嗚
尊
。
明
治
初
年
の 

神
仏
分
離
以
前
は
牛
頭
天
王
を
祀
り
、
新
田
天
王
社
ま
た
は
新 

田
祇
園
殿
と
も
称
し
て
い
た
。
当
社
の
創
祀
に
つ
い
て
の
明
確 

な
記
録
は
な
い
が
、
永
禄
八
年 
(

一
五
六
五)

、
世
良
田
長
楽
寺 

僧

儀

哲

の

記

し

た

『永
禄
日
記
』

の
、
六

月

七

日

の

条

に

「
天 

王

祭

ヲ

ィ

タ

ス(

以
下
略)

」
と
み
え
る
。

こ
の
天
王
祭
り
は
世 

良
田
天
王
社
の
奴K

り
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

こ
の
頃
に
は
す
で 

に
当
社
は
勧
請
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
て
る
。
ま
た
社
伝
に
よ 

る
と
、
津

島

天

王

社(

愛
知
県
津
島
市
津
島
神
社)

よ
り
の
勧 

請
と
い
ぅ
。

当
社
の
祇
園
祭
は
、
か
つ
て
は
神
田
明
神
と
秩
父
の
妙
見
祭 

り
と
な
ら
ん
で
、
関
東
三
大
祭
り
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
た
〇 

た
だ
、
祭

り

に

本

格

的

な

構

造

を

も

っ

た

「引
き
屋
台
」

の
巡 

行
等
が
行
わ
れ
る
よ
ぅ
に
な
っ
た
の
は
、
当
社
の
縁
起
書
類
に 

よ
る
と
、
近
世
後
期
以
降
と
推
測
さ
れ
る
。
さ
ら
に
弘
化
二
年 

(

一
八
四
五)

に

刷

ら

れ

た

「上
毛
世
良
田
略
絵
図
」
に
よ
る
と
、
 

登
場
す
る
屋
台
の
台
数
ー
ー
台
や
巡
行
す
る
順
路
等
が
、
近
年 

ま
で
行
わ
れ
て
き
た
世
良
田
祇
園
祭
と
全
く
同
様
に
形
成
さ
れ 

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
祭
り
の
主
目
的
は
疫
病
防
除
を 

祈
人
ふ
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
祭
り
も
昭
和
三
十
二
年
、
新
田
郡
世
良
田
村
の
東
部
が 

同
郡
尾
島
町
へ
、
西
部
が
佐
波
郡
境
町
へ
の
分
村
合
併
等
を
機 

に
、
従
来
か
ら
の
形
態
を
失
わ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

そ 

の
現
状
は
後
述
す
る
と
お
り
で
あ
る
〇

実

施

期

日 

七

月

第

四

土.

日

曜

日
(

以
前
は
七
月
二
十
四 

日
•

二
十
五
日
。
古
く
は
旧
暦
六
月
十
四
日
、
十
五
日) 

実
施
場
所 

新
田
郡
尾
島
町
大
字
世
良
田 

八
坂
神
社 

組 

織

世
良
田
八
坂
神
社
氏
子

実
施
内
容 

実
施
組
織 

当

社

宮

司
(
加
藤
晃
氏)

.

尾
島
町 

大
字
世
良
田
及
び
粕
川
よ
り
選
出
さ
れ
た
つ
ぎ
の
役
員(

大
字 

世

良

田

内

は

、

上

町
.

上

新

田•

今

井•

大

門•

新

町
.

南 

八
•

下

町
•

下

新

田•

下
原
の
九
町
よ
り
成
る)

•

氏
子
総
代 

(

世
良
田
九
町
及
び
粕
川
よ
り
各
一
名
、
計
一
〇
名)

•

行
司

(

上
記
各
地
区
よ
り
四
〜
七
名
ず
つ)
•

神

輿

取

締

り

役(

九
町 

内
よ
り
各
一
名)

•

神

輿

番
(

神
輿
の
担
ぎ
手
。
九
町
内
よ
り 

各
若
干
名)

な
お
、
行
司
以
下
は
祇
園
祭
ご
と
に
一
年
交
代
〇 

ま
た
、
昭
和
三
十
二
年
の
分
村
合
併
以
前
は
、
現
境
町
の
大
字 

三

ッ

木
.

女

塚
•

境

村
(

栄
町)

が
参
加
し
て
い
た
〇
ま
た
、
 

こ
の
三
大
字
は
屋
台
を
一
台
ず
つ
持
っ
て
い
た
。

祭
り
行
事
の
次
第 

七
月
一
日 

八

丁

ジ

メ

張

り(

立
て)
, 

氏
子
総
代
に
よ
り
、
大
字
世
良
田
の
出
入
口
に
当
る
主
要
幹
線 

道
路
の
端
や
八
坂
神
社
の
入
口
に
当
る
道
路
及
び
大
字
世
良
田 

内
の
主
要
道
路
の
交
叉
点
な
ど
、
お
よ
そ
ー
ニ
ヵ
所
に
立
て
ら 

れ
る
。
か
つ
て
の
八
丁
ジ
メ
は
、
道
路
の
両
側
を
跨
い
で
鳥
居 

状
に
張
ら
れ
た
。
ま
た
、
七
月
十
四
日
に
取
り
片
づ
け
て
、
そ 

の
材
料
は
天
王
神
輿
を
安
置
す
る
お
仮
屋
に
使
わ
れ
た
と
い
ぅ
。

七

月

十

五

日

午

後

一

時

三

十

分

頃

か

ら

、
隠
居
様
と
呼
ば 

れ
る
天
王
神
興
の
渡
御
が
あ
る
。
渡
御
の
仕
方
に
も
変
遷
が
あ 

り
、
現

在

で

は

「
町
内
持
ち
」
と
い
っ
て
、
自
町
内
か
ら
つ
ぎ

の
町
内
の
神
輿
番
へ
と
、
リ
レ
ー
式
に
担
が
れ
て
い
る
。

こ
の 

神
輿
は
荒
れ
神
輿
と
い
わ
れ
、
か
つ
て
は
盛
ん
に
揉
ま
れ
た
り 

落
と
さ
れ
た
り
し
た
。

七
月
二
十
四
日 

こ
の
夜
、
屋
台
の
巡
行
が
あ
る
〇
分
村
以 

前

は

全

二 

台
の
屋
台
が
、
午
前
零
時
を
期
し
、

「
お
下
り
」
と 

い
っ
て
、
大
字
世
良
田
の
東
端
に
当
る
下
町
区
の
道
路
に
勢
揃 

い
し
、
明
け
方
ま
で
囉
し
た
て
た
。
現
在
で
は
道
路
交
通
法
な 

ど
の
関
係
か
ら
、
大
字
世
良
田
の
中
央
を
東
西
に
走
る
国
道
三 

五
四
号
線
の
南
北
に
分
れ
、
午
後
十
時
ま
で
、
八
台
の
屋
台
が 

つ
ぎ
の
よ
、っ
に
巡
行
し
て
い
る
。

国
道
北 

八

坂

神

社

東

隣

の

世

良

田

西

公

園

に

大

門•

上

町
•

上

新

田.

下
新
田
の
四
台
の
屋
台
が
集
ま
り
、
讎
し
た
て 

る
(
曲
名
は
サ
ン
テ
コ
な
ど)

。

国
道
南 

他

の

南

八'•

新

町•

今

井•

下
町
の
屋
台
は_

町 

域
の
み
囉
し
な
が
ら
巡
行
〇

七
月
二
十
五
日 

各
町
内
の
屋
台
は
自
町
域
の
み
巡
行
。
午 

後
一
時
、

八
坂
神
社
よ
り
当
住
様
と
呼
ぶ
天
王
神
輿
が
出
御
。
 

渡
御
の
仕
方
は
十
五
日
の
隠
居
様
と
同
様
で
あ
る
。

こ
の
神
輿 

が
村
を
一
巡
し
て
、
神
社
に
還
御
し
、
神
輿
内
の
御
神
体
が
社 

殿
内
に
移
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
祇
園
祭
は
終
了
す
る
。
以 

前
は
、

こ
の
日
の
午
前
十
時
頃
か
ら
、
前
夜
に
下
町
地
区
に
集 

結

し

て

い

た

屋

台

は

「
お
上
り
」

と
い
っ
て
、
大
字
世
良
田
西 

端
の
上
町
ま
で
巡
行
し
た
。
途

中

「
屋
台
芝
居
」
と
称
し
、
歌 

舞
伎
役
者
に
依
頼
し
て
の
、
芝
居
を
演
じ
る
屋
台
も
あ
っ
たQ

そ

の

他

平

成

六

年

頃

ま

で

、
七
月
十
五
日
と
二
十
五
日
に 

は
、
役

員

た

ち

に

よ

り

バ

ク

メ

シ(

麦
飯)

の
共
食
が
当
社
内 

で
行
わ
れ
て
い
た
。

こ

の

時

の

大

麦(

ヒ
キ
ワ
リ)

は
、
当
社 

の
分
霊
を
祀
る
北
群
馬
郡
子
持
村
横
堀
よ
り
納
め
ら
れ
て
い
た

と
い
ぅ
。
ま
た
、
か
つ
て
は
、
氏
子
た
ち
は
天
王
神
輿
の
お
仮 

屋
に
、
炒
っ
た
小
麦
を
供
え
て
い
た
と
伝
え
る
。
ま
た
七
月
一 

日
か
七
日
ょ
り
、
祭
り
終
了
ま
で
、
氏
子
た
ち
は
鮮
肉
、
川
魚 

な
ど
を
食
べ
な
い
で
、
精
進
潔
斎
の
生
活
を
つ
づ
け
た
〇
こ
ぅ 

し
た
精
進
は
、
昔
ほ
ど
き
び
し
く
は
な
く
な
っ
た
が
、
今
で
も 

家
に
ょ
っ
て
は
守
ら
れ
て
い
る
。
又
、
キ
ュ
ゥ
リ
を
輪
切
り
に 

し
て
は
い
け
な
い
、
初
も
の
は
か
な
ら
ず
は
天
王
様
に
供
え
て 

か
ら
食
べ
る
、
な
ど
の
禁
忌
を
伝
え
て
い
る
。

(
金
子
緯
一
郎)

八丁ジメ

巡行する屋台



二

九

天

神

待

ち

丑
ヶ
渕
の
天
神
講.

お
茶
講

名 

称

天
神
講
と
お
茶
講

由
来
伝
承 

天

神

講

は

子

供

た

ち

が

天

神

さ

ま(

菅
原
道
真) 

を
お
ま
つ
り
す
る
行
事
で
、
昔
か
ら
縁
日
の
二
月
二
十
五
日
の 

宵
ま
つ
り
と
し
て

二

十

四

日

に

行

う

こ

と

に

な〇

て
い
た
が
、
 

近
年
は
い
ろ
い
ろ
の
都
合
か
ら
そ
の
日
に
近
い
日
、
そ
れ
と
も 

二
十
四
日
以
前
の
土
曜
日
の
午
後
や
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。 

実
施
期

日

平

成

十

二

年

二

月

十

二

日

実
施
場
所 

吾
妻
郡
吾
妻
町
本
宿 

丑
ヶ
渕
公
民
館 

実
施
内
容 

天
神
講
は
、
子
供
た
ち
の
相
談>

ら
始
ま
る
。
講 

に
は
小
学
生
、
中
学
生
全
員
が
参
加
す
る
。
宿
は
ほ
と
ん
ど
の 

場

合

最

上

級

生

の

家

に

な

る

の

が

例

で

あ

っ

た

が

、

現
在
は 

「
丑
ケ
渕
公
民
館
」
を
使
用
す
る
。
講
の
日
が
決
ま
る
と
、
会
場 

と
青
年
会
へ
連
絡
を
と
る
。

そ
れ
は
青
年
会
に
お
茶
講
の
準
備 

を
し
て
も
ら
う
た
め
で
あ
る
。

準
備 

講
の
料
理
は
昔
か
ら
飯
、
け
ん
ち
ん
汁
、
煮
つ
け
物
、
 

羊
か
ん
な
ど
が
主
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
今
は
宿
の
母
親
を
中 

心
に
数
人
の
母
親
達
が
集
ま
っ
て
献
立
を
決
め
、
午
前
中
か
ら 

調
理
に
か
か
る
。

昔

は

そ

の

春

就

学

す

る
新
入
児
童
を
お
客
と
し
て
招
い
た 

が
、
近
年
は
自
分
で
会
食
で
き
る
子
は
全
部
招
く
。
帰
宅
時
間 

の
関
係
か
ら
小•

中
学
生
は
別
々
に
会
食
す
る
。

中
学
生
が
帰
っ
て
く
る
と
男
子
は
燈
籠
を
作
り
、
女
子
は
会 

計
の
整
理
を
す
る
。
燈

籠

に

「奉
納
天
満
宮
」

と
文
字
が
書
き 

込
ま
れ
る
と
ロ
ウ
ソ
ク
に
火
を
つ
け
地
区
の
神
社
に
お
参
り
す 

る
。
宿
に
も
ど
り
会
食
す
る
。
天
神
さ
ま
の
掛
軸
は
な
い
。

お
茶
講

由
来
伝
承 

地
元
で
は
、

「
お
茶
講
を
始
め
た
の
は
寺
子
屋
の 

師
匠
だ
っ
た
橋
爪
直
五
郎
と
い
う
人
だ
っ
た
」

と
い
う
。
直
五 

郎

は

文

化

十

二

年(

一
八
一
五)

生
ま
れ
、
寺
子
屋
の
師
匠
で 

あ
っ
た
幕
末
期
頃
に
伝
来
過
程
は
わ
か
ら
な
い
が
、
お
茶
講
が 

始
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
天
神
さ
ん
こ
と
菅
原
道
真
は
学
問 

の
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
、
縁
日
の
二
十
五
日
を
天
神
講
の
日
と 

し
て
行
事
を
行
っ
て
い
る
。
当

初

は

「
お
茶
講
」

そ
の
も
の
を 

寺
子
屋
学
問
の
一
つ
と
し
て
弟
子
た
ち
に
や
ら
せ
た
も
の
と
み

ら
れ
る
が
、
後
に
現
在
の
よ
ぅ
な
若
者
組
そ
し
て
青
年
会
が
主 

宰
す
る
行
事
に
変
わ
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
、っ
。
(
本
宿
地
内
で
も 

数
力
所
お
茶
講
を
行
っ
て
い
た
が
最
近
は
や
め
て
い
る
。) 

実
施
内
容 

お
茶
講
は
天
神
講
の
宿
で
夕
食
後
丑
ヶ
渕
公
民
館 

の
青
年
会
の
手
で
行
わ
れ
て
い
る
。
準
備
と
し
て
お
茶
少
々
、
 

障
子
紙
一
卷
、
大
小
の
習
字
筆
、
書
汁
、
半
紙
、
お
茶
を
包
ん 

だ
オ
ヒ
ネ
リ
等
を
用
意
す
る
。

宿
が
公
民
館
な
の
で
畳
の
上
に
長
机
を
一
列
に
並
べ
、
そ
の 

上
に
新
聞
紙
を
下
敷
に
し
て
障
子
紙
を
長
く
ひ
ろ
け
る
。

そ
の

前
に
青
年
全
員
が
座 

り
、
筆
で
一
せ
い
に 

字
を
書
き
は
じ
め
る 

が
、
ま
ず
タ
テ
書
き 

に

「
お
茶
講
」

つ
い 

で
右
か
ら
左
へ
一
列 

に

「奉
納
天
満
天
神 

宮
」

と
書
き
そ
の
後 

は
そ
の
年
の
ニ
ユ1
 

ス
よ
り
文
字
を
ひ
ろ 

つ

て

書

い

た

り

す 

る
〇上

部
の
漢
字
が
書 

き
あ
が
る
と
、
今
度 

は
タ
テ
ー
行
に
数
字 

が

十

個

記

入

さ

れ

る
。

こ

れ

に

はr
 

一
、

二
、

三
、
客
と
い
ぅ
字
を
順
序
を
替 

え
て
童
日
き
な
ら
べ
る
が
、
客
と
い
ぅ
字
も
数
字
の
一
つ
と
し
て 

ど
こ
か
に
入
れ
る
が
、

「
テ

ン
(

天)

客
」

「
チ
(

地)

客
」
と 

一
番
上
と
一
番
下
に
は
書
か
な
い
き
ま
り
が
あ
る
。

例
え
ば 

平

一

客

二
I

三H
 
ー
 

ニ

成

=

ー
 

ー

ニ

客

—

一T

お
茶
は
日
常
使
用
し
て
い
る
前
茶
を
小
さ
く
オ
ヒ
ネ
リ
に
し 

て
二
つ
つ
く
る
。

一

つ

が

「白
天
神
」
他

を

「
黒
天
神
」

の
茶 

と
わ
け
て
、
飯
茶
碗
に
入
れ
て
お
く
。

用
意
が
で
き
た
の
で
書
か
れ
た
数
字
の
数
を
確
認
し
、
ま
ち 

か
ま
え
て
い
た
こ
ど
も
た
ち
に
一
行
分
い
く
ら
か
金
額
を
き
め 

て
売
り
出
さ
れ
る
〇 
_

分
の
好
き
な
字
の
あ
る
も
の
を
選
ん
で

一
 

行
買
、っ
も
の
も
あ
れ
ば
、

一
〇
行
ま
と
め
て
買
、っ
も
の
も
あ 

る
。
昭
和
五
十
三
年
来
一
行
は
一
〇
円
と
い
う
。
お
金
を
引
き 

替
え
に
各
行
の
下
に
買
っ
た
こ
ど
も
た
ち
の
名
前
が
書
き
こ
ま 

れ
る
。
お
金
は
本
来
は
天
神
さ
ん
に
納
め
た
と
い
う
。

答
合
わ
せ
は
一
行
の
数
文
字
が
売
り
き
ら
れ
る
と
、
先
に
用 

意
し
て
お
い
た
答
の
短
冊
を
会
長
が
読
み
あ
げ
る
〇
青
年
た
ち 

は
各
行
の
数
文
字
を
点
検
し
、
答
の
あ
っ
て
い
る
も
の
に
印
を 

つ
け
て
い
く
。

一
行
分
全
部
黒
く
ぬ
ら
れ
た
も
の
が
黒
天
神
、
 

一
行
分
一
つ
も
消
え
な
か
っ
た
も
の
を
白
天
神
と
い
う
〇
黒
天 

神
、
白
天
神
に
な
っ
た
者
が
発
表
さ
れ
、
前
も
っ
て
茶
碗
に
用 

意
し
て
あ
っ
た
も
の
に
お
湯
が
そ
そ
が
れ
、
白
天
神
の
者
か
ら 

飲
む
。
黒
天
神
の
場
合
も
同
様
で
、
白
天
神
が
多
い
と
縁
起
が 

よ
い
と
い
う
。
昔
は
お
茶
を
半
紙
に
包
ま
ず
、
そ
の
ま
ま
茶
碗 

に
入
れ
、
飲
む
と
き
に
は
半
紙
で
ふ
た
を
し
て
、
茶
葉
を
飲
み 

こ
ま
な
い
よ
、っ
に
し
た
。
次
の
人
は
半
紙
を
ず
ら
し
て
飲
ん
だ
。

お
わ
り
に
、
お
茶
が
飲
ま
れ
て
い
る
間
に
、
青
年
た
ち
は
お 

茶
講
の
紙
に
、
白
天
神
の
者
に
は
白
い
幹
の
梅
の
木
や
白
い
梅 

の
花
を
、
黒
天
神
の
者
に
は
黒
い
幹
に
黒
い
梅
の
花
を
描
き
、
 

公
民
館
の
壁
面
に
は
り
出
す
。
白
天
神
、
黒
天
神
の
お
茶
も
す 

み
、
天
神
さ
ま
に
納
め
た
お
金 
(

く
じ
の
売
上
げ
金)

は
こ
ど 

も
た
ち
に
戻
さ
れ
、
近
く
の
商
店
か
ら
好
き
な
菓
子
な
ど
買
っ 

て
き
て
参
加
者
全
員
で
お
茶
を
飲
み
な
が
ら
た
べ
る
。
青
年
た 

ち
は
、
宿
が
用
意
し
て
く
れ
た
酒
を
飲
ん
で
か
ら
解
散
す
る
。

障子紙に漢字•数字を書く

お茶を飲む

(
丸
山
不
二
夫)



三

〇

お

川

下

げ

近
戸
神
社
の
御
川
降
り

名 

称

近
戸
神
社
御
川
降
神
事

由
来
伝
承 

宮

城

村

三

夜

沢

の

赤

城

神

社

の

近

く

に

「
御
殿
」 

と
呼
ば
れ
る
場
所
が
あ
る
。

こ
こ
は
そ
の
む
か
し
豊
城
入
彦
命 

が
居
住
し
て
い
た
と
こ
ろ
だ
と
い
う
。
命
は
第
十
代
崇
神
天
皇 

の
第
一
皇
子
で
あ
っ
た
が
東
国
治
定
の
命
を
受
け
て
毛
野
国
に 

移
駐
し
毛
野
国
を
平
服
し
た
と
い
、っ
。

命
は
七
月
一
日
に
天
地
の
神
々
を
祀
っ
た
が
祀
り
が
終
了
す 

る
と
、
そ
の
こ
と
を
月
田
の
丸
山
に
屋
敷
を
持
っ
て
い
た
長
女 

に
報
せ
る
た
め
、
白

く

濁

っ

た

酒(

ど
ぶ
ろ
く) 

を
川
に
流
し 

て
祭
典
の
終
了
を
告
げ
た
と
い
う
。

そ

の

川

を

酒

の

粕

を

流

す

こ

と

か

ら

粕

川

と

よ

ん

だ

と

い

•  

う
〇

こ
の
酒
を
川
に
流
す
神
事
に
つ
い
て
、
享
和
二
年
六
月
に
三 

夜
沢
の
赤
城
神
社
の
縁
起
を
寺
社
奉
行
に
提
出
し
た
文
書
に
よ 

る
と
、
赤
城
神
社
を
最
初
に
鎮
座
し
た
地
点
か
ら
桓
武
天
皇
の 

延
暦
年
間
に
現
在
の
と
こ
ろ
に
遷
宮
し
、
も
と
の
と
こ
ろ
を
元 

三
夜
沢
と
よ
ん
だ
。

こ
の
遷
宮
の
と
き
に
富
士
見
村
の
白
い
土
で
土
器
を
つ
く
り• 

神
に
供
え
も
の
を
し
た
。

こ
の
と
き
神
酒
を
醸
造
し
た
と
き
の 

酒
粕
を
川
に
流
し
た
の
で
、

こ
の
川
を
粕
川
と
言
、っ
よ
う
に
な 

つ
た
と
い
う
。

赤
城
信
仰
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
現
状
の
荒
山
を
御
神
体
と 

し
て
崇
め
て
い
た
が
、
そ
の
奥
宮
を
近
く
で
拝
せ
る
よ
う
に
里 

宮
を
近
戸
に
祀
っ
た
。

こ
れ
は
近
戸
の
神
と
赤
城
山
と
の
つ
な 

が
り
を
も
つ
粕
川
を
伝
わ
っ
て
、
毎
年
農
耕
の
神
が
赤
城
山
か 

ら
下
っ
て
く
る
と
考
ゝ

X-
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
。 

そ
の
神
の
里
へ
下
る
と
き
に
行
わ
れ
て
い
た
の
が
も
と
の
祭 

り
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
ゝ

X.
ら
れ
る
。

そ
れ
が
近
戸
神
社
の
神
輿
が
粕
川
に
御
神
幸
に
な
る
も
と
で 

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
と
い
う
。
ま
た
も
う
一
つ
の
見
方
か
ら
す 

る
と
里
宮
の
神
が
粕
川
を
伝
わ
っ
て
赤
城
山
の
奥
宮
へ
神
幸
す 

る
と
い
、っ
信
仰
が
あ
っ
た
と
ー
ー
ー
ー
口
ゝ

X-
る
か
も
し
れ
な
い
。

実

施

期

日

九

月

一

日

実

施

場

所

勢
多
郡
粕
川
村
月
田
近
一
尸
神
社

組 

織 

近
戸
神
社
氏
子 

獅
子
舞
保
存
会

実

施

内

容

御
川
降
の
神
事
は
九
月
一
日
に
行
わ
れ
る
が
、
御 

川
降
神
事
の
主
役
的
役
割
を
果
た
す
獅
子
連
に
ょ
る
獅
子
舞
は

近
戸
神
社
の
祭
礼
行
事
と
し
て
八
月
二
十
九
日
の
準
備
か
ら
始 

ま
る
〇

八
月
二
十
九
日
の
準
備
は
近
戸
神
社
社
掌
、
区
長
他
役
員
、
 

獅
子
舞
保
存
会
、
舞
子
連
を
含
め
た
全
員
が
近
戸
神
社
社
務
所 

に
午
前
九
時
に
集
合
し
各
分
担
ご
と
に
作
業
を
進
め
る
。

万
灯
作
り
、
花
笠
の
修
理
等
が
主
な
作
業
で
あ
る
。
万
灯
は 

頂
部
に
榊
の
枝
を
取
付
け
た
、
お
ょ
そ
一
丈
三
尺
の
大
き
さ
で 

あ
る
。

榊
の
下
に
一
九
本
の
金
銀
の
馬
簾
を
取
付
け
そ
の
下
に
四
面 

四
角
の
提
灯
を
付
け
る
。
提

灯

の

正

面

に

「
近
戸
神
社
」
横
面

に

「
天
下
日
挟
流
」
裏

面

に

「御
祭
典
」

の
文
字
を
書
き
、
下 

に
大
馬
簾
ニ
ー
本
、
そ
れ
ぞ
れ
に
五
弁
の
花
び
ら
、
大
水
引
を 

取
付
け
心
棒
に
は
浅
黄
色
の
布
が
ま
か
れ
、
地
付
と
肩
付
に
白 

紙
が
ま
か
れ
る
。

宵
祭
の
八
月
三
十
一
日
は
、
午
後
か
ら
区
長
宅
で
獅
子
舞
の 

練
習
成
果
を
披
露
す
る
〇
舞
は
「す
り
出
し
」

「道
行
」

「後
庭
」

を
舞
い
、
獅
子
連
全
員
が
酒
肴
の
も
て
な
し
を
受
け
る
。

そ

の

後

近

戸

神

社

へ

向

か

い

「道
行
」
を
行
い
、
近
戸
神
社 

で
半
庭
舞
い
、
社

掌

宅

で

半

庭

を

舞

っ

て

の

終

了

と

な

る

。 

本
祭
り
の
九
月
一
日
、
ま
ず
、
社

掌

宅

で

「す
り
出
し
」
「前
庭
」 

を
舞
い
、
近
戸
神
社
で
一
度
舞
ぅ
。

御
川
降
り
の
神
事
は
近
戸
神
社
本
殿
で
社
掌
に
ょ
っ
て
神
事 

が
行
わ
れ
、
そ
れ
が
終
わ
る
と
神
体
を
神
輿
に
移
し
、
氏
子
に 

ょ
っ
て
担
が
れ
神
幸
に
移
る
。

神
幸
の
順
序
は
大
き
な
鉢
を
担
ぐ
人
に
次
い
で,

御
祓
箱
、
 

賽
銭
箱
、
神

輿
(

四
人
で
担
ぐ)

、
社
掌
、
獅
子
連
、
氏
子
と
い 

ぅ
順
序
で
あ
る
。

獅
子
連
の
順
序
は
、
世
話
役
、
笛
吹
き
、
(

六
名)

歌
が
か 

り
(

四
名)

カ

ン

カ

チ(

二
名)

、
獅

子
(

三
名)

の
構
成
で
あ 

る
〇獅

子
は
獅
子
頭
を
被
り
、
上
衣
は
麻
襦
袢
、

下
衣
は
麻
の
武 

者
袴
、
白
足
袋
に
草
履
ば
き
、
腰
太
鼓
を
つ
け
撥
を
も
つ
、
氏 

子
総
代
は
紋
付
き
に
黒
足
袋
で
草
履
履
き
、
万
灯
掛
り
は
菅
笠 

を
か
む
り
、
黒
麻
羽
織
を
着
て
麻
袴
、
白
足
袋
に
福
草
履
で
あ 

る
〇

万灯獅子舞

神幸



笛

吹

き

は

花

笠 

を

被

り

衣

装

は

万 

灯

掛

り

と

同

じ

で 

あ

る

。

花

笠

に

は 

五

弁

の

飾

花

と

紫 

の

房

。

社

掌

は

菅 

笠
で
あ
る
。

体

勢

が

整

ぅ

と 

笛

吹

の

合

図

で

本 

殿

を

七

廻

り

半

巡 

回

し

南

鳥

居

ょ

り 

村

内

の

神

幸

に

移 

る

。

村

の

西

方

に 

位

置

す

る

粕

川

の 

対

岸

の

字

大

光

寺 

と

い

ぅ

所

に

設

け 

ら

れ

た

御

旅

所

に

移
る
。
神
幸
は
村
内
の
辻
々
を
巡
っ
て
ゆ
く
と
辻1

2

は
飲
み
物 

を
縁
台
に
並
べ
て
接
待
を
し
て
い
る
。

神

幸

の

囉

子

は

「
登
呂
里
の
曲
」
、

「
五
郎
兵
衛
の
曲
」
、

「
岡 

崎
」
「
日
挟
み
」
、
「撥
さ
ば
き
」
、
「七
ツ
拍
子
」
、
「大
山
河
原
舞
」 

を
吹
き
鳴
ら
し
て
の
神
事
で
あ
る
〇

御
旅
所
は
方
一
間
、
高
さ
四
尺
の
石
垣
で
、
そ
の
上
に
近
戸 

神
社
の
石
祠
が
祀
ら
れ
て
あ
り
、
神
輿
を
こ
の
上
に
安
置
す
る
。 

つ
づ
い
て
粕
川
の
流
れ
に
行
き
、
酒

樽
(

一
升
樽)

に
詰
め

て
持
参
し
た
神
酒
を
お
ご
そ
か
に
流
れ
に
注
ぐ
の
で
あ
る
。

こ
の
酒
は
甘
酒
で
あ
る
。

こ
の
祭
り
を
一
升
甘
酒
祭
と
い
う 

の
も
こ
こ
か
ら
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
す
む
と
、
待
っ 

て
い
た
獅
子
舞
連
に
ょ
っ
て
一
人
立
ち
三
頭
の
獅
子
舞
が
演
ぜ 

ら
れ
る
。
獅
子
舞
は
全
部
行
わ
れ
ず
、

一
曲
だ
け
し
か
振
ら
れ 

な
い
。

奉
納
の
獅
子
舞
が
す
む
と
、
供
養
者
に
神
酒
が
分
け
ら
れ
、
 

そ
れ
が
す
む
と
神
輿
は
ふ
た
た
び
往
路
の
行
列
と
同
じ
く
神
社 

に
帰
る
。

以
上
で
近
戸
神
社
の
御
川
降
り
は
終
了
す
る
が
神
社
で
は
夕 

刻
か
ら
ま
た
盛
大
な
獅
子
舞
が
は
じ
ま
る
。
牡
獅
子
が
く
し
の 

舞
で
あ
る
。
「牡
獅
子
が
く
し
」
は
後
庭
の
す
り
こ
み
の
直
後
に
、
 

笛
の
誘
導
で
、

三
頭
が
争
、っ
し
ぐ
さ
を
続
け
る
。
左
、
右

、
左 

と̂M

を
繰
り
返
し
、
二
回
ず
つ
勝
利
の
し
ぐ
さ
を
す
ま
せ
て
、
 

し
や
ぎ
り
に
移
る
〇

後
庭
の
舞
に
移
り
、
撥
差
し
を
し
て
七
ツ
拍
子
、
し.
や
ぎ
り 

(
大
山
河
原)

で
終
る
。

(

川
村
勝
保)

乙
父
神
社
の
お
川
下
げ

名 

称

お

川

下

げ
 

、
ん

乙
父
集
落
の
鎮
守
乙
父
神
社
の
祭
礼
に
は
神
輿
が
神
流
川
の 

川

瀬

に

お

川

下

げ(

渡
御)

し
て
神
事
を
行
う
。
神
流
川
上
流 

域
の
奥
多
野
山
中
の
村
々
の
鎮
守
祭
り
に
は
、
神
輿
の
お
川
下 

げ
神
事
が
各
地
で
行
わ
れ
地
域
の
特
色
を
示
す
。 

由

来

伝

承

奥
多
野
山
中
は
古
く
は
甘
楽
郡
に
属
し
、
乙
父
神 

社
の
祭
神
は
富
岡
市
ー
ノ
宮
の
貫
前
神
社
の
分
神
で
姉
妹
の
姉 

神
と
い
う
。

乙
父
五
郷
の
神
々
を
合
祀
し
乙
父
神
社
と
称
す
る 

に
い
た
っ
た
。

実
施
期
日 

四
月
五
日 

春
祭
り
だ
け
行
、っ
。
各

コ

ゥ

チ
(

小 

字)

の
小
祠
で
は
春
秋
に
小
祭
り
を
す
る
。 

実

施

場

所,

多
野
郡
上
野
村
乙
父
字
森
戸
の
乙
父
神
社
、
及
び 

乙
父
字
遠
西
の
神
流
川
の
川
瀬
。

藤
岡
市
街
地
か
ら
約
六
〇
キ
コ
神
流
川
に
沿
っ
て
南
西
の
山
中 

へ
入
り
、
上
野
村
乙
父
の
集
落
か
ら
約
一
〇
〇̂

ほ
ど
北
の
山 

腹
へ
幅
約
三
尺
、
八
九
段
の
石
段
を
登
っ
た
境
内
の
西
側
に
乙

父
神
社
が
東
面
し
て
鎮
座
す
る
。
拝
殿
は
天
保
十
二
年
建
立
の 

平
屋
造
り
で
間
口
六
間X

奥
行
三
間
、
奥
に
本
殿
間
口
三
間X

 

奥
行
三
間
が
鎮
座
〇
拝
殿
で
祭
式
を
行
い
、
神
社
か
ら
下
っ
て 

約
五
〇
〇̂

神

流

川

の

上
流

の

川

瀬

に
神

輿

を
お

川

下

げ(

渡 

御)

し
て
神
事
を
行
ぅ
〇

組 

織

神

主

四

人
(

内

地

元

三

人)

、

祭
典
委
員
長
一 

同
副
委
員
長
二 

会
計
二 

計

五

人
(

任
期
三
年)

、
他
に
氏 

子
総
代
一 

〇 

伍
長
六 

神
輿
供
奉
八 

シ

ャ

ギ

リ

ー

四(

力 

ン
カ
ン
ノ
ー
踊

り

四

ハ

ヤ

シ

七)

乙

父

は

ー

ニ

の

小

字(

枝
村
、

コ
ゥ
チ
と
呼
ぶ
小
集
落)

に 

計
ー 

ー
ー
五
戸
ほ
ど
が
神
流
川
沿
岸
や
谷
合
い
に
分
布
す
る
。 

実
施
内
容

祭
り
前
々
日

四
月
三
日
に
氏
子
が
出
て
祭
り
の
準
備
に
か
か
り
神
流
川
の 

川
瀬
に
川
原
石
を®

角
に
積
み
笹
竹
四
本
を
立
て
シ
メ
縄
を
張 

り
回
し
神
輿
の
御
台
所
を
作
る
。
伍
長
は
旗
立
て
役
で
大
鳥
居 

の
脇
に
の
ぼ
り
旗
二
本
を
立
て
る
。
以
前
は
各
コ
ゥ
チ
で
も
の 

ぼ
り
旗
を
立
て
た
が
、
現
在
は
乙
父
大
橋
南
側
に
一
本
立
て
る
。 

大
鳥
居
に
は
稲
ワ
ラ
を
ょ
っ
て
大
蛇
の
形
の
シ
メ
飾
り
を
作
り 

下

流
(
東)

に
頭
を
向
け
て
飾
り
付
け
る
。
各
班
長
は
各
戸
を 

回
り
祭
典
費
一
戸
二
五
〇
〇
円
を
集
金
す
る
。

お

供

え

用

の

餅

つ

き

を

行

い(

以
前
は
村
神
主
相
馬
悦
次
家 

で
つ
い
た
が
、
現
在
は
社
務
所)

、
重

ね

餅

一

組

や

三

角

餅(
直 

角
三
角
形
、
厚
さ
一 T

、

底
辺
四̂

、
斜
辺
五̂

、
高

さ
二• 

五V

ほ
ど
に
切
る)

二
膳
分
を
作
る
。

オ
シ
メ 
(

シ
メ
飾
り) 

乙

父

集

落

の

上•

下

の

境
の

道

端
に

張

る

。
女
衆
も
出
て 

会
用
の
料
理
を
作
る
。

祭
り
当
日

本
祭
り
は
午
後
十
一
時
ご
ろ
打
上
花
火
を
合
図
に
村
人
が
乙 

父
神
社
に
集
ま
っ
て
開
始
さ
れ
る
。
拝
殿
の
南
側
に
設
け
ら
れ 

た
受
付
を
済
ま
せ
た
参
拝
者
は
、
接
待
係
の
女
衆
に
酒
を
注
が 

れ
て
身
を
清
め
境
内
に
群
れ
て
拝
殿
の
祭
式
を
見
守
る
。
拝
殿 

内
の
南
側
に
神
主
四
人
が
並
ん
で
北
を
向
き
、
北
側
に
は
神
輿 

供
奉
八
人
の
若
衆
が
里
敍
付
羽
織
袴
で
相
対
し
て
座
り
後
方
に 

区
役
員
ら
九
人
が
控
え
て
座
る
。
祭

典

委

員

長

が

立

っ

て

開

式- 

を
告
げ
式
次
第
を
呼
称
し
、
神

主

が

司

祭

し

て

祭

式(

典
儀)

御旅所に神輿を安置川に甘酒を注ぐ



が
厳
粛
に
進
め̂

み

す

し

：

か

ぎ

し

ど

り

か

ぃ

ひ
 

ナ
ん
せr

s
M

」

り

修

瓣
ん•  

し

礙

屢

喉

と

观
ど

〇

開

一
,

し.
¢• 

献

饌

案

後

取•

献

饌
.

膝

敷

後

取•

祝

詞

後

取

パ

斎

主 

祝

詞

奏

上
•

观

詞

後

取•

膝
激
。後
<

し

弗

案

後

取

•  

玉

串

後

取•

斎

主

玉

串

奉

奠•

撤

饌•

神

輿

神

前

進•

膝
敷
後 

嫌
」
ぃ

論

榊
>

移

卜

諷

蠲

濟

诹
•

発

輿

祝

詞

奏

上
. 

神

輿«

,

.

川

瀬•
神

霊

本

殿

鎮

座•

膝
敷
後̂

祝
詞
後 

取
.

還

幸

祝

詞

奏

上.

祝

詞

後

取•

膝

敷

後

取•

閉
典

(
後
取
は
役
の
こ
と)

祭

式

は

神

主

の

お

祓

い

後

本

殿

に

献

饌•

祝

詞•

玉
串
奉

奠
、
神
輿
に
ご
神
体
を
移
し
て
渡
御
に
移
る
。

正
午
に
神
輿
の
お
川
下
げ
の
行
列
が
組
ま
れ
、
囉
子
連
が
先 

頭

に

並

び

笛

五

鉦

二

大

太

鼓

一

締

め
(

小)

太
鼓
三
で 

賑
や
か
に
シ
ャ
ギ
リ
、
続
い
て
助
神
主
が
清
め
、
総
代
が
神
鏡 

を
持
ち
神
主
が
先
導
し
て
神
輿
が
八
人
の
若
衆
に
担
が
れ
て
出 

発
。
後
ろ
に
神
饌
を
持
っ
た
伍
長
や
一
般
参
拝
者
が
続
く
。

オ
ネ
リ
の
行
列
は
県
道
に
出
て
西
へ
向
か
い
、
神
流
川
に
降 

り
て
川
瀬
の
御
台
所
ま
で
約
五
〇
〇̂

を
進
む
。
若
衆
は
は
だ 

し
で
川
瀬
に
入
り
御
台
所
を
三
回
右
回
り
し
て
、
神
輿
を
据
え 

る
と
、
神

主

が

上

流(

西)
,
に
向
い
て
祭
式
を
行
い
祭
り
が
頂

点

に

達

す

る

。

祭 

式

が

す

む

と

、

再 

び

神

輿

の

行

列

が 

神

社

に

還

っ

て

お 

川

下

げ

の

神

事

は 

す

べ

て

終

了

す

る

。 

神

饌

を

下

げ

役

員 

が

庭

に

出

て

オ

グ 

フ

ウ

の

三

角

餅

を 

参

拝

者

に

配

っ

て 

回

り

直

会

の

神

酒 

が

注

が

れ

和

や

か 

な
酒
宴
に
移
る
。

シ

ヤ

ギ

リ

は

乙 

父

神

社

囉

子

連

に 

ょ

っ

て

神

輿

渡

御 

の

道

中

に

一

四

曲

が
演
奏
さ
れ
る
。

オ

ネ

リ•

カ

サ

ボ

コ•

オ

カ

サ

ギ.

ョ
セ
バ 

ヤ

シ
(

祝
詞
後
に
川
原
で
囉
す)

：
不

リ

カ

エ

シ•

カ
ン
カ
ン 

ノ
ー
.

カ

ゾ

エ

バ

ヤ

シ.

シ

ヤ

ギ

リ•

リ

ョ

ウ

ゴ

ク

バ

ヤ

シ. 

カ

ジ

ャ

バ

ヤ

シ•

オ

カ

メ

バ

ヤ

シ•

ツ
リ
ガ
ネ
、ハ

ヤ

シ•

、ハ
カ 

バ

ヤ

シ•

オ
オ
ミ
ヤ
バ
ヤ
シ•

曲
名
不
詳

午
後
二
時
か
ら
境
内
で
余
興
や
酒
宴
が
行
わ
れ
た
が
、
現
在 

は
乙
父
構
造
セ
ン
タ
ー
に
会
場
を
移
し
独
特
の
カ
ン
カ
ン
ノ
ー 

踊
り
や
地
芝
居
な
ど
が
上
演
さ
れ
、

二
〇
〇
人
ほ
ど
の
人
々
が 

詰
め
か
け
て
賑
や
か
に
楽
し
い
時
を
過
ご
す
。

祭
り
翌
日

千
秋
楽
と
い
っ
て
後
片
づ
け
を
行
い
の
ぼ
り
旗
を
倒
し
お
祭 

り
勘
定
を
す
る
。

(

関
口
正
己)

平
塚
赤
城
神
社
の
お
川
入
れ

名 

称

お
川
入
れ

由
来
伝
承 

当

社

に

安

置

す

る

懸

仏

二

体(

二
面)

を
利
根
川 

の
川
瀬
に
浸
し
て
、
洗
い
浄
め
る
神
事
で
あ
る
。

そ
の
起
源
年 

代
は
当
社
の
創
祀
年
代
と
共
に
定
か
で
は
な
い
が
、
懸
仏
二
体 

(

直
径
約
三
〇̂

)

に

は

「
平
塚
郷
赤
城
大
明
神
永
禄
十
三
庚 

午
年
八
月
十
五
日
」

の
刻
銘
が
あ
る
。
享

和

元

年
(

一
八
〇
一) 

に
新
調
し

た

懸

仏

収

納

木

箱

に

は

「御
神
祀
毎
年
七
月
六
日
夜 

丑
刻
」
と
の
墨
書
が
あ
り
、
当
時
は
こ
の
日
時
に
行
わ
れ
て
い 

た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

当
初
、

こ
の
神
事
は
、
赤
城
山
大
洞
の
赤
城
神
社
か
ら
当
地 

に
分
霊
を
勧
請
し
た
と
伝
え
る
平
塚
在
住
の
渋
沢
家
の
司
祭
で 

あ
っ
た
が
、

の
ち
に
氏
子
衆
に
引
き
継
が
れ
、
現
在
に
至
っ
て 

い
る
と
い
ぅ
。
渋
沢
家
の
祖
先
は
新
田
氏
の
家
臣
で
、
戦
国
期 

に
は
太
田
金
山
城
の
由
良
氏
に
仕
え
て
い
た
と
伝
え
て
い
る
。 

実

施

期

日

七

月

七

日

実
施
場
所 

佐
波
郡
境
町
平
塚 

赤
城
神
社

組 

織

氏

子

総

代
(

六
名)

と
祭
り
世
話
人
代
表 
(

一
 

〇

名
、
年
交
代)

が
主
体
と
な
り
実
施
。

実
施
内
容 

午

後

六

時
(

こ
れ
以
前
は
同
十
時)

、
尾
島
町
世 

良

田

八

坂

神

社

の

加

藤

宮

司(

兼
任)

を
迎
え
、
社
殿
内
で
式 

典
が
行
わ
れ
る
。
氏
子
総
代
と
世
話
人
は
白
装
束
に
身
支
度
を

整
え
、

こ
れ
に
参
列
す
る
。
式
典
が
済
む
と
懸
仏
の
入
っ
た
木 

箱

を

頭

上

に

奉

持

し

た

氏

子

総

代(

祭
主
役)

を
中
心
に
行
列 

を
組
み
、
当
社
の
南
方
を
流
れ
る
利
根
川
に
設
け
た
祭
場
に
向 

け
て
出
発
す
る◦

こ
の
祭
場
は
、
か
っ
て
賑
わ
っ
た
平
塚
河
岸 

の
跡
地
に
当
た
る
。
到
着
す
る
と
、
祭
主
役
ほ
か
二
名
の
役
員

に
ょ
っ
て
、
懸
仏 

を

川

瀬

に

三

度

、
 

素
早
く
浸
し
て
洗 

い
浄
め
、
木
箱
に 

納
め
る
。
こ
の
時
、
 

切
餅
と
大
量
の
キ 

ユ
ゥ
リ
が
川
瀬
に 

流
さ
れ
る
。

か
っ 

て
は
、

こ
れ
を
拾 

つ

て

食

べ

る

と

、
 

無
病
息
災
で
い
ら 

れ
る
と
信
じ
、
氏 

子
た
ち
は
争
っ
て 

求
め
合
っ
た
と
い 

ぅ

。

こ

ぅ

し

て

、

お
川
入
れ
が
済
む
と
、

ふ
た
た
び
行
列
を
組
み
、
同
じ
道
を
通 

つ
て
神
社
に
帰
り
、
直
会
と
な
る
。
以
前
は
こ
の
日
に
、
当
社 

末

社
(

現
合
祀)

の
大
杉
社
の
神
輿
が
平
塚
の
船
頭
衆
に
、
勇 

壮
に
担
が
れ
て
村
内
を
渡
御
し
た
と
い
ぅ
。

こ
の
大
杉
社
は
、
 

近
世
の
中
期
頃
、
水
難
防
止
を
祈
念
し
て
、
当
地
の
水
運
関
係 

者
が
勧
請
し
た
も
の
と
伝
え
て
い
る
。
大
杉
神
輿
の
渡
御
は
、
 

明
治
四
十
一
年
ま
で
続
い
て
い
た
。

(
金
子
緯
一
郎)

土
生
神
社0

おw

下b

名 

称

お
川
下
げ

鎮
守
の
祭
典
に
あ
た
り
神
輿
を
神
流
川
の
川
瀬
に
渡
御
し
て 

神

事

を

行

ぅ

の

で

「
お
川
下
げ
」&

は?°

」と 

由

来

伝

承

土
生
神
社
の
祭
神
は
埴
安
姫
命
、
慶
長
十
五
年
建 

立
の
棟
札
が
あ
り
、
土

中

か

ら

得

た

奇

石(

石
棒
力)

を
神
体 

と
し
土
生
大
明
神
と
称
し
た
と
伝
え
る
。

神主による祭式

お川入れの神事



実
施
期
日 

九

月

第

一

日

曜

日

例

祭

日

は

旧

暦

八

朔(

八
月 

一
日)

で
天
明
五
年
ご
ろ
ょ
り
神
輿
の
お
川
下
げ
を
行
っ
て
き 

た
が
、
そ
の
後
新
暦
九
月
一
日
と
な
り
、
現
在
は
九
月
第
一
日 

瞿
日
〇

実
施
場
所 

多
野
郡
万
場
町
小
平
字
元
郷 

土
生
神
社
及
び
神 

流
川
の
川
瀬

組 

織 

氏
子
約
六
〇
戸
の
ぅ
ち
順
番
制
で
役
割
に
就
く
。 

「
土
生
神
社
祭
典
行
列
役
割
」
(

表)

が
横
長
の
紙
に
筆
書
し
て 

拝
殿
北
横
側
に
貼
り
出
さ
れ
、
三
四
名
の
役
割
の
氏
名
と
行
列 

順
が
示
さ
れ
る
。
役
割
は
次
の
通
り
。

散

米
•

御

刀
•

御

鉢
.

宝

剣
.

大

榊
.

小

榊
.

宝

幣
.

小
幣 

.

御

剣
.

金

御

幣•

御

魚•

御

供

花•
御

神

酒•

御

鏡
•

五 

行
.

三

神
.

二

祇

神
•

大

麻
•

銘

旗
•

納

鏡
(

氏

子
総 

代)
•

小

剣
.

御

輿
(

八
人)

御

離

方
(

五
人)

、

(

地
元
の
祢
宜
が
神
事
を
行
、っ)

実
施
内
容

祭
り
前
日

氏
子
が
出
て
祭
り
の
準
備
、
境
内
の
清
掃
、

の
ぼ
り
旗
二
本 

を
立
て
、
神
流
川
に
お
川
原
様
と
い
う
御
座
所
を
石
を
積
ん
で 

設
け
た
が
、
今
は
木
枠
を
据
え
る
。

祭
り
当
日

午

前

十

時

に

氏

子

が

神

社(

東
を
向
く) 

に
集
ま
り
、
神
輿 

を

飾

り

付

け

拝

殿

前

に

外(

東)

向
き
に
置
く
。
社
務
所
で
幣 

束
-

竹
ヒ
ゴ
の
花
飾
り
六
〇
本
な
ど
を
手
分
け
し
て
作
り
、
昼 

食
を
取
る
。

午
後
一
時
に
奥
に
本
殿
の
あ
る
拝
殿
に
役
員
一-

人
が
座
り 

祢
宜
に
ょ
り
神
式
を
行
う
と
、
役
割
に
従
い
社
前
に
並
ぶ
。
神 

輿
の
一
行
は
散
米
を
ま
き
な
が
ら
社
を
一
回
り
し
て
出
発
、
神 

輿

は

ト
ラ

ッ

ク

に

乗

せ-

時
五
十
分
に
川
原
に
到
着
。
神
輿
を 

東

流

す

る

川

瀬

の

御

座

所

に

北(

岸)

向
き
に
据
え
て
、
午
後 

二

時

に

相

対

し

て

座

り

祭

式

を

行

う

。
済
む
と
役
員
が 

お
櫃
の
御
御
御
供
の
四
角
の
餅
を
参
拝
者
に
配
り
、
御
神
酒
を 

注
い
で
回
り
、
大
小
の
太
鼓
を
打
っ
て
シ
ャ
ギ
リ
四
曲
が
演
奏 

さ
れ
る
。
神
輿
を
飾
っ
た
花
飾
り
が
一
本
ず
つ
配
ら
れ
る
。

二 

時
半
に
は
帰
途
に
つ
き
、
神
社
に
戻
る
と
再
び
社
を
一
回
り
し 

て
、
神
輿
を
拝
殿
内
の
庫
に
納
め
、
三
時
に
は
の
ぼ
り
旗
を
倒 

し
一
切
を
終
了
す
る
と
社
務
所
兼
公
会
堂
で
直
会
に
移
る
。

(

関
口
正
己)

神輿を御座所に安置し祢宜が岸に座り祭式を行う



第
四
章
群
馬
の
祭
り•

行
事
一
覧
表 凡例

1本章は、基礎調査票にもとづいて作成し 

た群馬県内の祭り•行事一覧表である。

2 この表には、実地調査報告で取り上げた 

祭り•行事は載せていない。また、基礎調 

査表で提出された祭り•行事の中から、事 

務局の判断で選択した祭り•行事を載せて 

いるため、基礎調査表で提出された件数よ 

りかなり少なくなっている。その結果、ほ 

とんど祭り.行事が一覧表にのっていない 

町村もあるがご理解願いたい。

3 テーマ番号は、第1章であげた、全国共 

通テーマと群馬県独_テーマの番号に対応 

する。

4旧町村名は、基礎調査地区割をした町村 

に対応する。基本的に明治22年の市制町村 

制施行時のものであるが、一部の町村では 

さらに地区を細かく分けてある。

5伝承は盛ん•順調•危機•廃絶の4つに 

区分した。

6 指定の「県」は県指定、「市町村」はそ 

れぞれの市町村指定であることを示してい 

る〇



群馬の祭り•行事一覧表
番号テ-マ市町村名 旧市町村名 行事 名 _所在 ____________事 日_______________組 織________________________________要 伝承指定

1 17 片品村 片品村 十二様 村内一円 1月12日 小字行政単位(28単位)山の神に対して、お神酒を上げ五穀豊穣、村人の安全祈願をする。

2 8 水上町 水上町(藤原)藤原諏訪祭 藤原諏訪神社 8月17 B (IB 7月27日) 藤原獅子舞保存会 五穀豊穣を目的とした祭り。獅子舞及び奉納相撲を行う。•

3 22 川場村 川場村 ドンドン焼き 谷地スポーツ広場 1月15日(1月14H) 村商工会青年部 昭和57年復活、お正月の飾り松等のおたきあげをする行事

4 24 々 ク 念仏講 川場湯原太郎大日堂 彼岸の中日(彼岸の入りと明け)太郎地区住民 大日堂内で念仏を唱え、数珠を右回しで送る。

5 22 白沢村 白沢村 ドンドン焼き 高平新井橋場道祖神前 1月14日 高平地区 厄年の人が中心となり、各戸の松飾り等をたきあげる。

6 17 々 ク 十二様の例祭 高平 2月12日、8月12日(毎月12H)高平地区 高平には8ヶ所の十二様が祀ってあり、2月と8月の12日の日のみ年2回祭る〇 J唄調

7 17 々 々 十二山神社春祭り 岩室十二山神社 4月12日 岩室地区 山の神を祭るもので、塩を供え、地域中の米を集めて赤飯をっくり、参言旨者に渡す。 順調

8 28 ク 々 祇園祭り 高平八坂神社 7月(7月23日) 高平地区 萬燈を飾った神輿を出して村中で祭る。

9 12 ク ク エーチョ祭り 生枝生枝神社 (9月末) 社殿のまわりを供え物を持って「今年もエーチョ、来年もエーチョ」と言いながら3回まわる。 廃絶

10 29 々 ク 天神様祭り 高平天神山 11月23H (2月) 高平地区育成会 子供たちが村内を寄付集めを行い、天神様を掃除し、くじを引いてもらう。 順調

11 22～ 昭和村 ドンドン焼き 村内5ヶ所 1月中旬 子ども会育成会 子供たちが中心となり、正月の松飾り等のおたきあげを行う。 順調

_____________________________久呂保村__________________________________________________________________________________________________________________ ;--------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------

12 24 ク 糸之瀬村 なんまいだ(百万遍) 糸井地区 6月下旬 無病息災.害虫駆除の儀式として子供たちが先頭にボンゼン、鉦をかつぎ、その後に大きな数珠をもち行列を組んで各戸をまわる。

13 24 ク 久呂保村 なんまいだ(百万遍) 橡久保地区 8月下旬 無病息災.害虫駆除の儀式として子供たちが先頭にボンゼン、鉦をかつぎ、その後に大きな数珠をもち行列を組んで各戸をまわる〇

14 3 ク ク つっかけまんどう 川額地区八幡宮 9月28日〜9月29日 子ども会育成会 2基のまんどうが、神社に飾られた後、やぐらの周りをぶっっけ合ってまわる。 ‘ 盛ん

15 17 沼田市 沼田町 十二山神まつり 柳町 旧2月12日 町内の十二軒の仲間で講をつくり山の神の信仰を行っているものである〇 盛ん

16 27 ク ク お観音様 鍛冶町 4月28.29 H (10 3月18日を中日)正覚寺 百体観音の祭典でお観音様と呼ばれる。観音堂が開かれ、境内には見世物小屋や出店などが出て、市が開かれる。 盛ん

7 ～茅の輪くぐり 中曬賀神社 8月31日,1〇日7脚)須賀神社氏子連 艺神错纖は!けの神' 蘇民将来と結びっき茅の輪を掛けて疫病から免れた醸にな盛ん—

1815 ク ク 原田の火祭り 高橋場町 旧10月15日〜16日 祭りが近づくと子供たちが農家をまわり、まき.豆がらなどを集め、それを夜燃やす。この火は悪魔を払い、疫病除けとなる。 盛ん

19 23 ク 利南村 富士大権現まつり 新町 消滅 富士浅間神社？ 富士浅間信仰の一っでワラを盛大に燃やし、境内では相撲大会が行われていた。 廃絶

2〇 15 ク 池田村 獅子神楽 岡谷町 4月3日 岡谷地区 獅子頭を使い、悪魔払いのために舞う太々神楽であり、岡谷地域の各家をまわる。 順調

21 24 " 薄根村 百万遍 町内 7月7日〜7月9日 地区を2つに分け(西と東)、夕方より子供達が鉦や太鼓を鳴らしながら数珠を持って村中の各戸の庭をまわる 。 盛ん

2212 ク’ 川田村 湯の平地蔵春まつり 岩本町田幸地蔵峠 3月21日 地蔵峠の湯の平地蔵が祀られ、この地蔵は子育て、無病、旅人の安全を願うとされ、祭日にはクジなども行われる〇順調

23 17 々 ク 天狗さま 上川田町東光寺、鏡山 4月1日.10月1日 鏡山(天狗山)はコブトリ天狗と呼ばれ、コブを取ってくれるといわれ、鏡山神社に進ぜられた小石を祭日に借りて来て、患部をなでるとなおる。順調

2415 ク ク yダラ様のまつり 下川田町十二越 4月24日.9月24日 下川田地区 遷流寺持の摩多利尊を祀るもので、祭日には護摩が焚かれ、のぼり旗が立てられ、お札が配られる。 順調

25 17 々 ク 高瀬の春まつり 屋形原高瀬戸の観音堂 4月28日 馬の守り神様として知られる観音様で、馬が病気.怪我の時や出かけるときにお参りをして馬の無病息災.旅の安全を祈る。 川頁調

26 2 月夜野町 桃野村 茂左衛門地蔵尊縁日 月夜野千日堂 3月21日.9月23日 茂左衛門保存委員会 領主の悪政から命をかけて領民を救った茂左衛門の故人をしのび刑場近くに地蔵尊、千日堂を建てて春と秋の彼岸を縁日とし、祭る。J唄調

27 28 .ク " 月夜野の祇園祭り 月夜野町組地区 8月1日〜3日 祇園祭実行委員会 沼田藩の2大祭として知られ、祭りは組毎に大幟を立て、町内を神輿の渡御がある〇—時中断したが、復活した。 順調

28 8 新治村 久賀村 駒形観音祭 須川駒形山 IH3月10日、10月10日 須川在住信者 牛馬の絵馬、お札を受けることができ、御神酒を振舞う。

29 25 ク ク 十二社神社例大祭 永井十二神社 4月12日 保存会 獅子舞を奉納後、村内各戸をまわり、悪魔払いを行う。途中2回神楽を行う。

30 2 " . 祇園祭 須川.湯宿.布施 8月1日 各地区単位 式典後、山車、神輿の巡行。

31 8 ク 久賀村 小池祭 東峰須川 旧11月初午の日 関係者 小池、本多、綿貫の一族の祭りである。一定の場所でホコラを作り、親戚一同が参加してお参りする〇 順調 県

32 5 ク 湯ノ原村 地蔵まつり 下新田但馬院 11月23日 但馬院檀家 世話人が地区から白米の寄進をお願いし、集まった白米を製粉して団子を作り上げ、お供えするとともに、団子投げが行われる。

33 22 高山村 中山村 ドンドン焼き 本宿5、五領2、判形31月14日 各地区単位 子供たちが中心となり、正月の松飾り等のおたきあげを行う。



34 24 高山村 中山村 百万遍 中山五領 1月27 • 28 B (9月27.28日)五領共和会 法信寺住職により読経。参詣者により大きな数珠を廻しながら念仏を唱える。 危機

35 17 ク 々 十二講 中山.新田.清水谷 2月12日、旧10月12日 清水谷組 十二神社に供物を捧げ、7戸の構成員が寄り集い食事をとる。 順調

36 8 ク ク 落岩講 中山.新田.清水谷 3月15日、旧10月15日 清水谷組 中山古城(落岩)の城明神の石宮を祀ったものが落岩講である〇明治の頃からの伝承だが、現在は7戸の家で石宮に供物を捧げ食事をとる〇 順調

37 8 ク ク 弘法様 中山.原.谷地 3月21S • 9月23日 谷地組 弘法様舎屋で行われる祭り。昭和初期までは原全体の祭りであったが、戦時中中断され、復活したものの周辺の家11戸のみの祭りとなった。 危機

38 8 ク ク お天狗様 中山.本宿.清水谷 4月8日.10月8日 2区(本宿)信徒 迦葉山講との関連で、天狗大明神が祀られた〇法信寺住職による祈祷後、振舞いがある。かっては露天商も出た〇 順調

39 28 ク ク 祇園祭 中山五領 7月下旬の土.日(7月25 H)五領共和会 神事の後、子供.大人の神輿が集落内を練り歩く 〇 順調

40 19 ク 々 百八灯 中山新田 8月160 (9月16日) 百八燈は迎え盆に行うのが一般的だが、新田では送り盆に行う。墓から家までの道々に百八本の篠竹に蠟燭を挿し、点す。 順調

41 17 ク ク お十二様 中山判形.向井 11月11.12日2月11.12日 向井判形組 廻り番の宿に山の神の掛軸をかけ、供え物をする。次の日は道具休めで山仕事はしなかった。 順調

42 8 ク 尻高村 不動様祭 尻高戸室 1月27.28日 氏子会 10日に不動籠りを数人で行い、当日は不動様を拝んだ後、食事をする。不動様は火ぶせの神なので、火を扱う女性が主に参拝に来る。危機

43 26 ク ク 金甲稲荷祭 尻高関田 2月10.11日(2月初午前日、当日)7区(関田) 関田稲荷神社での神事後、山車に子供がお囉子連としてのり、地区内を引き回す。 盛ん

44 26 ク ク 初午祭 尻高北之谷.熊野 2月10 •11H 10区、11区住民 北之谷稲荷に供え物をし、福引等を行う〇 盛ん

45 28 ク ク 祇園祭 尻高火のロ 8月第一日曜(8月1日).火のロ同会 神事の後、神輿をかっいで集落内をまわる。 順調

46 8 ク ク 薬師様 尻高北之谷 11月1日、5 B 北之谷地区 夕方から、囲炉裏に炭火をおこし、電気のない暗い部屋でローソクを灯し、来客を迎えて食事をする。 危機

47 8 中之条町 中之条町 秋葉さま 伊勢町只則地内 1、月7日 祭典幹事だけでお祭りをする。

48 22 々 ク ドンドン焼き 西中之条 1月14日 " 西中之条講中 小正月の行事として、門松を集めて燃やす。

49 22 ク 々 鳥追い祭り 西中之条 1月14日 ク

50 22 ク ク ドンドン焼き 伊勢町只則地内 1月14日 只則講中 昔は子供中心で行っていたが、区で行うようになった。

51 8 ク ク 不動祭り 青山染川宅内不動 1月28日 世話役4人回り番 2寸くらいの石の不動が本尊。婦人が主に参拝し、赛銭として菓子類をもらう。

52 17 ク ク えびす講 中之条 1月20S •11月20日 今は目だって行われていない。

53 17 ク ク えびす講 西中之条 1月20H •11月20日 今はあまりやらなくなった〇

54 26 ク ク 亀石稲荷祭り 市城講員の家 2月11日 六人で講をつくる。 宿は持ちまわり、2月9日は供え物っくり。10日は女が稲荷宮の掃除。11日は祭日。夜は庚申講で掛軸を飾る。

55 26 ク ク 稲荷祭り 青山原の稲荷のお宮 2月11日 1年交代で世話人 参拝者はお賽銭、甘酒を振舞う。宮崎神主が拝む〇

56 26 ク ク あさ山大黒天まつり 西中之条 2月11日 西中之条講中 ミニ市がでたり、くじ引きを行う。

57 26 ク ク 稲荷様まつり 伊勢町 2月11日 伊勢町講中 塚間の稲荷様でお祭りをする。お札.ハタを参拝にきた人にくれる〇神主もたのむ〇'

58 8 ク ク 観音祭り 青山円通寺跡の観音堂 3月下旬の日曜日 青山講中 宗福寺の和尚が拝む〇各戸で福引を出す〇

5917 ク ク 地神講 伊勢町 春秋の社日の日 講中 宿に集まり掛軸を掛け、拝んで酒食をともにする〇 20人ほど〇

60 17 ク ク 十二講 伊勢町 4月第1日曜日 講中 昔は2月1日であった〇神主に来てもらい、宿(回り番)で酒食をともにする。五良明神も一緒にお祭りをする。

61 17 ク ク 太子講 伊勢町 4月20日頃 講中 宮は吾妻神社の南、名久田川の崖中〇代参の後、全員集まりお札を配り費用を集める。代参の前後におたきあげ。

62 28 々 ク 天王祭り 青山永井正巳宅 7月21日 以前は子供たち青山講中 かっては、子供たちが宮を担ぎ、各家を回り、太鼓をたたきお払い。現在は地内を回らない。

63 28 ク ク 祇園祭 中之条 8月1日 中之条講中 昔は6月だったが、農繁期のため8月1日に変更されている。

64 28 々 ク 祇園祭り 伊勢町 9月第1土 •日曜日 伊勢町講中

65 8 ク ク ニ十三夜講 伊勢町 毎月23日 講中(女'性) 以前は太陰暦の23日に宿に集まり歓談して月の待ちで全員で月を拝んで解散。現在は太陽歴。4 •10月大祭。

66 8 々 ク 三峰講 伊勢町 講中 9戸(上6下6)、代参4人、行く前に古いお札をおたきあげする。帰ってから代参、お家に集まり札を配り、歓談。

67 8 .ク ク 秋葉山 青山 毎月7日、5〜8月は農繁期で休5〜9人ほどのグループ 秋葉尊や秋葉神社と記す掛軸を拝み、線香を立てる。飲食や世間話をする。

68 22 ク ク ドンドン焼き 横尾名久田.竪丘.長石.長久保 1月14日 各組単位___________________________________________________________________________________________________________________________

69 8 ク 々 秋葉さま 横尾長久保 1月24日頃 長久保中 神官による社前祭後、厄年の者による清酒等の配付。 



7017 中之条町 名久田村 地神様 横尾栃瀬 3月と9月の社日 有志3戸 掛軸を飾り、地神を祭る。_______________________________________________________________________________________

71 8 々 石食稲荷祭り 横尾山中 4月9日頃 高津.長久保全域 太々神楽奉納、福引。

72 8 ウ ク 八幡様 横尾八幡神社跡 4月15日頃 八幡•西久保•上の原中神を祀り、直合を行う。

73 8 ク 大日如来まつり 横尾八幡神社跡 4月18日頃 栃瀬中 五色旗を立て、戦死者供養。輪番宿で掛図を掲げる。

74 8 ク ク 薬師様 横尾長久保中 4月29日 長久保中組 大般若の日に代表2名(輪番)が赴きお札を受けて帰り全戸へ配る。

75 17 ク ク 十二講 平宇妻 1月11日 宇妻有志 お日待ちにつき11日に行われる。宿は講中各戸巡回。

76 22 ク ク ドンドン焼き 平宇妻.2区.3区.4区 1月14日 各地区単位 __________________________________________-____________________________________________________________________

77 8 ウ ウ 三峰講 平宇妻 1月19日 宇妻有志 お日待ち。

78 8 々 ク 不動様 平3区.4区 1月28日 婦人有志 長晃山の涌き水へ水貰いに登る。

79 26 ク 々 稲荷様まつり(初午) 平宇妻 2月11日 宇妻中 1戸1人が出てかさぼこを作り灯籠をたてる。

80 26 ク ク 稲荷様まつり 平 2月11日 世話人8人 平稲荷神社例大祭。平の3 - 4区で祭る。宵に行灯5〇個を奉納する。幟を立て、太鼓を奏す。

81 8 ひ 毘沙門天祭り 平堂の庭 春分の日 平中•総代及び世話人 大般若の後、平獅子舞を奉納。____________________________________________________________________________________

82 8 ク ク 不動様のまつり 平宇妻 3月28日 宇妻中 参拝人に赤飯.酒を呈す。______________________________________________________________________ _______________

83 8 ク 観音様の祭り 平宇妻.白井沢 4月18日 白井沢 供物を捧げ、参拝者には赤飯を振舞う。

84 17 ク 十:二神 平遠望山山頂 9月19日 平中 供物.赤飯.清酒を捧げ、登山道に添い糸を張る。

85 8 ク ク しょうぼう講 平宇妻 12月5 EJ 宇妻有志 現在講中3名、各戸輪番。毎回膳立てをし、小豆粥を食す。「しょうぼう」の意味は不明。

86 8 西向き観音祭り 大塚西向き観音 1月18日 大塚の区長、祭り世話人 昔は若者が音頭をとる。寄付を出し、くじ引きなどもある。_________________________________________________________

87 8 ク 々 十二講と祭り 大塚十二さん参道.境内 2月10日昼と宵 竹貝戸集落の人 以前は毎月宿持ち回り、神楽.相撲をした。今は年一度、2月10日、昼は境内で飲食、夜は参道に行灯を灯す。

88 8 ク ク 越尾不動祭典 大塚不動堂境内 4月と9月の28日(今は近い日曜日) 9区区長、班長8人 新潟県の菅谷不動を勧請。以前は獅子舞もあり。お経の後、くじ引きや飲食。

89 8 々 ク 八幡神社の祭り 大塚八幡神社境内 10月10日前後の日曜日 11区 秋の道普請終了後、幟、太鼓。

90 8 ク ク 塩釜さんの講 大塚竹貝戸 月末の都合の良い日 竹貝戸の3軒で講 女性の講。以前は隣村尻高の人も参加。茶菓子と雑談〇

91 26 ウ ク 稲荷様 赤坂12区.13区 2月11日 12区.14区 幟を立て、懇談。_______________________________________________________________________________ __ _____________

92 29 ク ク 天神講 赤坂釜渕 2月25H 釜渕17戸 講中17戸より輪番宿に集合、供え物の後、懇親。 ________________

93 8 ク 薬師様 赤坂薬師堂 4月8日 下赤坂(12区)42戸 ご馳走持参し、懇談。百万遍の数珠•古文書保存。__________________________________________________________________

9417 ク 々 十二様 赤坂13区 4月12B •10月12日 13区 寄付を募り、供え物をして祭る。福引を行う。 ______

95 8 ク ク お天狗様 赤坂12区天狗社前 4月15日 下赤坂(12区) 神主を招いて祀る。後、懇親。____________________________________________________________ _____________________

96 8 ク 々 お日待ち 赤坂釜渕 5月10日 釜渕17戸 供え物をし、輪番宿に集会し、釜渕の神を祀り、懇親する。

97 8 ウ 庚申講 赤坂中組輪番宿 当番宿主にて日時を決める 中組6戸 当番宿にて懇親。______________________________________________________________________________ ________________

98 22 ドンドン焼き 栃窪前新田.中村.稲荷穴g 新田.中村)前新田4戸.中村8戸.稲荷穴3戸 ____________________________________________________________________________________________ ____一

99 8 ク 十王堂供養 栃窪中村 1月16日、8月16日 世話人 お堂の清掃と供養のお祈り〇______________________________________________________________________________________

10017 ク ク 地神様 栃窪稲荷穴 3月社日、9月社日 稲荷穴3戸 掛軸を掛け、夜のお祭り〇昼間、地蔵に赤飯を供える〇_____________________________________________________________

101 8 ク 秋葉さん.天神さん祭り 栃窪ハダカヤ山頂 4月1日 栃窪全戸15戸 秋葉山；山頂にボンデン立て、天神さん；福引あり、1戸3点奉納〇

102 22 ク 伊勢村 ド¥ ロクジンまつり 五反田 1月14日 各小字ごとの道陸神組 __________________________________________________________________________________________________ 順調 _____

103 8 ク ク 観音様まつり 五反田 3月17日(中組)3月18日(上組)中組.上組 __________ . ________________碩調 ______

104 8 ク ク 十日夜 五反田 旧1月10日 十日夜

105 8 ク 親都神社のまつり 五反田親都神社 5月5H 五反田村中 伍長組単位で行う。



106 8 中之条町 伊参村 金神様 五反田 1月 馬込組 春の道普請後、ボンデンをたてる。

107 8 ク ハバキヌギ 五反田 11月23日 伍長組

108 24 ク ク 念仏講 五反田 葬儀の夜 伍長組

109 8 ゥ ゥ 不動まつり 五反田滝山の不動尊 春秋2回 上組 地神講ごとに。

110 8 々 庚申講 五反田 庚申の日 庚申組 毎年代参あり。

11117 ク 地神講 五反田 社日の前日(2回)

112 8 ゥ 三峰講 五反田 4月 間か組•大久保組•嵩山組

113 8 ク 秋葉さま 五反田 春秋2回 馬滑組

114 8 ク ゥ 薬師様 五反田 旧10月10日を中心に7 U 下組

115 8 々 々 お日待ち 五反田 春秋2回 上組

116 22 ゥ ク ドンドン焼き 岩本各地区 1月14日 各区ごと

117 8 ク ', 初不動まつり 岩本高樅不動さん 1月28日 上之台•高樅計35戸 清晃寺の和尚さんにお経をあげてもらう。

118 8 ク ク 子育地蔵のお祭り 岩本上組地蔵堂 2月24 ロ 信仰者 地蔵堂に集まり十三仏の掛軸を掛け、お経をあげていた。現在は中止。

119 24 ゥ ゥ てんどう念仏 岩本上組地蔵堂 春彼岸中日 信仰者 地蔵堂に集まり、お経をあげていた。現在は中止。

120 8 ゥ 薬師様の祭り 岩本寺尾 4月8H 寺尾全戸8戸 現在法印さんはたのまない。

121 8 ク ク オロクブさんの祭り 岩本胡桃田 4月8日 下久保 福引あり。

122 8 々 々 御嶽さんの祭り 岩本高樅地内 5月5日 上組,下組 お宮の前で神事とボンデン立て。福引きをヒ組.下組交代で奉納。

123 8 ク ク 八坂神社.三峰神社祭り 岩本お天狗やま 5月5日 3区全戸45戸 神主による祈祷〇以前サンテイサンとも呼ばれ、お産の神として拝んでいた。

12416 ク ゥ 石尊さん.お雷電さん祭り 岩本上組地内山頂 8月7日 祭幹事と上組有志 石尊さんまでの道の草刈とボンデン立て、お衣がえ。

125 8 ク ゥ 不動さん祭り 岩本高樅不動さん 9月28日 上之台.高樅計35戸 清晃寺の和尚さんによる祈祷。

126 8 諏訪神社献穀祭り 岩本諏訪神社 11月27 ロ 岩本氏子 神事後、上組は個別に米を献穀、屮.ド組は祭り幹事がまとめて献穀。

127 22 々 々 ドンドン焼き 蟻川各地区 ' 1月14日 各地区単位

128 26 ク 々 稲荷祭り(初午) 蟻川大倉岳.池田 2月11H 行沢•大倉岳.百々•池田 拝礼後、境内で福引、各戸5点奉納。 ,

129 8 ク ク ねはん会 蟻川會沢地内 2月15日 蟻川姓の12戸 ねはん絵の掛軸を掛け線香を立てて拝む。宿振る舞いで直会、ャシャウンマ(コネモチ)を供える。

130 8 ゥ ゥ 愛宕さんの祭り 蟻川倉沢愛宕山 2月24日 倉沢組19戸 祭典と神事。

1318 ゥ ゥ 秋葉さん祭り.金毘羅山祭り 蟻川蟻越.大亀 3B10日前後の日曜日 大亀組15戸 金毘羅山は山の中腹にあるため、若者がごへい•しめをもって山に登る。

132 8 ク 々 秋葉さん祭り 蟻川錦戸 3月15日近くの日曜日 東二組全戸 神事後、福引1戸3点奉納。1年おき。

133 8 ク 塩平観音お祭り 蟻川塩平 3月17 Hに近い日曜日 塩平8戸.割石8 n お坊さんが来て祈祷。

134 8 ク 々 蚕影さん.お雷電さん祭り 蟻川宇原野地内 3月23日に近い日曜日 宇野原16戸 蚕影さん；3月23日、お雷電さん；4月25日だったが、現在は一緒に。ボンデンをもって蟻川岳雷電宮に登るc

13517 ク ゥ お十二様祭り 蟻川行沢地内 4月12日 行沢4戸 しめ縄.ご幣束を新しくして拝礼。

136 8 々 ク アレーター(荒板)観音さん蟻川富士沢 4月18日近くの日曜日 東二組全戸 祈祷後、福引1戸3点奉納。1年おき。

137 8 ゥ 権現さん祭り 蟻川蟻越 11月10日前後の日曜日 大亀組'

138 8 ゥ ハバキヌギ 蟻川大亀.池田.倉沢11月10日〜20前後の日曜日 各組

139 8 ク 熊野神社献穀祭 蟻川熊野神社 11月280 蟻川.大道氏子 献穀玄米(ウルチ)1升、全戸164戸___________________ j^_

140 8 ク ク 庚申祭り 蟻川宇野原 年6回 講に入っている家 掛軸を掛け、うどんを食べる。

14122 ゥ ドンドン焼き 大道.囀石.行沢 1月14日 各組単位



14217 中之条町 伊参村 地神様.社日のお日待ち 囀石 3月の社日 囀石全戸7戸 3月に社日前夜、宿順番で夕食後掛軸を掛けお祭りをする。

143 8 ク " 十二講.お日待.ち 大道長坂 4月11日 長坂全戸3戸 お十二さんが2体あり。宿は順番でしめ縄を張り(2ヶ所)、お日待ちをする。

144 8 ク 八坂神社のお祭りとお日待ち 大道 5月3日 大道組 お日待ちをし、獅子舞を奉納する。______________________________________________________________________________________

14517 地神講.社日のお日待ち 大道長坂 9月の社日 大道16戸.長坂3戸 掛軸を掛け、お祭りをする。______________________________________________________________________________________________

146 8 々 " 天狗講 大道 12月10日 大道全戸16戸 石宮2ヶ所にボンデン2本を立てる〇ご幣束を新しくして祈祷してもらう。

14717 ク 沢田村 高沼山入り 山田十二社 1月3日 高松講中 高沼.畑沢十二社参りを行い、山仕事の安全を祈る。

148 22 ク ク 大竹ドンドン焼き.鳥追い祭 山田邑中 1月14日 大竹講中 山車を引き、鉦太鼓を打ち村中の厄除けをし、河原堂に集まり打ち上げる。同じ日にドンドン焼きも行う。

149 8 ク 々 高沼火事祭り 山田 1月20日(山田組)12月20日(関組)町田組.関組 女祭りで、組別に寄り合い火の用心を申し合わせる。

150 8 大竹五社祭 山田表組.中居.下組2月1日(表組.中組)2月2日(下組)祭組 各戸年番で賄い(宿振る舞い)、神官を頼んで参拝。_______________________________________________________________________

151 3 ク 中島天狗祭 山田天狗社 2月卯日 10戸 梵天を掲げ祭り、お参りをする。

152 8 ゥ ク 庚申講 山田 2月.11月 2戸 講組が減ったため、年2回のみ行われている。

15316 ク 々 上の中泉源祭 山田下山田年番制宿 3月10日 祭組14戸 泉源様を祭り良質の涌き水あり、流れを神沢と呼ぶ。下流の住民、水を感謝して社建立。当たり日にお祭りを行う。

154 8 ク 観音祭 山田善福寺境内 3月18日 檀家全戸 納経後、福引あり。_______________________________________________________________________________________________________

155 8 大竹毘沙門天祭 山田中島毘沙門堂 彼岸 祭組29戸 当たり日に納経、祭組講員集い酒宴す。春秋彼岸念仏講。戦後は春彼岸のみとなる。

156 8 々 ク 加性薬師様祭 山田加性薬師堂 彼岸 祭組10戸 薬師如来木像 永禄3 (1560)年3月24日。堂において行われる。 ______________

157 8 ク ク 上養天狗祭 山田上の山天狗社 4月1日 祭組12戸 昭和4年、天狗社建立。有志I2名石社に刻す。当日梵天を掲げ組員集いお参りを行い酒宴を催す。

158 8 ク 中の組天狗祭 下山田天狗社 4月15F1 祭組6戸 祭組年番制で酒肴を調え、家内安全を祈る。_______________________________________________________________________________

159 8 大竹河原堂観音 山田大竹河原堂 4月18日 祭組25戸 各組員会費で運営。お参りに際しては供物が振る舞われた。A くは山車を引き馬追いの厄払いが行われた。

160 8 ク ク 高沼大師講 山田高沼大師堂 4月20日 高沼全戸 祭り世話人を年番とし、お参りをする。古くは太々神楽の奉納もあった。___________________________________________________

161 8 ク 麻多利神祭 山田下山田旧社跡 4月24日前後の日曜日 下山田全戸 一区民全員集い花見の宴となる。村人の親睦を図るため古くから行われた行事である。

162 8 ク 渋沢不動祭 山田大竹渋沢不動尊 4月28日 祭組28戸 . __________________________________

163 8 々 大竹古峰講 山田 4月下旬 講組25戸 栃木県古峰神社参り。__________________________________________________________________________ _ _________________________

164 8 ク ク 弁天祭 山田清水弁天堂 5月4日 清水27戸 神官のお祓いを受け、清水集落中の祭り〇天明2年建立。全戸集い酒宴あり。

165 8 ク ク ハバキヌギ 山田各地区集会所 11月23日 下山田.大竹.清水.高沼 各集落ごとに集合し実施される〇 ______________________________________________________________________ __________________

16617 ク ク 地神講 折田 3月17日、9月23日 7戸、当番制 豊作祈願.感謝祭。掛軸。______________________________________________________________________________________________

167 24 ク テントウ念仏講 折田 彼岸中日 下折田13戸、各戸年番制 日の出より日没まで鉦を打って念仏を唱えてお互いの先祖を供養する行事。_________________________________________________

168 8 々 々 毘沙門さん 折田 4月13H •10月13日前後の日曜日 堂境内、祭組65戸 納経.参拝。肴を各自持参し、宴会。_____________________________________________________________________________________

169 8 ゥ ク 成田不動 折田 4月28日前後の日曜日 250戸 獅子舞を奉納、家内安全を祈る。4月28日大祭、折田全戸の祭りとなる。福引あり。

170 8 々 ク 天神講.御嶽講 折田 9月25日 中折田講中 道路清掃施行後、境内にて懇親会を行う。 ______________

171 8 ク 々 ハバキヌギ 折田 11月23日 上折田講中 豊作感謝の祭りを行う。_______________________________________________________________________ __ _______________________

172 8 ク " 森上才日待 折田 毎月14日 才日待組26戸年番制 組の親交を深めるため毎月集まり懇談する。 ______________

173 8 々 ク 森下才日待 折田 毎月14日 順番制 組の親交を深めるため毎月集まり懇談する。

174 8 ク 原組庚申講 折田 隔月庚申日前後の土曜日 講組20戸 ________________________________________________________________________________ _________________________________________

175 8 ゥ ゥ 永田組庚申講 折田 講月当日 講組5戸 ________________________________________________________________________________ •_____________________________

176 8 ク 庚申講 折田 当たり日 5戸_____________________________________________________________________________________________________________________

177 22 ドンドン焼き 下沢渡菅田9区 1月14日夜 上組.下組.加賀森.新道 各地区に分かれて実施。 



178 22 中之条町 沢田村 ドウロクジンまつり 下沢渡道祖神の十字路 1月14日i 中組(10区) 道祖神にシメを張り、酒を振る舞う。

179 22 ク ク ドンドン焼き 下沢渡金原 1月14日夜 金原と沢口に分かれて行う。厄年の人がみかんを配る〇

180 8 ゥ ク 地蔵まつり 下沢渡金原 1月16日、8月16日 世話人 世話人(祭り世話人)が交代でする。

18127 えびす講 下沢渡菅田中組 1月20日、11月20日 菅田(9区)中組(10区)各戸で実施。

182 8 ゥ 観音まつり 下沢渡中組の観音様 3月 中組(10区) 村中で赤飯を供える。ヤキマンジュウを子供たちにやる。

183 8 ク ク 観音まつり 下沢渡菅田千手観音 4月17日 菅田(9区) 参詣人に甘酒などで接待。婦人部が中心で出る。

184 26 ゥ ゥ 稲荷祭り(初午) 下沢渡諏訪神社 2月11日 下沢渡講中

185 8 々 不動まつり 下沢渡金原•原口 4月28日、9月28日 金原•原口講中 交通安全不動を祭る。20軒くらいの人が集まり3時より宗本寺の住職が各家をまわる。

186 28 々 祇園祭り 下沢渡中組 8月1日 中組(10区) 中之条10区と沢田10区の交流で、中之条祇園祭に子供たちが参加する。

187 8 ゥ 秋祭り 下沢渡諏訪神社 9月第2 土曜日 下沢渡講中 獅子舞をやり、下沢渡中をまわる。

188 8 々 ク ハバキヌギ 下沢渡金原 11月23日 金原組 2〜30年前までは実施していたが、今はやっていない。

18915 ク 道祖神祭 上沢渡沢渡温泉 1月14LI 区内2名祭典係 夕方正月松を道祖神前で燃やし、無病息災を祈る。蛇野より太鼓•鉦で各家路を鳥追歌を合唱、家内安全を祈る。

19015 ク 道祖神祭 上沢渡久森 1月14日 久森.前尻16軒 門松、ダルマ等を燃やし、無病を祈る。

1918 ゥ アキヤサン 上沢渡官舎山秋葉神社 1月24日、11月24日 6区内祭典係2名 早朝秋葉神を参拝、安全を祈る。

192 8 ゥ ゥ 薬師さん 上沢渡大岩諏訪神社 4月7日 氏子大岩祭典係 夕方祈祷し、安全を祈り茶会をする。

193 8 々 ク 薬師さん 上沢渡反下山 4月8日.10月8日 氏子 赤飯を炊き奉納、感謝をする。

194 8 ッ ッ 沢渡神社春•秋祭 上沢渡沢渡神社 4月14日、10月20日 6区内氏子

195 8 ク 々 おくまんさん 上沢渡蛇野熊野神社 4月14日、9月29日 蛇野氏子 ’年2回、五穀豊穣、感謝を祈る。会食.歓談をする。

196 8 ゥ ク ひめみやさん 上沢渡牧場姫宮神社 4月14日 牧場氏子 五穀豊穣、感謝をする。

197 8 ゥ 押野講 上沢渡大岩諏訪神社 4月15日 講信徒、大岩祭典係 諏訪神社参拝、茶飲•歓談をする。

198 8 大岩不動尊 上沢渡大岩不動尊 4月27日、9月28日 大岩区内 大岩獅子舞を奉納。会食•歓談をする。

199 8 ク 諏訪神社祭 上沢渡諏訪神社 4月27日、9月28日 大岩区内 大岩獅子舞を奉納〇会食•歓談をする。

200 8 ク 大黒天祭 上沢渡大岩 4月28日 大岩祭典係、講信徒 大黒天に感謝、祈祷をする。

20116 ゥ ゥ 石尊山 上沢渡久森 7月28日 久森•前尻16軒 注連縄を張る。

202 8 ゥ 秋葉山 上沢渡久森 9月27日 久森.前尻16軒 注連縄を張る。

203 8 ク ク 諏訪神社 上沢渡大岩諏訪神社 9月27日 氏子 五穀豊穣を感謝し、獅子舞を奉納。会食、歓談。

204 8 ゥ ゥ 庚申さん 上沢渡蛇野 庚申の日 蛇野9軒 宿屋で茶飲み会•歓談をする。

205 8 ク ゥ 甲子まつり 上沢渡反下 甲子の日(年6回) 反下4軒 甲子の日に当番宿で女性が会食•歓談。

206 22 ク 々 ドンドン焼き 四万 1月14日夜 各地区

207 22 ク ゥ 鳥追い 四万新湯.桐ノ木平 1月14日 新湯.桐ノ木平組 若衆が太鼓をたたいて鳥追いをする。

208 26 ゥ ゥ 稲荷祭り 四万桐ノ木平稲荷社 2月10日 桐ノ木平講中 子供に菓子、大人は新年会を含めて4常会の親睦をかねて行っている。

209 8 ク ク 白岩不動まつり 四万権現沢 4月 水まつりを兼ねて行った。水道の普及で中止。

210 8 ク '薬師まつり 四万 4月8日.10月8日 6常会

2118 ク ク 地蔵まつり 四万ガニ沢地蔵の祠 4月24日 12区 くじ引する。

212 8 ク 々 ハバキヌギ 四万貫湯平 11月23日 貫湯平組中 くじ引する。賞品あり。

21312 六合村 入山地区 おぼやしねい 入山引沼地区長の家 旧5月5丨j 引沼地区 区長があずき飯をふきの葉っぱにくるんだものを地区の子供たちに振る舞う。山と里の境と辻に供える。



21417 六合村|入山地区■［十二様 ■［入山田代原 p月8日 梨木.品木.田代原.京塚地区-4地区の人が集まり、田代原地区にある十二様のお参りをする。

'■一4 ク ク 十日夜 入山引沼地区内 旧10月10日 引沼子ども会 地区の小学生が中心となり行う。各家を歌を歌い、わら鉄砲を叩きながら回り、お金をもらう。________________________

216 29 赤岩地区天神講 赤岩地区公民館 12月25日 赤岩子ども会__________  中学生が中心となり、小学生、幼児を _____________________________________________

217 8 草津町 草津村 光泉寺花まっり 光泉寺 5月7〜8日 光泉寺世話人 __________ お釈迦様の誕生を祝う。 ___ ____________________________________________________________________ _______

2jg 〇〇 ク '/ 氷室の節供 西の河原公園 6月1日 氷室の節供実行委員会 天狗山の氷室から運んで来た氷でお糸をたて歌会を行う。 ________________________________________________

"一2 つ, ク 白根神社祭 町内各地区 7月17〜18日 各地区白根神社氏子 神社本神輿や各地区の神輿が町中に繰り出す。町民中心の祭りで、夜は湯畑に神輿が集まる。 _________

8 Z Z 草津温泉感謝祭 湯畑 8月1〜3日 草津式典保存会 丑湯祭りとして始められ、湯畑の温泉汲み上げの儀の後、分湯する。_________________________________________

2218 ク ク 金毘羅宮祭礼 金毘羅神社 8月10日 ____________________氏子________________________ _________________________________________

222 7 ク ク 鬼子母神八助稲荷祭り 日晃寺 8月20日 _____________________ 日晃寺総代、世話人-____________________________________________________________________________________________

22317 東村 東村 十二講 広場.中組 5月2日 広場中' 下中組全員 梵天を立て’飲食する〇 __ _____________________________________________________________

224 24 ク 高橋平五良の百万遍 五町田高橋平五良地区7月19日(10 8月1日) 高橋平五良地区 天正年間の平五良観音設立時より行われ、数珠玉約2〇〇個、 ___________________________________

225 8 ク ク 地神さん(地神講) 奥田下組 春、秋彼岸社B 下組有志5人 堅牢地神の掛軸にお供物。宿は回り番〇 ________ __________________________________________________________________________

226 8 々 ク 秋葉さん(お日待) 奥田下組 10～4月17日(かっては毎月)下組有志10人. 秋葉大神の掛軸に供え物。懇談。宿は回り番。-______________________________________________

227 8 々 々 あきやさん(秋葉信仰)奥田中組下 11～ 3月17日(かっては毎月)奥田中組下5戸 宿は持ち回り秋葉大神の掛軸を飾り、供え物をして、飲食する〇- ______________________________

228 28 吾妻町 原町 原町祇園 原町地区 7月25 H • 26 H 原町地区 原町の上之町区、下之町区、紺屋町区、新井区の四区で祇園執行。25日宵祭り、邪日には神輿巡行。______________________

229 29 岩島村 天神講 岩島根古屋 2月26日.27 H ______________________今度、小学生になる児童を集め、一夜中楽しく遊び、天神様を祭る〇 ______________

23〇15 ク '' っぢうだんご 岩島地区 11月30日 岩島地区 脱穀したとき集めた雑穀類(ッデウ)を粉にし、肝にしたものを神棚•座敷神等にカヤの先に刺して供える悪魔除け。 -

23122 蠕恋村 今井他 ドンドン焼き 各地区 1月14日.15日 各地区 _____________________________________________________________________________________________________________

ク かんじん棒 袋倉(上袋倉) 1月14日 子供会 ワラを編んだ棒状のもので「カンジン、カンジン」と言いながら家の中をたたき悪魔祓いをす____________________________

_233 22 ク ク かんじん棒 門貝 1月15日 • 子供会 _________________ 子供たちが各家庭をまわり、米やお金を集める。 ________________________________________________________________

234 22 I 舞い込めとだるま踊り 袋會(下袋倉) 1月15日 子供会 「福の神舞い込め舞い込め」と子供たちが--戸ずっ回り、だるまの面をかぶり踊り無病息災を願う。 __________

"一一,, ク 初午奴 袋倉 2月旧暦の初めの午の日 区 節分後、初めての午の日に五穀の神としての稲荷明神を祭り豊蚕を祈る。悪魔跋いの獅子舞も行う。_______

236 25 ゥ 鎌原神社例大祭 鎌原鎌原神社 4月30日〜5月1日 鎌原神社氏子 _________獅子舞の奉納及び各戸回りをして悪魔祓いを行う〇___________________________________________________________________

237 8 ク ク 天明浅間押し犠牲者の供養祭鎌原鎌原観音堂 8月5日 奉仕会 天明:1年の浅間山の噴火による犠牲者477人を弔う供養祭、 ________________________

"一g ～ ク 十日夜 西窪 10月10日 ワラの芯に「みようが.いもがら」を入れそれを縄で巻きそれで村中をたたいて回る。モグラを追い払ろ風習であった〇

\ 舞い込めと筒粥 大前 1月14日 子供会 夜半、子供たちが唱和しながら各家庭を回り無病息災を祈る。その時の奉納米で粥を煮て農作物の出来具合いを占ろ。____________

\ ク 大前神社祭 大前大前神社 5月1.2日 大前八十八夜祭典団 八十八夜の宵祭りと翌日の本祭りがあり、獅子舞は神社での奉納舞のほか、地_________________________________

24125 ク ク 大笹神社祭 大笹大笹神社 9月16 •17 H 大笹神社氏子 獅子舞を奉納し、各所で本舞を行う〇 ___________________________ ________________________________

242 24 \ 念仏講.回り念仏 各地区 農閑期海月1〜2回) 老人会等 各駆へ老女たちが各戸を回って行う。鎌原区では浅間押しの犠 ___________________

243 8 桐生市 桐生町 月例祭 御嶽神社 毎月9日の前の日曜日 講 供物を供え、講員で御嶽経を唱える。___________________________________________________________________

ー ク 八坂祭典(桐生祇園祭)八坂神社(本町卜6丁目)8月第1金曜日〜月曜日 惣七町祭典委員会 一金曜日から御神輿出御、宵祭り、御神輿渡御、本祭り、祝宴、御神輿鵬、お緬引継ぎ、,祝いで終了。___________

g 広沢村 金毘羅様のおまっり 広沢5丁目金毘羅宮 元旦、4月第2日曜 町会 新年御例祭、4月のおまっりとも、地区住民が社の前ド集合、 ____________________

246 26 ク " 初午 広沢町7 丁目山の稲荷3月の旧初午 町会 享和の大火が2月の初午の日だったことから、この日の山の稲荷にこもって祈願したのが____________________________

g 一,, ゥ 日限地蔵尊 寄居日限地蔵尊 4 .10月の24日に近い日曜日寄居地区住民 旗2本を立て、読経の後、参赭には御姿(地蔵尊を描いた版画)•ごふう(半紙でくるんだ據子)を配る。_______________

: ク 天王祭 寄居地区石宮前 7月20日に近い日曜日 寄居地区住民 石宮とその隣に3っある庚申塔の前に斉竹をたて、祝詞をあげ、地区の無病息災を祈願_________________________________

249 8 々 " 一本木祭り 広沢町7 丁目東澤寺 8月23、24日に近い日 @7会 八坂神社のお祭り、東澤寺の地蔵盆を統合。お札を焚き、翌日神輿の渡御。



250 8 桐生市 広沢村 薬師講 後谷薬師堂 10月15日前後 後谷薬師講 夕方6時頃、薬師様の御堂に集合し、十三仏を唱えた後、直会。

251 8 ク ク 庚申さま 宇西 12月中旬ころ 字西地区住民 庚申塔に行き、おさご(米)と線香をあげて拝む。宿(当番)に行って掛軸を掲げ、供え物をしてお参りする。

252 8 ウ 梅田村 観音様まつり 浅部観音堂 1月16日、8月16日 梅田2 丁目の7組合 7組合が交代で当番。しのに旗を立て、お供えをする。

253 8 ク ク 庚申さま 宿 庚申の日 天神組(組合) 宿に集まり、庚申の掛軸を掲げ、供え物をしてお参りし、各人願い事をする。2 - 3年前から中断。

254 28 ク ク 天祭り 穴切八坂神社 3月第1日曜日(以前は7月15H)穴切組合 宿(当番)が精進料理.一升搗きのお供えをする。八坂神社の石宮に集まり、供物を供える。

255 3 '、 ク ぼんでんまつり 山の石宮 3月第1日曜日 ノ原組合 ぼんでん2本をあらかじめ作っておき、登り口にぼんでんを立てる。石宮の前の木と木の間にシメ縄を張り、拝礼。

256 28 ク 々 天祭り 大神宮さま 3月第1日曜日(以前は3月3日)前東組合 当番が供物を用意し、拝礼。直会〇この時供えたおさごを妊婦に配ると、お産が軽く済むという。

257 28 ウ ウ 天祭り 皆沢地区 3月第2日曜日 皆沢組合 集会所で宮司に書いてもらった御札を篠に付け、各家の耕地に立てる。

258 8 々 ク 愛宕さまのおまつり 愛宕神社 4月3日(節供) 梅田町6組合 6組合が交代で1年ごとに当番。山に登り、石宮に幣束などの供物を供え、拝礼。

259 8 ウ 々 雷電さまのおまつり 雷電石宮 4月10日前後 小谷戸(組合) 石宮にお供えと御幣を供える。

'260 8 々 ク 弁天さままつり 弁天様 4月153 弁天様の近所有志 供物やろうそくを持って石の祠へ行き、御供えをして拝礼。女の子が健やかに成長するよう祈願する。

261 17 々 ク 山神まつり 山神神社 4月15日に近い日曜日 石鴨4組合 7軒で行う。根本山神社奥の院や十こ社など50社に御幣と御神酒を手分けして供える。

26217 ク ク おしょうじん(山の神祭り)山神神社 4月第2日曜日 中村(組合) 7軒で行う。2人づつ組んで、手分けして山神神社19社と庚申塔2か所の計21社に参拝し、御幣、おさご、煮干し、御神酒を供える。

26317 ウ 山神さままつり 忍山、山神の石宮前 4月第3日曜日 忍山氏子 お供え(2段のもち)•赤飯等をそなえる。

264 8 々 ク 庚申さま 上ノ原 春(4月下旬)秋(10月中旬) 上ノ原上組合 宿(当番)の人が、庚申塔にうどん•酒•団子などを供える。

265 8 々 ウ 庚申さま 宿 年に2回春•秋(以前は年4回)東間谷戸組合の有志 交代で宿をっとめ仏の掛軸を掛け、御膳に供物を用意し、灯明と線香を用意する。

266 8 ク 大黒さまのおまつり 大黒さま石像と社務所 5月第1日曜日(以前は八十八夜)金沢組合 三峰さまと山の神などの祭り統合。供物を供え、三峰や山の神の石宮まで登り、参拝。

267 8 ク ク 大杉さま 大杉神社 8月第一日曜日(以前は7月230)大杉神社氏子 前日にノ衡«じめ作成。集落の境界に張る。祝詞をあげ、玉串奉奠。疫病除を祈願する。

268 8 々 ク 観音堂まつり 忍山、観音堂内 9月 3〜5年毎に行われる。うどん•煮物•御神酒などを供え、お経をあげてもらう。

269 8 ク 々 薬師ごもり 馬立集会所(元薬師堂)〇^月) 桐生川の西側集落 8時ころ、団子•煮物.花•線香.灯明をあげて除病•健康祈願を行う。

270 8 々 ク 庚申さま 宿 10月か11月の都合の良い日 細谷戸 7時に集まり、用意された掛軸と御膳にうどんや料理.酒を供え線香を考にる。

27117 ク ク 山神さまのおまつり 山神石宮 10月10日前後 小谷戸(組合) 石宮にお供えと御幣を供える。

272 8 ウ ク 庚申さま 宿 11月23日(以前は4回) 中井組合 供物をし、拝礼、飲食。 '

27317 々 川内村 山神さまのおまつり 大上組合 4月第3日曜日 大上組合 山神宮の前に参集し、供物を供え、お参り。

274 8 ク 々 阿弥陀さまの供養祭 三J'目 5月中の日曜日 奉讃会 弥陀三尊像*g：しん粉と白玉粉で作った団子を供える。

275 8 ク 薬師堂祭典 勝島薬師堂 7月第1日曜日 勝島薬師講 男性は行灯を用意し、街道沿いに並べ、女性は団子の用意。祈祷後、お詣り、数珠繰りが行われる。

276 8 々 ク 観音さまのおまつり 駒形子安観音 8月17日 大上組合 お堂に集まり、馬頭観音にお詣りをした後、直会。点されたろうそくは安産のお守りとされる。

277 8 ウ 名久木観音さまのおまつり光源寺 9月10日が当たり日 五丁目第4町会 前夜祭では、お経の後、法話。護摩修行の後、直会。

278 8 々 ク 庚申待 iT目第三町会 庚申の日 庚申講員 青面金剛像の掛軸に供物と線香を供える。飲食、歓談。

27917 " 菱村 山神さまのまつり 山神の石宮 2月第1日曜日 f小友(•.中.下組合)ボンゼンを作り、仮宮で拝礼し、供物を供える。山の安全.風水害除け•火事除けなどを祈願。

280 26 ク ク 灸天稲荷の初午のおまつり 灸天稲荷社 旧初午に近い日曜日 和田.小此木.久保田家3家で会費を出し合い、回り番で癡番となって準備。参拝者は一対のオビヤッコ(御白狐？)を奉納し、お参り。

28128 々 " 天祭り 宿 3月第1〜3の都合の良い日曜日 上平下組のうちの元農家12軒小麦粉を5合くらいずつ宿に持ち寄りうどんを作る。床の間に小さな机を置き、供物を供え、床の間に向かい拝礼。

282 8 ク ク 観音様のおまつり 小雀観音 春の彼岸 観音近くの7 - 8軒 小雀馬頭観音と書かれた幟旗を2本立てる。供物を供え拝礼。御札と赤飯等を参拝者に配る。

283 8 ク ク 不動さんのおまつり 不動 4月第1日曜日 菱町5 丁目.梅田2 丁目住民 供物を供え、読経をする。病気平癒を祈願。

284 8 ウ ク 雷電さまのおまつり 雷電神社 4月第1か第2日曜日 雷電神社氏子 梵天を作り、供物用意。頂上で梵天を松の木に縛り付け、拝礼。その後、直会。

285 8 ク ク 子育て観音のおまつり 子安観音堂 4月第2日曜日 茂倉.籾谷地区 供物が供えられ、読経。子供の健康祈願。



286 8 桐生市 菱村 雷電様のおまつり 雷電神社 4月第3日曜日 上小友(3組合) ボンゼンを作り、山の石宮へ行き、 _______________________________________

\ お釈迦さまのおまつりお釈迦のクボ(釈迦の像前)5月第2日曜日 茂倉.籾谷駆 1時間ほど山を登り、釈迦のクボまで行く。供物を供え、全員で拝礼。 __________________

"—3 ク ク 横神さまのおまつり 栲機姫神社 7月第1土曜日 菱織物協会_____________幟旗2本設置〇神事、直会を行い、御札を配 _____________________________________

"一\ 石尊さまのおまつり 石尊神社 7月最後の日曜日 引田.小松組合 八坂神社のお祭りと統合され現在は天王様のお祭り。御幣.梵天を木__________________________________________

"―g 蔵さまのおまつり地蔵の前 8月最後の日曜日 上平(上.下組) 旗を参道の両脇に立て、供物を供える。和讃も行われ、参拝者は拝礼し、___________________________________

"一g \ 産土さまのおまつり—産土組合 10月第1日曜日 引田組合 男性だけ石宮に出向き、拝礼。供物を供え、御神酒で乾杯。後、 ___________________

292 22 道陸神 道陸神 10月の日曜、各家の都合の良い日道陸神の近所5 - 6軒 道陸神にお供えをあげ、拝礼する。不自由な足を直すことや健康を祈願。________________________________________________

H薮塚本町薮塚本町蚕影祭り 湯之入 1月1卜16日 ________________________  1月14日の朝に山から採ってきた山桑 ___________________

294 28 ク ク 大原祇園祭 大原中町 7月最後の日曜日 大原5区 _____________屋台が出てお囉子を演奏〇 ______________________________________________ ____________________________________

295 8 々 々 新海霊神(御嶽様)例祭寺下.杉塚新海霊神 11月第1月曜日 __________________________春と秋の例祭にひよっとこ踊り_____________________________________________________________________________________

風の神送り 湯之入 12月31日(12月15日) 湯ノ入育成会 夕-ラペシという俵の蓋をつないで、幣束を立ててその回りを四方旗(風の神)で囲み、風の神送りと唱ぇながら駆内を-巡する。  _______

木崎町 地蔵盆祭 木崎橋下長命寺門前 8月23日 色地蔵奉賛会- 地蔵堂.本尊様 __________________________________

298 8 ク ク 八幡神社例祭 赤堀 10月15日 神主.氏子が参拝の後、獅子舞奉納、村内を _____________________

■^7^ ； おぎよんまつり(祇園)金井 7月25.26日 育成会.子供会 _神輿をかついで回る。獅子頭は3体 __________________________________

"一8 Z 醺祭 花香隊 8月上旬の日曜日 体協.育成会 子供会の鼓笛隊とリヤカ-に乗せた神輿を引きまわす。お札は諏訪神社真_____________________________________

"一乞い天王様 大根大根神社.矢太神沼不定期 大根神社氏子 日照り続きの時期に真夜中に循を担ぎ出し大根神社東方約400mにある矢太神沼へ放りこむ。酗衢ったら沼から引き上げ、村中を担ぎまわ_________________

302 8 ク 生品村 観音講 村田4軒 1月20H • 2月節分.4月20日 四軒の曲輪 4月20日は大祭で、観音様を祀り、赤飯を炊いて飲食する。_______________________________________________________________

3〇3"-- - 鏑矢祭 布野井 5月8日 氏子総代会 以前は市野井の柿塚八幡で行われていた。今は生品神社で新田義貞の鎌倉幕府討伐にちなんで矢を神社で放つ。 _

H 祇園祭 市村神明宮 7月後半日曜日 神明宮氏子 ___________屋台でお囉子をしたり、余興で踊りを行い、最後にくじ引き______________________________________________

3〇5 28 ク ク 祇園祭 小金井 7月28日 ___________ 御神輿______________________________________________________________________________________

い_ 小金井般若高寺川分水地不定期 干天続きの時、八大龍王様と呼ばれた10cm足らずの小さい石片を高寺川の分水の箇所に持って行き水をかけて雨乞い____________________

～ ～ 觀不動 不定期 日照りが続くと棚の中に_位ある毅不動を呼ばれている像を三餓などに入れて若人がもむ。駆内を担いでまわる。粧鎌。 _

30815 尾島町 尾島町 獅子廻し 押切三柱神社 7月11:1 氏子 厄神除けを祈り、獅子頭の入った神輿のムラ回り。各戸の屋敷前に着くと神輿の ________________

H 欄祭— 尾島須賀神社 7月19.20日 町内’神社総代他 2日間にわたり、各町内会所に町全戸の人が集まる。八ヵ町を大_________________________________________

ひ 水神まつり 大館子鳴耕地及び同地先河原7月25日前後の日曜日 嶋耕地住民 大館には河岸があり、観は明らかではないが、水神祭とJ _____________

31117 々 ク 恵比寿講 尾島雷電神社 11月19 • 20 H 神社奉賛会.神社総代 神社奉賛会と商店会との合同祭。奉賛会はお参りした人にお札と育 ___________________

J ～ 7"鎮火祭 岩松八幡宮 12月15日 氏子総代 秋祭りの奉納の時に奉納された阿久津の獅子舞で使用した消炭を保管しておく。消炭に火をおこしてお札を炙り、各戸に配る。___________

■^133 Z 世良田村閻魔様 世良田閻魔堂 1月16日、8月16 口 南八区民 _____________ 万灯.辻灯を新しく張り替え、 ___________________________________________

31415 Z ナイダーナイダー 出塚大和神社(行者堂)7月1日 出塚木村地区 竹縄を数珠に見たてて、円陣を作り、左回りに3回「ナイダ' ナイダ-」と唱ぇながら回す。綱を切り、各戸に配る。__________________

31516 ク " 石尊様(アフリ(阿夫利))様世良田下新田会館庭 7月25日〜8月16日 下新田区民 八坂神社の祇園祭終了後、アフリ神社に燈 ________________________

"-g ～ ～ 義貞様 世良田総持寺 8月1日 世細上町•上緬.今井細義貞を祀った祭礼である。3駆の行司により義貞様と呼ばれる木像を本麵弥壇の廊下に据え置き、浦。____________

ク 雨乞い地蔵 世良田普門寺(地蔵堂)10月第3日曜日 下町区民 _____________ 「地蔵尊」の幟を立て、行灯を下げ辻 _______________________________

Z 栗がら薬師 粕川字本郷駆 11月上旬 粕川字本郷駆 供物を供えた後、読経。以前は-晩中栗がら(今は古材)を燃やし続けたが、今は係りの人 __________________

liT—太田市"―太田町 御嶽神社御筒粥神事 金山町御嶽神社 2月9日 御嶽神社氏子 大鍋に粥をつくり、すだれ状に麻で織られた長さ10cmの中空のヨシガラ33本を二つ折りにして入れ、粥の入り方で農作物の豊凶を占う。順調 _______

32012 九合村伊捕社弓引き 内ヶ島町伊勢神社 1月7日 伊勢神社氏子 神社境内にて、4〜6歳の男子が弓で矢を1本放ち、的の黒星を射る。子供の成長祈願を祈念して行われる行事。順調 _______

\ 沢野村 浅間神社初山参り 岩瀬川浅間神社 7月24日 浅間神社氏子 子供の無事成長を願い、1歳未満の子供をお参りさせる。参拝した後、額や着物のひもに神社の神印を押してもらう。 順調



322 1 太田市 沢野村 浅間様火祭り 古戸町長良神社境内 8月26日 浅間講社 境内にしめを張り、薪を中に山積みにして、祈祷の後、火をつけオタキアゲする。火難除けや安産祈願。 順調

323 26 ク 沢野村 冠稲荷神社初午大祭 細谷町冠稲荷神社 3月第3日曜日 冠稲荷神社氏子 獅子舞や厄除け稚児行列、稲荷神餅祭(神籤餅、ッジウ繭玉餅奉献、御弓奉射)などが行われる。 順調

324 28 ク 韮川村 祇園祭 沖之郷町地区 7月第2日曜6 沖之郷町地区 八坂神社の祇園祭で、式典の後、山車3台を地区内に巡行。祇園囉子を奉納する。 順調 市

325 1 ク 韮川村 浅間様火祭り 茂木町御霊神社 8月25日 御霊神社氏子 浅間様の境内にしめを張り、薪を中に積み上げ、祈祷の後オタキアゲをする。火難除けや安産祈願。 順調

32611 大泉町 小泉村 くがたち 上小泉社日神社 3 - 9月の彼岸に最も近い日曜日社日神社氏子 境内に大釜を据え湯をわかして熱湯を作り、笹の小枝を熱湯に浸して全身に振りかけ、人々の健康を祈願する。順調 町

327 23 々 ク 初山 Jk小泉浅間神社 6月1日 その年に生まれた赤ん坊の額に健康を祈願して朱印を押す。 盛ん

32815 ク ゥ 地蔵回し . 間之原地蔵堂 旧8月24日 地蔵堂年番 地区の無病息災を願って地蔵堂に安置される地蔵を軽トラックに乗せて地区を巡る。昔は年番が担いで回った。危機

32911 ク 大川村 つつがい 仙石神明宮 1月150 神明宮役員 茅を編んでスダレを作り、それを小豆がゆの中に入れ、米粒と小豆のつつに人った量で、その年に蒔く種を占う。 順調

33015 ク ク ささら 仙石神明宮 年6回実施 仙石ささら保存会 仙石地区の無病息災や豊作を願って行う獅子舞。年6回行い、うち1回は「村回り」といって地区内の全戸を回る。 順調 町

331 8 邑楽町 中野村 根本様のお祭り 中野前瀬戸宿 1月7日 前瀬戸宿地区 供物を根本様に供える。以前は4月15日と11月15日に栃木県の根本神社に参拝に行った。

332 24 ク ク 前谷の百万遍 中野前谷地区 田植え終了後 前谷地区 直径5cm くらいの数珠を安置し、念仏を唱えながら数珠を回す。5回数珠が回ると二手に分かれもみ合う。 順調

333 28 ク ク 天王の祇園祭り 中野 _元宿 7月14 •15H 天王地区 天王様の社殿にある赤.青の2体の獅子が天王地区の家々を回り悪疫退散のおはらいをする。 盛ん

33416 ク 々 十三坊塚の石尊様 中野十三坊塚 7月27日 十三坊塚地区 コウチの四辻に石尊様を祭る灯籠克てが行われ、灯明をあげる。疫病除けや精霊迎えをお願いする。 盛ん

335 23 ク 々 浅間様の火祭り 中野浅間神社境内 8_月21日 浅間神社氏子 薪.枯れ枝を境内に集め積み上げる。祈祷の後、点火する。氏子は護符と赤飯、燃えさしを1本取り家の入ゆロに置く。 順調

336 24 ク ク 鶉の十六夜念仏 中野鶉 毎月旧暦16日 鶉地区 仏画をかけて念仏供養をする。講員がそろうと20人くらい。 順調

337 4 ク 々 渋沼の花まつり 石打渋沼阿弥陀堂 5月8日前後の日曜日 渋沼地匡 ’花御堂を阿弥陀様の前に飾り、その中に釈迦の像を供え、甘茶をかけます。

338 8 ゥ 高島村 一本木の庚申講 藤川一本木 麦まき後 一本木地K 宿という当番の家に各家庭からもち米を持ち寄り、餅をつき、庚申様に供える。 順調

339 2 ク 長柄村 馬頭観音の祭典 狸塚馬頭観音 8月19日 狸塚地区 神輿の渡御、八木節の上演。以前は、農耕馬による競馬や相撲大会などを行っていた。 盛ん

340 8 館林布 郷野村 寄居の庚申様 寄居町庚申塔 11月最後の日曜日 庚申講員 寄居地区が東と西に分かれて行う。庚申様の掛軸を掛け供物を供え五穀豊穰を祈る。 順調

34124 ク 大島村 LW 金仏様の念仏 大島町山王の地蔵堂 毎月3日、13日、23日 念仏講員 山王の地蔵堂に金仏様と呼ばれる延命地蔵があり3のつく日に集まり、念仏を行う。 危機

342 23 ク 館林町 花山町の富士嶽神社初山 花山町富士嶽神社 4月30日〜5月11 富士嶽神社 初山を迎える子供が参拝し、額に丸い神印を押してもらう。 順調

34310 ク 赤羽村 駒形神社の弓取式 /赤生田町駒形神社 1月25日 駒形神社氏子 13年に1回、祭礼の当日流鏑馬を奉納する。的を鳥居の所に作り、参加者が弓矢でこれを射る。 順調

344 4 ク ク 子ノ権現様 赤生田町子ノ神社 3月15日 子ノ神神社 足の神様として良く知られ、足が強くなるようにと参拝する。昔は願いがかなった人はわらじを奉納し、今は金のわ_：変わった。 川頁調

34515 々 ク 夏越祭り 赤生田本町長良神社 7月30日 長良神社氏子 茅の輪を作り、参拝者は輪をくぐる。人形を川に流す。オンべと呼ばれる猿田彦の人形を集会所に詹€てお参りする。 順調

346 24 ク 三野谷村九夜様の念仏 A三林町十九夜堂 毎月19日 念仏講員 女人講として、安産.薄Fて祈願が多い。縁日の時はお堂の中に集まり念仏をあげた。数年前からやらなくなった。 危機

34712 板倉町 西谷田村十九夜様 除川 3月上旬 北尾コウチ内の女性 コウチ内の嫁や嫁いだ娘たちの安産を祈って行われる。十九夜様の掛軸を掛け、ロウソクと線香を絶やさず行う。 順調

348 22 々 大箇野村 どんど焼 全町内 1月15日 町内の行政区 正月飾り、供え物などを地域の子供を中心に集め、燃やし、正月神を送り、無病息災を祈る。 順調

349 4 ク ク 七夕の飾竹と馬 全町内 8月7日 各家庭 マコモから七夕馬を作り、吊す。七夕後、馬は子供たちが村落中を引いてから川へ流される。 危機

35015 ク 伊奈良村 夏越(輪くぐり) 板倉雷電神社 6月30日 雷電神社氏子 神社の一の鳥居に茅の輪を取り付け、人形を持ってくぐる。翌日に茅の輪を利根川本流に流し、その年の健康を祈る川頁調

35122 明和町 佐貫村 どんど焼 矢島大佐貫 1月の土 •日 各行政区 圧月飾り等を焼き無病息災を祈願。 順調

35215 千代田町 永楽村 不動尊大祭(庖瘡神様)千代田町赤岩光恩寺 3月28日 不動講 疱瘡様(現在も祭祀)の祭りから御本尊不動明王の祭りとして親しまれる。秘仏不動明王開帳、大般若あり。 盛ん

353 28 ク 々 八坂神社大祭 弋田町7月15日に近い日曜日 八幡神社氏子総代 _二の社が合祀して、夏祭りは八坂神社の祭り。かっては神輿と山車が出た。 順調

35417東村(勢多郡) 東村 ナニ様 草木字八沢 1月12日 ツボ(五軒) オシトギ.アキミスズ.トニ様等の旗を作りこれらを奉納し、当番の家で飲食する。

35517 ク ゥ 蚕影様 沢入字黒坂石 4月24 • 25日に近iMb-ロ 6軒 シメ縄を張り、のぼり旗を立てて、お参りの人に赤飯等を配る。

35617 々 山の神 沢入字東宮 5月第1日曜日 石材組合 東宮神社に供物を供え、神主に拝みお払いをしてもらい、御神酒をいただく。参詣者にぐしもちをくれる。

35715 ク ク 座間の草鞋 ク 6月15日頃 日枝神社氏子 各地区の役員の人が草鞋を作り、日枝神社のお札を付けて座間地区の入り"6ケ所につける。 順調



358 2 鮒(勢多郡) 東村 太郎神社祭 神戸 7月 太郎神社氏子 赤飯を炊き、子供たちは神輿を担ぎ神戸地区を練り歩く。 順調

35〇 〇8 ク ク 日枝神社夏怨り 々 7月25日頃 ク 各坪から男女2人ずつの当番が出て、赤飯を炊き、神前に供物等をして拝む〇 順調

36〇 8 ,, 庚申様 沢入字春胴見 庚申の日(11月か12月) ッボ(四軒) 当番の家に集まり、庚申様の掛軸をかけ、皆で拝んでから飲食する〇____________________________________

3618 々 ク 庚申笋 座間 毎年12月中 5軒の家で開催、現在は各家大人一人ずつ参加。一年を無事過ぎたことを庚申様に感謝し、会食。____________  順調 _______

36215黒保根村 黒保根村 桑ノ代十二山神社祭 八木原 4月12日 十二山神社氏子連 以前は講が組まれたが、現在はない。安産子育てを祈願する。____________________________順調_________

36317 ク ク 蚕影様のおまつり 栗門全戸 4月23日 栗門全戸 石尊山があって、山頂に石祠があり、順番の宿の人が赤飯を炊く〇___________________________________ ____________

364 8 ク ク 庚申講 高植 旧暦10月16日 高植組 床の間に庚申の掛軸を掛け、だんごが16、ご飯、うどん、おかゆを供え、飲食した〇 ¢5.______

365 22 々 々 諏訪神社の奉納子供相撲 城 8月下旬の日曜日 城子ども相撲保存会 以前は大人の草相撲として実施、現在は子供会育成会が核となり、子供相撲を行っている。_______________5^.______

366 30 ク 々 荒神まつり 八木原 秋の道普請の後 八木原地区 地区民はこぞって登山し、神事の後に宮の庭前で祝宴を張る。_______ __________  川頁__ ________

367 29 新里村 新里村 武井天竺天神講 武井天竺 1月5日 ____________________武井天竺地区 _____________________________________ ___________________________________________________________

368 8 " " 庚申待 各地 春を中心に一部秋行う _______________________________________ __________________________________________________________________________________

369 8 ク. ク 赤城の山開き 村内各地 5月8日 板橋.新川地区 コミネ峠をこえて大洞まで行った〇________________ __________________________________________

370 28 ク ク 新川宿天王様(祇園)祭 新川八坂神社 7月最後の日曜日 新川地区______________________________ ________________________________________________________________ _________________________________________

37128 武井赤城神社祇園 武井赤城神社 _8月1日 ____________________小林.武井地区_____________ _____________________________________ _______________________________________________

372 8 ク 複薬師縁日 山上西後閑 11月12日________________________________________________目の神様 ____________________________________________________________________________ __________________________________

37311 粕川村 粕川村 筒粥の行事 三夜沢赤城神社 1月14 •15 H 赤城神社氏子 筒の中の粥の入り方を見て作物の収穫を占う〇_________________________________ 順調_________

37415 ク ク 大視い 市之関住吉神社 6月30日、12月31ロ 市之関住吉神社氏子 カヤで輪を作り、鳥居の下に吊るし、拝殿にお参りを3回繰り返す〇 (6/30のみ)_______________________顧 _______

375 宮城村 宮城村 筒粥の行事 三夜沢赤城神社 1月14日.15日 神主.氏子 ゴンネギによって執り行われるもので、神主.氏子総代立ち会いのもと、ヨシを開き中に入っている米の量でその年の農作物の出来を占う。

------------------------- ：-------------------------------- --------------------------------- -- -—~TZ 二宮赤城雛と三夜赫鋤社の間を補が據するという行事。途中の近戸撒と龍柵倉御輿処で小

376 ゥ ゥ 御神幸祭 三夜沢赤城神社 4月.11月の取初の辰の日 神王.氏子 休止する、 __________________________ _________ ________________________________________________

377 ク ク 大祓い 市之関住吉神社 6月30 H •12月31日 氏子 和紙で人形をつくり、体の悪い部分をさすって川へ流すと体が良くなるという______________________________________________

378 28 大胡町 大胡村 八坂神社例大祭 大胡八坂神社. 7月最終土.日 大胡町青年会 神輿を出し、町内を練り歩く「天王様」と獅子を担ぎ、練り歩く ______________ 盛ん _______

379 22富士見村 富士見村 どんどん焼き 梶谷 __________________  1月14.15日 _________ 子供会等 だる ____________________________________ _______

380 8 " ゥ 山開き例大祭 大洞赤城神社 5月8日 赤城山の山開きの行事。 _____________________________ 順調________

38128 ク ク 八坂神社のまつり 横室八坂神社 7月15日 八坂神社氏子 4台の山車が村内を練り歩く 〇 -___________________________________________盛ん_______

- : 土用念仏 高松 7月20日 高松区 数珠は12m位の輪に、玉が2cm直径のものでできており、長老が鉦.太鼓を鳴らじ、村中の子供が数珠を廻す。順調

383 22 北橘村 北橘村 どんどん焼き 八崎 1月14日 育成会 前日の13日に新しくついた餅を長い竹串にさして焼き、無病息災を祈って食_______________________________順調_______

"一ク ク 念仏講 八崎 春彼岸の中日 八崎1区長寿会 十三仏の掛軸の前で太鼓と鉦をたたきながら念仏を唱え、数珠まわしをする。_ 255 _____

38515 ク '' 八丁じめ.人形流し 下箱田木曽三社神社 7月25日、12月25日 各区区長 各区の区長が三社神社で大祓をし、村の出入り口の三本辻に八丁じめを立てる。人形を下緬区長が利根川に流す。 順調_______

386 8 赤城村 赤城村 三原田西の堂縁日 三原田 , 1月10日 長岡一族(20軒) 通称「長岡の観音様」と呼ばれ、長岡一族(20軒)により祀られている' ________

g - て 三峰講 津久田 1月17日 講員 講の代表者2名が、埼玉県の三峰神社に参詣し、代表が帰宅すると講員はその年の安全を祈願する。 順調- -

388 8 " 八ッ沢観音祭り 樽 春彼岸の中日 角田.石田の両族(11軒)八ッ沢観音堂は樽の角田.石田の両族11軒で祀っている。祭礼は二人一組の当番が一年交替で当たる 順調

"一g 一,, ひ 古峯原講 津久田 5月8日 講員 講の代表者が栃木県の古峯原神社に参籠し、お札を受けて帰る。代表が帰宅すると講員は当番の家に参集してその年の安全祈願をする。-順調-

390 28 ク 祇園祭り 敷島 7月25日 明治22年敷島村が発足した時から記念として山車を作り祇園祭りに全地域を運行している。 盛ん_______

39128 ク ク 祇園祭 深山金山八幡宮 8月1日. 行政8組ごとに花まんどを作成し、八幡宮神社に担いで奉納し、祭典を行う〇 _____________ 順調________

～^2"一22 ク Z 地蔵かつぎ 上三原田日向 8月1日〜8月12日 日向組管理部 上三原田日向地域の中央に薬師堂があり、その中の地蔵尊を奉侍し、ナンマイダンボと唱えながら巡行する〇川頁_______

393器 ク „ 祇園祭 溝呂木 8月27日 区役員と若連幹部 神輿を担ぎ練り歩く 〇昔は「あばれみこし」の異名をとるほど多数の若者衆の熱気に包まれた〇 順調



394 8 赤城村 赤城村 三峰講 持柏木 10月第2日曜日 持柏木西組三峰講 講の代表3名が埼玉県の三峰神社に参籠し、お札を拝受し、お仮屋で供物を供え祈願する。 危機

395 8 赤堀町 赤堀村 摩利支天尊 香林火雷神社境内 元旦 火雷神社氏子 願いが成就すると木刀をお礼に供えることになっている。______________________________________________________順調 _____

396 24 々 観音供養会 今井宝珠寺 3月18日 今井地区 二体あった観音様のうち一体を売却した後、異変が起きたので、宝珠時に安置し、観音供養としてお経をあげる。 順調

397 24 ク ク お念仏 香林ド 4月8 ロ 香林地区 お釈迦様の誕生日を春の祭典として芸能等の行事を行い、老人会は堂内にて念仏を合唱する。 順調

398 28 々 " 八坂神社祭典 堀下字宿 4月12日 八坂神社氏子 神主の神事終了後、近くの宿組会議所にて集まり、飲食する。 順調

39917 々 ク 蚕影山祭 今井南区 5月2円 農事組合 養蚕村であったため、行われていたが、養蚕のなくなった現在でも引き継がれて家内.交通安全祈願を行う。 順調

4〇〇17 ク 葉端庚申様八十八夜のお祭り 間野谷 5月八十八夜 葉端又は一本杉庚申様が祀られており、初夏の八十八夜に蚕.五穀豊穰.家内安全祈願を行う。 .順調

40128 ク ク 天王様祭り 下触八坂神社 7月16日 下触地区 シメ縄を張り、供物を供え、飲食する。 順調

4〇2 28 ク ク 天王様祭り 五目牛 7月20日 五目牛地区 天明の飢饉の時に疫病がはやり、天王様を祀り、疫病が終息した。その後、現在まで、幟を立て、供物を供え祈願。 順調

4〇3 28 々 八坂神社祭 今井沖今井神社 7月末の日曜 今井仲地区 今井神社に合祀した八坂神社の石宮鳥居にしめ縄を張り、御神燈を立て、供物を捧げ拝礼。家族の無病息災祈願。 順調

4〇4 28 ク ク 天王様 西久保 7月末の日曜 祭典委員会 明治初期から行われていたお祭りで神輿を出し練り歩いた。現在はリヤカーで廻り、要所で担ぐ。 順調

4〇515 ク ク 七夕灯籠祭り 西久保 盆前の土日 健全育成会 中央を通る大通りの両側に燈籠を立て、難病の流入を防ぎ、併せて亡くなった人達への供養を行う。 順調

4〇615 ク ク 地蔵様祭り 五目牛 8月23日 子育地蔵保存会 明治初年にエンガで掘り当てた地蔵が疫病の時祈願して効験があったので、以後、子育地蔵として供物を供え祈願〇 順調

4〇715 々 ク 薬師様 香林 10月22日 香林地区 中原地区に祠が以前よりあり、目の守り神として信仰の対象となる。縁日には燈籠を立て、飲食歓談する。 順調

4〇8 8 " 々 秋葉権現祭 今井.西原 12月16日 今井.西原地区 防災.防火の神として火伏の信仰により、家内安全五穀豊穣を祈願する。 順調

409 8 境町 釆女村 地神講 下渕名 2、3月彼岸までの雨か雪の日かその翌日下渕名字東横町9軒 元治元年(I864)から始まっていたと推測される講。夕刻、宿の家に集まり地神様の掛軸を拝み、豊作を祈念する。 順調

41〇 8 々 境町 毘沙門様祭り 平塚天人寺 4月8LJ 毘沙門講 平塚.米岡.境地区を主体とした約25〇人の講員と一般の信仰者により祭りが執り行われる。 順調

411 8 々 ク 観音様祭り 米岡隅谷家の観音堂 4月9円 隅谷一家7軒 隅谷家墓地の西に隣接した観音堂に納められる観音様を同族集団の講組織で祀る。 順調

41215 ク " 大視と八丁注連 平塚赤城神社 6月30 口、12月30日 赤城神社氏子 大祓いの神事後、村の出入り口に当たる主要道路6ヶ所に八r注連が立てられる。 順調

413 28 々 ク 境町の祇園祭 境 8月第1土.日 八坂神社氏子 搓珂比神社の境内にある石宮であるが、祭りは盛大に行われる。 順調

414 8 ゥ 磋珂比弁財天祭り 境 8月21「Jに近い日曜 磋珂比弁財天奉賛会 境公園沼の祠堂に安置された弁財天前に幟を立て、本尊の開帳と供物が捧げられる。 順調

41519 々 川施餓鬼 境佐波新田用水路 9月第1土曜 ヤングスズラン会 大正I2年の関東大震災の殉難者供養から開始した行事で、燈籠流しを行い、お経の掛軸が掲げられる。 順調

41615 剛志村 小此木の石尊様祭り 小此木’ 7月28日 小此木地区 石尊様を祀る石燈籠(安政6年(動)建立銘)にシメ縄を張り、供物を捧げ拝礼。この日より1ケ月間夕方世話人が燈籠に灯明を灯す。順調

417 8 伊勢崎市 伊勢崎町 御嶽様 華蔵寺町 4月2U 華蔵寺町民 宵祭りは幟を立て、灯籠も5〇ほど出る。祭典では昔は踊りをお寺の境内でやった。 順調

418 8 寿町天王様 寿町天王宮石宮前 4月3H.10JJ17L1 寿町区 役員、組長代表.子供達が集まり、.一同揃って参拝後、お神酒.お菓子が配られる。 順調

419 8 ク 節分会 大手町 節分の日 大手町三区 区民挙げて、昼は抽選会.子供用ダルマ菓子配り等を行い、夜は宴会(節分会)を催します。 順調

420 8 ク ク 庚申講 大手町 毎年最後の申の日 大手町三区庚申講 年間大勢の庚申様参りにくる方々と町内で信仰している方々とで、毎年最後の申の日に庚申信仰を一夜にして過ごす。 順調

4214 ゥ 茂呂村 茂呂の灯籠流し 美茂呂町水神宮 7月31日夜 美茂呂町祭典委員会 水難防止.雨水の恵み祈念しての祭り。明治末からは水難者の慰霊を込めて広瀬川に浮かべる灯籠流しを行う。現在は花火の打ち上げも行う。順調

422 22 ク 々 秋葉神社奉納子供相撲 茂呂町秋葉神社 11月23日 子供育成会 かつては、親戚、縁者を招待しての町内上げた祭りであったが、最近は相撲を取る人が少なくなり、子供育成会を中心に行う。川頁調

423 22 殖蓮村 どんどん焼き 東本町 1月中旬日曜 東本町親和会 iE月飾り等を--ヶ所に集めて燃やす行事である。 盛ん _______

424 8 々 ク 三峯講 東本町西•中.東組 4月中旬(H) 東本町三峰講 西組.中組.東組の3グループの講が別々にお宮を祀り、活動している。 危機

425 8 ク ク ト日夜. 殖蓮全域 旧暦10月10「1 わら鉄砲で大地をたたきながら大声で騒ぐ〇 順調

426 8 ク 々 ,秋葉様のお祭り 宮前町 11月23 [] 秋葉神社は火伏せの神であり、各地毎に相撲大会が行われている。 順調

～ 、士士、丫町 〇 nirlI _ /ItrRZ 江戸期に上岡玄蕃が税難に苦しむ農民の窮状を駐に直訴した結果、斬刑に処せられ。讎好きであった玄
42710 ク ニ郷村 玄番広‘相撲大会 波志江町 3月15日 間ノ山区 蕃の供養のために相撲が行われた。 危:機

42815 ク ク 神楽廻し 波志江町 3 n15 [J • 8月22 ロ 八坂区 幣束を作り、太鼓を先頭にお祓いし、続いて神楽(獅子)が頭を軽く喃み、無病息災を願う。平成10年より復活。 順調

429 28 ク 波志江祇園祭り 波志江町 10JJ17日 毎年行う訳ではないが、最近では、平成2年、平成12年にそれぞれ行われた。 順調



43〇| 8 I伊勢崎市 三郷村 稲岡組の秋葉祭り 波志江町稲酿 11月23 H _________ 稲岡組 ______________ 行政役員が中心となり、石宮に参詣、飲食する。_____________________________________________ ________________---------------

i ; ロ講 宮郷町 年2回(3月.10月の土日)宮郷地区 当番の家に集まり飲食、 

■—g - 名和村&くんち 堀口町 10バ19口 飯玉神社氏子 昔は花馬m 各_ロボリをiてた。粧は、神社より様々な衣装を着て赚練り歩くのみ。御欄とぃぃ1年置きにゃってぃる。腦_______

43317 ； ；八十八夜 柴町泉龍寺 5月2日又は3日 稲含様の祭りで蚕.米の豊作等も欄。鍵より瓣までシメ醐りそこに幣をつけその醐につけておくと良い繭がとれる。誦 _______

\ \本妙寺鬼子母神祭 山王町 11月第4土,日 本名寺檀家 山王町各町内で万灯を作り、それを引いて鬼子母神様に雜する。翌日、稚児行列があり、鬼子母神様參拝°危機_______

  ____________________________________________________ : 講の当番が年末に埼玉県大里郡寄居町のW岐天手長男神社に参詣してお札を貰い受け、元旦の朝、講中の家々に順に 順領

43515 豊受村 お手長講__________________ド道寺町_________________正月元旦朝 下道寺町区お手長講—廻し、水をかけることで、火事 ________________________________________________ _________

g - ～ 二十二夜待 馬見塚清水町 毎月旧暦22日 清水町区 婦人達の集まりで毎月旧暦22日になると冋り番の宿で二夜様の醐を床の間に ____________順調 _______

^7 ^2～ hIw 玉村町どんどん焼き mJ 1月15日に近い日曜 南玉子供会 竹と藁で組み立てた道祖神や正月の飾り等を焼く祭りである。 ____________________________________________

"^7^8 : ；角渕の棚祭 7月14 .15日に近い土 •日曜角渕区,____________八坂神社は堀西と堀東のニヶ所に ___________________  危機#

上陽村悪魔払い 7月24U 飯玉神社氏子 飯玉神社境内の八坂神社の悪魔退散の祭り。俵蓋を利用した獅子頭をダ 順調町

15" 上陽村東善の神楽獅子東善町内 1月15H . 7月25日保存会 —猶。た欄が繡全.砌穰.鎌雕を唱え各兩服、獅子を被。たA入がきて家醐する"順調町_

n—_ク ク西善の神楽廻し 西善町内 1月最終日曜ロ •年番 全町内毎年悪魔視い ______________________________________________________ ___________________

■^7^ ； 中内町の天王祭り 中内町内 7月23日 町内小学生 __________ 小学生男子が神輿を繰り出し、全戸家内 _________________________________________

ク ク 西善の火王様 上両家明神様 7 " 24.25日 _______________年番- 悪魔視レ、の神様を祀る。________________________________________________________________________ ___________________________

"-24 ク 中内町の天道念仏 中内町公民館 農休みの中日 老人会 聞き伝 __________________ :______________________

～雜のお不動様 東善町公民館 。 27.28 H 2日間のうちに舗に安置してあるお不動様までの道筋に子供が絵を描きいれた灯籠にロ-ソクを灯れ ____________________

前橋町おとり様 熊野神社 11月の酉の市 飜編光協会 熊野神社の参道ゃ _______________________________________

；上川淵村麵町の梵天祭 麵曬玉神社 1月15日 祭り世話人～～飯玉神社境内の-番高い木に梵天を掲げる。竹の棒の先に巻藁を付け、それに神々のお札を付けたものである：_______

i ； :■—麵町の天王様 麵町八坂神社 7月24.25 H 八坂神社氏子 大正初期より八勸社の余興として山車、又はマンドウを出して夜祭りで賑わい、現在、氏子会による樽神輿で一巡する。_______________

～^49～～22_ ク 亀里のどんどん焼き 亀里町 1月15日 自治会青年部 — _________________________________________________

下河内のお獅子様 下河内町八坂神社3月15日 新田郡世良田の八坂神社に代参人を送り、祈祷祈願し、お札を配り御幣を先頭に太鼓をたたいて町内各戸に城いに行く。____________________

: :-房丸町の百万遍 MAW 7月刻 -籠2 m位の数珠を使って、念仏を唱えながら家内安全の御札とお供物を各戸へ配る。_______________________________________

i \ 下河内の天道念仏 下河内町霊光寺 7月22日 7月土用の3日めの_から卜魏りまで齡嫩たいて休むことなく日光舗の_に嫩唱え____________________

: 翊申社祭礼沃王祭り)八坂神社 7月24.25日 八坂神社氏子 —石宮にシメ縄を張り、長い竹竿の先に梵天を掲げ、桜の木に結びつける。参加者全員でお祓いをする。________________________

i \さんげさんげ 阿夫利神社 7月26日〜8月17日 阿細欄:氏子__26日の械、臟に' ________________

: 一,,力丸町の天王祭(欄祭)力丸町飯玉神社 7月25日 iSS～～ 獅子頭を先頭に各家庭を巡回する。安政末期に火火災があり、疫病が流行しこの時に獅子頭を奉納、悪魔祓いを行ったという丄_______________

j : 桂萱村了沖の秋葉講 1月17日 秋葉講中 纖の鶴合、秋葉大明神掛軸を全員で拝み、会食。火に対する感謝と敬虔の年を養い、防火の意識を高める。_______________

■^71 \ -江木の麵女人講3月8日 ロ»大戦 _____________________________________________

；三俣町の灯籠祭 三俣町 :7月第1日曜 子供育成会 __________子供会據で髄に自 __________________________ _ ______________________________

i \ —堤町の獅子舞 堤町熊野神社 7月20日 子供* _無病息災、_安全を願。てm骑戸を獅子が廻る。_______________________________________________________ ________________

,轉町の醐湖•籠糾轉晒師様 7月23日 薬師様世話人会_灯籠を点灯し、薬師様の麵及び付近の道路端に飾る。灯籠に小中学生が絵を張り、大人の年番が指導し、実施。___________________

:, :亀泉の地蔵様 7月27日 亀泉町地区—子育て_の鵬として、土地の入⑽賺集め、妓より糙はいて鵬を齡、乡くのノ、々が参拝:___________________

Z Z西片貝の大山講 酣貝町3 丁目 7月27 L1 酣厮町民有志-農家のA々が田植え後、雨乞いを ________________

j 疫病祓い悪麵い 八坂神社 8月7日 八坂神社氏子 A坂神社を起点に、町内全戸を若衆50名が大獅子觀を担ぎ、疫緬治に暴れ回る。_________________________________________

亀泉の麵様 亀泉町316-9 8月28B 亀泉町地区 —如意寺のお坊さんが来て、薬師堂で読経する。mこよいといわれている。____________________________________________________

■^7 : :下沖の遡神“ 沖町金井地区卜月1日 _［飜欄中 1石碑が土中に入り、-時中断したが、石碑が再発見され復活。夕刻石碑の前に集まり供物を供え、会食をする。1_____



46616 前橋市 桂萱村 荻窪の石尊祭 荻窪町 8月1日 西荻窪上組 江戸末期に起源。昭和40年頃までは赤城鍋割山頂を参拝。現在では登山はせず、当番が毎夜灯籠をあげる。

467 3 々 幸塚の観音堂灯籠祭り 幸塚町観音堂 8月1日 観音堂世話人会 灯籠を点灯£ 観音堂付近の道路端に約50個飾る。灯籠に小中學生の絵を張り、大人の年番が指導し、実施。

46818 ク ク th沖町のきのえね ik沖町大国主神社 きのえねの1S 大国主神社氏子 年度初のきのえねの日を初甲子として盛大に祀り、参拝客で賑わit

469 22 ウ 芳賀村 勝沢のどんどん焼き 勝沢町 1月15日 東昭会 だるま月の松飾•お札等を焼却する。

470 24 ク ウ 勝沢の百万遍 勝沢町公民館 7月25日 启治会 長寿会•脚?'愈•自治会役員で無病息災を願い念仏を唱える行事。

47122 タ ク 小坂子の地蔵尊祭 小坂子町地蔵尊会館 8月22,23日 祭実施委員会 享保21年に地蔵尊を製作以来、小坂や⑲宝物としてお祭りを続けている。現在は子供神輿、舞踊等が行われる。

472 22 ク 々 五代の木福様 五代町木福明神 旧暦10月14日 町区 町内金戸が境内に参集、子供達が中心口金銭を投げ、それを子供達が拾う。昔はお赤飯の団子を作り奉納。

47311 元総社村 総社神社水的の式 元総社町総社神社 1月6日 総社神社氏子 宮司が竹で律本の矢初的に向かい射る。的に対する遠近により、降雨の多少を][_____

47415 ウ ク 鳥羽の道祖神祭 鳥羽町東部公民館 1月13 3 鳥羽町東部子供会自治会町内の厄除け、安全を祈願!;公園で行わ机ている。

47511 ウ ク 総社神社筒粥の神事 元総社町総社神社 1月15日 総社神社氏子 米の粉を入れた鍋に、藁で縛った12cmの筒を2つの束に_•よく煮に、中に；*瀟Cいる粥の量の多寡で豊凶を占汝。 市

47611 ウ ひ 総社神社置炭式 元総社町総社神社 1月15日 総社神社氏子 筒粥神事の際に、21cmの木炭I2本を火の中に入れ、真っ赤な炭が黒くな|っit部分の多少により1降雨を占う。 市

47715 ク ク 篇好祖神祭り 龙 大友町さくら会館 1月15H 大友町自治会 松飾等を14陳道祖神子供が集め、小屋造りをする。翌朝、小屋に点火し、ミカンと甘酒が来た人に振る舞われる。

478 8 総社神社節分祭 元総社町総社神社 2月3日 総社神社氏子 千数百人もの参加申し达みがあり、豆撒(厄払い)を行う。

479 8 ウ ク 元総社二■派二十二夜講 元総社町宿主宅 2月22日 各女人講 女講中の人達が町内の宿宅へ集ま吟、二夜様の掛軸を掛け、供え物をし、会食、和讃の詠唱を行う。________

480 24 ク ウ 石倉の念仏講 下石倉町二十二夜塔 3月18日-7月24日 ,尔石倉町婦人念仏会 抜政7年に夜塔(如意輪観音菩薩)を建立し、以来今日まで、念仏講とセく 長く続いでいる。

481 8 々 吠:友町二十二夜講 大友町大友公民館 3月22日 女人講 女性だけの祭,f女人講)や如意輪観音に対する信仰で、現在は昼間公民館に集まり、飲食し賑やかに過ごす。

482 8 ウ ク 鳥羽の二十二夜講' 鳥羽町東部公民館 4月3日 女人講 汪戸時代初期から始まった講の一つで安産や女性の病気などの厄除けを願う女人講である。

483 22 々 薬師灯籠祭 鳥羽町菅原神社 7月14日.8月9日 鳥羽町東部子供会自治会 目の神様で、子供達が思い思いの時世の絵を描い,、灯籠にローソクを灯し、夏の夜を楽しむ。

484 24 ク ク 元総社町殿小路辻念仏 元総社町殿小路町公民館7月16日 殿小路町町内会 13,仏の掛軸を掛け、大数珠で円陣を作り念仏を唱える。終了後、隣接町の境に八坂神社の厄除けのお眸！!をたてる八mめ4*行う。

485 24 ク 々 阿弥陀寺町百万遍念仏 元総社町阿弥陀寺町公会堂7月16日 阿弥陀寺町町内会 仏の掛軸を掛け、大数珠で円陣を作り念仏を唱える。終了後、隣接町の境に総社神社の厄除けのお蚌1»をたてる八'め@う。

486 28 々 ウ 殿小路の天4様 元総社町殿小路町公民館7月*21S 殿小路町町内会 八坂神社の分社から祭神をお迎えし食し、屋台の飾り幕等の虫•干しも併始て行う。

48715 ク 総社町 立■石道祖神祭 町内空地 1月15日 子供会.育成会.諏訪会他 印後3時半頃から子供達が唄を歌いながら町内を練り歩き、午後6時頃道祖神 く こ点火する。

488 21 ク ク 争石鳥追い祭り 町内一円 " 子ども会.育成会 乎供達が南天の枝に神札を付け1各家庭を迴り悪魔視いをする。

48915 ク ウ 山王の道祖神祭り 町内空地 ク 自治会.子供会 呼供達が唄を歌いながら町内を練り歩き、道祖神に点火する。

490 21 ク ク 山王の鳥追い祭り 町内一円 々 相んどん焼きを済ませた後、小争生が繰り出、樫の木の御幣束を持bた子供達が唄を歌い、太鼓を滅しながら行う),T

49115 々 ク 高井の道祖神祭り 総社町道祖神場 自治会 _の門松、昨年購&たダルマ、正月のお札を当日焚______

49215 ク 々 巣鳥の道祖神祭り 総社町石橋公園 ク 自治会.青年会.子供会15日早朝、太鼓に合わせて子供達が呼び声で町内を一屑どん焼きを行め1 ]

49315 ク 々 大屋敷の道祖神 町内空地 ウ 自治会 正月飾りを村内から集め、三角小屋を造り焼いた。

494 26 ク ク 初午祭り(丁間稲荷祭典)総社町丁間稲荷神社 §月節分以後の初午の日 間稲荷神社氏子 慶長7年に秋元長朝が天狗岩用水開発起点の丁間台を折り、伏見稲荷を勧請して以来、家内.交通安全、合格祈願を行う。

495 8 ク 々 涅槃会(寝釈迦様i 総社町巣鳥公民館 2月15日 老人クラブ寿会 汪戸中期頃の涅槃絵の掛図を飾り、手作りの料理を供えて供養。

496 8 ク ク 灌仏会(花まつり) 々 4月8日 ク 水盤に12cmほどのお釈迦様(誕生仏)を立て、小さな柄杓で甘茶を注台祝福し、手料理を供える。

497 24 ク ク 大屋敷の百万遍 総社町八坂神社 7月15日 仔-供会 佐くは青年会を中に神社前にて数珠を引,始い悪魔視いを溥。現在は子供を中钲と太鼓で念仏を唱え、数珠玉を廻す。

498 24 ウ 々 巣鳥の颗遍 総社町巣鳥公民館 7月16,0 生涯学習連絡協議会 戦後中断するも、昭和53年に復活。鉦.太鼓に合わせて念仏を唱えて数珠を廻す。無病息災•家内安全を祈願する。

499 8 ク ク 光厳寺の薬師祭り 総社町光厳寺 8月22日 町会 無数の疾病を治すう如来様であゆ、昔は目の病を治す神様として信仰されてきた。

500 24 々 栗島の育万遍 町光厳寺及び町内 8月22日 町会及び子供会 光厳春内で g 遍を済ませ,、子供神輿は町内を練り歩く。町内の厄を払い、福を招く行事である。

501 8 ク ク 出口子育て地蔵尊祭 総社町鍛冶町 8月23日 青年会 祭典は地蔵盆の8月240•でその宵祭嫩!>23日が盛大であり、古くは市もたっ相。



5021 2 I前橋市 総社町 植野稲荷神社渡御行列 総社町植野稲荷神社 隔年10月初旬 植野稲荷神社氏子自治会 行列は道案内.御神旗•猿田彦大神•神官等•太鼓の順で進む。その後に一般の氏子や子供神輿が続く。

503 8 ク 巣鳥の秋葉講 総社町巣鳥公民館 10月17日 青年会 火伏せの神の掛図を飾り、町内を火災から守ってくれたことに感謝する。__________________________________________________

504 22 々 東村 西箱田のどんど焼き 西箱田町町内荒廃田 1月15日 自治会.子供育成会 約1週間前から、関係者と子供で小屋立てを行い、当日は町内一円で無病息災を祈願。____________________________________

50515 ク ク 前箱田の道祖神 前箱田町稲荷神社 ク 自治会•親睦会•子供会 正月のしめ飾り•門松•お札等を燃やし、無病息災を祈願する〇

506 22 ク 々 川曲の道祖神(どんどん焼き)川曲町公園広場 ク 自治会 お正月飾り等を焼き、お清めをする〇 ________________________________________________________________ ___________________

5〇715 ク " 上新田の道祖神祭 上新田町農地 ク 子供育成会 昭和3〇年頃まで続くが、中断、平成元年に復活し、現在2〇〇名あまりの參加となる。 ______________

5〇815 ク 々 小相木の道祖神祭 小相木町 ゥ 祭典実行委員会 平成元年に2〇年ぶりに復活。その時、1月I4日より巧日に日程変更。

5〇9 22 ク ク 古市のどんど焼き 古市町公園 ク 自治会 1週間前より竹や松枝で、高さ3mほどの円錐形の小屋を作り、当日松飾りやだるま等を加え、午前7時半に点火。

510 8 前箱田の二十二夜様 前箱田町一丁目公民館 2月22日 二十二夜様保存会 女人講として安産信仰で如意輪観音に供え物をする。_____________________________________________________________________

5118 ク ク 江田の二夜様 江田町如意輪観音石像前2月22日 二十二夜様保存会 約25〇年前の如意輪観音像の掛字が伝承されており、特に婦人の信仰が厚く、石像の前で和讃を奉納する。 _______

512 8 ク ク 古市の二十二夜講 古市町公民館 3月13日 二十二夜講中 文政の頃から安産の神を信仰する女性の講があった。縁日は3月I3日だが、現在月2回、和讃を唱える。

513 24 ゥ ク 古市の天道念仏講 ク 春秋彼岸の中日 天道念仏講中 男性のみの念仏講で会員巧名で構成〇日の出から日の入りまで念仏を唱え続ける。__________________________________________

51415 々 々 小相木の八丁じめ 小相木町町内8ヶ所 7月10日 自治会 寺にて祈祷を受けた札を、町境8ヶ所に立て疫病神への防ぎとともに町内の平和祈願。平成元年に復活。

51515 ク ク 古市の八丁じめ 古市町外周の辻々 7月13日 自治会 大徳寺の住職に祈願してもらった「オンベロ」を3 mほどの竹に付け、町境の辻I3ヶ所に立て、疫病の侵入を防ぐ。

51612 ク 子育て地蔵尊祭 小相木町大徳寺 7月最終日曜 自治会.子供育成会 生まれた子供の健康.成長願い、氏名•生年卵を三角布団に記し、奉納。和讃を唱え地蔵神輿とともに町内巡行。平成元年、3〇年ぶりに復活。 _______

517 27 ク 南橘村 青招！］大師縁日 青柳町青柳山竜蔵寺 1月3日 竜蔵寺檀家他 天明の浅間大噴火の折に多くの人々の救済にあらわれたとして、信仰を集める。厄除大師にお参りしてお札を求める。

518 22 ク ク 川原町のどんどん焼き 川原町広場 1月15日 育成会 お正月のお飾りやだるま等を各家庭から集めて焼き'、残り火で餅やお正月の供物を焼いて食べ、健康を祈る。

519 22 々 ク 上小出どんどん焼き 上小出町国体公園 1月15日 子供育成会.みこし会 一時中止していたが、昭和57年より正月の縁起物や松などを子供の厄払も兼ねて焼き、豚汁などを振る舞う。

520 22 ク 青柳のどんどん焼き 青柳町白川河原 1月15g 青柳町自治会 古いだるま、お札類を焼く。

TZ■-- ； 伽窗ヱタ卜細北騸9日ロ耐9日笙一口_150年前に、桐の根っこを材料として彫った白木の獅子頭を神棚にあげたところ、足の痛みがなおり、その後、～_

52125 ク ク 御獅子祭り 上細井町新田地区 旧2月lb日(現在2月第一日_ 目/ロ友 このに霊;hがあるとして悪魔祓いを行う。________________________________ ___

522 8 " ク 北代田の若宮八幡様 北代田町若宮八幡宮 3月15H • 9月15日 西曲輪地区 ムラの鎮守様、同族神、屋敷神がウジガミとして祀られるようになったもので、地区の人が参道にのぼりを立て、お供物をあげる。

523 8 " 北代田のアキヤ様 北代田町神社前 3月16.17日、9月16 •17H 地区 正しくは秋葉様。火伏せの神として祀られ、世話人が中心となって各家からお賽銭を集めお祭りを継続している。

52412 ク 上細井子育地蔵尊 上細井町新田地区 3月22日.8月22日 長寿会 児童を救済する子育地蔵尊として信仰〇年間赤いお掛け、赤い帽子が着せられ、祭りは線香を焚き、全戸にお札等を配付。_______________

525 24 ク ク 日輪寺祭り(ナンマイダボ)日輪寺町菅原神社.公民館8月1日 自治会 桐の棒を5cm程に切り、数珠のように1〇8繋いだものを輪にして唄を唱えながら観音堂前や家々を練り歩く。

526 28 々 々 青柳町祇園祭 青柳町一円 8月7. 8日 青柳町自治会 町内を上.下.西の3組に分け、それぞれに山車がお囉子を演奏し組内巡行。その後三台の山車が合同の町内一円の巡行を行う〇

527 8 ク 々 北代田の目薬師 北代田町目薬師前 9月8日 沼地区 高さ6Ocm程で赤い帽子に赤いお掛け。胸の前に両手で薬箱を支える〇地区の人達はごちそうを作り、お参りをする。

528 29 清里村 青梨子の天神待 青梨子町 2月24日 子供会 集会所に集まり、習字を書いた後、食事をする。___________________________________________

529 8 ゥ ク 上青梨子町の庚申待ち 上青梨子町集会所 3月第1日曜日 自治会 庚申塚を清掃し、參拝し、会食会を行う。 ______________

530 8 ク ク 北内出町の庚申祭 北内井町内 3月か4月の申の日 地区 当番の家に集まり、掛軸を掛けて、祝い、酒食をともにする。______________________________________________________________

53122 ゥ ク 上青梨子町の百万遍 上青梨子町集会所 10月第1日曜日 自治会 数珠玉を老人、子供が囲んで念仏を唱えて迴す。_________________________________________________________

532 8 ゥ 木瀬村 上大島節分会 上大島町百番観音堂 2月3日 観音様親交会 約5〇名ほどの参加で豆まき、お札の配付を行う。

533 22 ク 東上野天道念仏 東上野町内各戸 4月15日に近い日曜日 東上町自治会 「ナンマーハイドーカンボー」と集まった人が唱える。_____________________________________________________________________

534 28 ク ク 駒形上町の祇園 駒形町会議所.小学校 7月最終土日曜 駒形町自治会 前田公の江戸屋敷の「鬼門除け」であった雌雄一対の獅子頭を貰い受け、祇園祭の御神体として会議所に安置し、祭が行われる〇

535 8 々 上大島十日夜 上大島町百番観音堂 旧暦10月10日 観音様親交会 五穀豊穣の感謝祭で午前、午後3時間程かけて行う。_____________________________________________________________________

53615 々 野中町庚申講 野中町当番各戸 毎年12月申の日 庚申講 庚申を祭る講で江戸時代から伝統を継続している。________________________________________________________________________

537 22 ク ク 上増田の天道念仏 上増田町大塚田公民館 3月18日 大塚田組 組住民を4等分して1組が年1回行う。以前は日の出から日の入りまで鉦を叩いたが、今は10時から3時頃で終了。



538 8 前橋市 荒砥村 芄井三峯講 芄井日待廻り番 4月19日 講中 三峯神社代参5名で、お札を受けてきて、日待ちの家で赤飯で会食し、お札を分ける。____________

53915 々 究井水神祭 芄井町桃木川 7月24日 芄井町自治会 組長以上全員、川に入って、川上に向かって両手で水を汲み上げ、唱えながら水難除けを祈願。

54015 ク ク ニ宮赤城神社夏越の祭り二宮町二宮赤城神社 7月31日 赤城神社氏子 午後2時過ぎ、神事後老若男女の人達が茅の輪をくぐり、無病息災を願う。________________________________________________

541 8 ク ク ニ子山由来和f賛 西大室町最善寺 随時 東.西大室個人 明治11年、前二子估墳より立派な副葬品が多数発見されたことにより、発見時の様子や由来を後世に残すために作成。昭和51年より復活。

542 22 杳岡町 駒寄明治村 どんど焼き 各地区の田 1月14日 子供会 竹や松かざり等で三角錐状に組み上げ焼く。 ____________________________________________________

543 8 ウ 駒寄村 古峯講 下野田地区古峯神社 5月連休頃 北部.中部の各講 栃木県鹿沼市の古峯神社(火伏せの神)を崇拝する人々が講を作り毎年代參人が参詣しお札を配る。

544 26 榛東村 相馬村 宿稲荷神社の獅子舞 広馬場宿稲荷神社 2月初午 宿稲荷神社氏子 現在は2月の初午のみ開催され、近郷近在から参詣者で賑わう。また獅子舞の奉納もある。______________________________

545 22 々 々 下の前地蔵祭り 広馬場下の前地区内 8月14 •15 H 親睦会 観音堂と地蔵堂の間を子供たちで巡行し、和讃を唱える。「下の前地蔵尊」の印の人った護符を配る。 村

54619 ク 広馬場13区の地蔵祭り 広馬場13区内 8月15日 親睦会 食料不足や腿を乗り越えて子供が健やかに育っよう地蔵尊(1S世紀後半)を立てたのがはじま_>11麵の和讃を唱えながら新盆宅を巡回する。_________ 県

54715 渋川市 古卷村 みそぎ流し 半田利根川坂東橋下 7月313 地区 利根川の坂東橋下で行われる。身の汚れを流し、水難除けとなる'茅の輪をくぐり' 人形を流す"

く54817 子持村 白郷井村 十二講 戶白井 1月12电 講中 十二山神社(石祠か藁で作成)を拝み、当番宅に集まり飲食。 _______

549 29 ク ク 天神待ち 上白井 1月24.25日 .地区 小学生の3年以上が参加する。オヤカタの家で醤油飯などを煮てくれる。習字をし、そのまま皆で寝る。

550 8 " ク 櫃山開き 上白井櫃山の頂*！ 5月8日 - 地区 榧山(665 m)の崩れを防ぐために富士浅間を勧請した。4地区より氏子総代.世話人が出ておみごくとお札を登山者に配る 。

55128 ク 祇園祭り 上白井 7月下旬の日曜 育成会 格供のみこし祭りとして行われている〇 ____________________________________________________________ _____________________

552 22 ク 地蔵まわし(地蔵様) 中銀5 8月1日〜13日 育成会 期間中の早朝、旗、地蔵みこし、鳴らしものの順で行列を組み「ナンマイダー」などと唱え各戸を迴り、奉賀を集める。

553 22 長尾村 どんど焼き 北牧河原 1月15日 育成会 門松やシメ縄飾り等を焼く。_______________________________________________________________

554 26 々 稲荷祭り 北牧西稲荷地区 2月の初午 稲荷地区の氏子 幕末、島田新左衛門の屋敷稲荷を共同化して氏子が祭典をするようになった。五穀豊穣を祈願する。 _______

555 8 ク 弁天様祭典 鯉沢 4月14 .15日.10月14 .15日 鯉沢自治会 木版で弁天様を刷り、供物を供え式典後、各家庭にお札と餅を配付する。___________________________________________________

556 22 小野上村 小野上村 どんど焼き 村上堀の内、田島の空田1月14-16日のいずれか1日 堀の内地区 子供達と竹を切り、松等を集め建て、會くなったグルマや祈祷札などを一緒に燃やす。 順調

557 29 ク 天神待ち 小野子程久保地区 1月25日 程久保地区 菅原神社で行う。福引きを行う程度で、現在は参拝も少ない。

558 26 ク ク お稲荷さん 小野子木の間地区 2月11日 金甲稲荷神社氏子 木の間地区を中心とした祭典の場所でW くから初午の日に年番世話人が中心となって行われる。 順調

559 22 ク ク 観音様祭り 村上中尾地区 3月後半中日 上.下中尾保存会 若者が中心となって、神輿を担いでヒ.下中尾地区を一軒一軒廻り、地区内の人々の無病息災を祈願する。 順調

56〇15 ク ク 荒神様 村上田島地区 3月27日 田島地内氏子 かまど.火の神として、荒神は三面六替の木像で三宝荒神社屋に納められている。供え物をして飲食する。 順調

5618 ク 金毘羅様のお祭り 村上中尾地区 4月第1日曜 中尾青年会 五穀豊穣.氏子繁昌を祈念し、獅子舞を奉納。福引も出して盛大に行われる。_______________________________  順調 _____

562 23 ク 々 浅間神社の祭典 村上浅間神社境内 4月13日 子授け、安産の神として信仰される。かつては太々神楽.獅子舞の奉納もあったが現在は無く、お札配付と福引のみである。川頁調

563 22 々 ク 延命地蔵尊祭り 村上堀の内_地尹 7月24日 ザ地区 トラックの荷台に地蔵様の神輿を乗せて子供達の無病息災を願い行われている。 順調

564 8 々 ク 藤卷観音様 小野子昭和地区 7月末の日曜 昭和地区 地区全戸が御堂に集まり、僧侶読経の後、念仏を唱え数珠を廻す。お供物.お札を参詣者に配る。 順調

56516 ク ク 根利本明神日待 小野子西部地区 八十八夜、二百十日の前夜 西部地区 100年以上続いているもので、春は遅霜が降りない様、秋は台風が来ない様御神酒をお供えして拝む。 順調

56617 ウ 十二様のお祭り 村上上中野地区 9月29日 上中尾地区 地区の人が裏山に登り、御神酒、赤飯を供えお祭りをする。山の中腹と頂上に石宮がある。 順調 ______

56715 群馬町 金古町 道祖神 金古足門 1月14 0 (15 0) 子ども組•青年会 各大字界に3-4本、多いところで7本程の八丁じめを行う’。 ____________________________________________

568 26 々 ク 甲州稲荷 本光寺 2月初午 中.下宿地区 本光寺境内にあり、養蚕信仰の一つとしてまゆ玉の倍返しなどがあった。現在は会食中心の簡単なものとなる。

569 26 々 ク 桃山稲荷■ 金古桃山稲荷 初午(以前は八十八夜) 下宿.上組講 養蚕や農.商業の神として信仰され、大勢の参詣者があった。現在は初午の日に行われる。_________________________________

570 8 ク 二十二夜講 金古上宿 4月8日.10月18日 女人講 如意輪観音像の掛軸を掛け、和讃、会食〇 _________________________________________________________

5718 ウ 観音様 内金古観音堂 4月8日 女人講 仔•育観音。念仏を唱え、歳の数だけ甘茶をかける。

572 8 ク 妙義様 木戸際妙義社 4月9日.9月9日 土組 火伏せの神として祀られる。灯籠をたてる。__________________ ____________________________________________________

573 28 々 天く王様 足門八坂神社 4月15S • 7月14日 八坂神社氏子 オギヨン厄除け.病虫害除けを行う。



574丨8 I群馬町 金古町|庚串講一 1金古諏訪 p月庚申日 [p中 @人組.七人組などを中心に行われている。宿は輪釧で、場所に 

57515 ク " 愛宕様 愛宕 7 J] 24 H 地区 雨乞い、火難.盗難を防ぐとして信仰される。_____________ ___ _______________________________________

—— ク ク 十二様 金古 10月12H 地区 沢の十二山お宮にオンベロ赤飯.塩.魚(オコゼ)•煮干し.秋刀魚.酒_________________________________________

7??"! ク 太子講 金古 諏訪神社前 毎月21日(1月21日) 職人講______五職講(大工.左官.鳶職.建具.畳) _____________________________________________

17815 ク 国府村 道祖神 国府内の各大字ごと 1月14日 区民.道祖神子 _______小屋造り(7 H)を行い、松飾り等を燃やす。 _________________________ _____________________________________ _

579 8 ク ク 福守様 後疋間諏訪神社 1月22日.4月12日.7月22日‘10月9日地区 祭神は木之花咲夜昆売命で、男根を奉納、子供の生まれない人やしもの _____________ '______________

～58〇 8 ク 武州御嶽講 西国分 新田 3月〜4月 __________________講中 ___________________ 講員15、16人、代参を行い、お犬様の掛軸を掛t ___________________ ______

5818 々 々 庚申講 西国分 後疋間他 4月庚申日 庚申組 シメ縄を用意し、赤飯.うどん等で会食する。_______________________________________________ '_______

582 28 ク 天王様 西国分 三ツ屋 7月15日 地区____________________赤飯を上げ、参詣。________________ __________ ___________________________________________________

"^8324～ 々 地蔵祭り 西国分地蔵堂内 7月16日 地区 __________________鉦と太鼓に合わせて念仏を唱和し、____________________________________________________________順調 _______

7 ク 薬師様 引間 後疋間 9月8日 男子組.若者組 __染谷川をはさみ、薬師様の取り合い。一把線香とロ_________________________________________________________

585 8 々 カ ニ十二夜様 西国分 毎月22日 女人講 ________________ 掛軸を掛け、和讃を唱え食事。 _________________________________________ __________________________________________ _

58615 堤ヶ岡村 道祖神 堤ヶ岡各地区 1月14日 ____________________ 青年会地区 ___________小屋作り及びドンド焼きを行う。________________________________________________ _________________________________________

587 8 ク ク ニ十.:夜講 菅谷浄眼寺 3月.10月22日 ___________ 女人講 _________________和讃を唱える〇 ________________ __________________________________________________________________________

58815 庚申講 観音寺棟高 春秋庚申日 地区 ___________________ ぼた餅を供え、会食。 ___________________________________________________________ ___ _______________

58915 ク 々々 菅谷三ツ寺 4月の庚申日 全戸順番制 シメ縄を用意し、アンコロ餅を供え、五目飯を会食。_____________  _ ___________________________________________________ _

590 8 ク ニ十二夜様 棟高公会堂 4月.10月22日 女人講 ________ 和讃を唱える。 ______________________________________________

5918 ク 々 虎薬師 菅谷石塚古墳 9月8日 地区 ___________________眼病.腰.膝の病の平癒。____________________________________________________________________________

592 8 ク ク 秋葉講(火わたり) 中里公会堂 4月17日 講中 行者が中心となる祭りで、祈祷の後、無病息災.五穀豊穣を祈願し火わたりを行い、一般の人たちもわたる。

593 8 ク 上郊村 薬師様 保渡田両光寺 9月8日 地区 ___________________ 薬師堂があり、眼病治癒の効験あり。「め」札配付。_________________________________________________________________________

594 22 箕郷町 箕輪村 道祖神祭り(どんどん焼き)矢原原中 1月7日〜15日 地区 ____________ 各家の門松.正月飾り等______________________________________顧 _______

一,, ク 箕輪市 -上芝 2月28日、12月28日 露天商 年に2度あり、節供用品を売る2月28日の雛市、正月の飾り物を扱う暮の市があ ____________  腦 _______

"""- - 今宮地蔵尊 柏木沢今宮地区 8月13〜16日 地区 江戸時代中頃より開始した。子供の無病息災祈願で、神輿を中心に燈籠で囲み、太鼓.鉦に合わせて和讃を唱えながら練り歩く。順調町-

597 22 車郷村 道祖神祭り(どんどん焼き)白川 1月7日〜15日 地区 各家の門松.正月飾り等を集め、道祖 順調 

59816 Z_ク 九頭竜待. 广I川宿地区 4月第2日曜 宿地区 明治43年に起きた榛名白川の大水害以降開始。信州戸隠神社で九頭龍神の御札をもらい、石宮にお参りし、会食する。 順調_________

599 22 榛名町 久留馬村道祖神祭(どんど焼き)久留馬 1月15日前後の日曜 各地区 各駆で、青竹とワラを組み合わせた円錐形の道祖神小屋を作り’正月の松飾りや注連縄などと-緒に燃やす。順調 _______

■-g ； ～百庚申 久留馬 4月20门 本郷.新井下長駆 本郷.新井下長地区で、庚申塔が数多く建立されている百庚申に対する祭りで、穢れの視い及び無病息災を祈願。順調 _

"一'一I 盆 久留馬 8月14日 白岩新田地区 子供たちがあらかじめ準備しておいた神輿に地蔵尊を乗せ、地区内を廻る。________________5^______

6〇2 22 々 室田村 道祖神祭(どんど焼き)室田 1月15日前後の日曜 各地区 各駆で、青竹とワラを組み合わせた円錐形の道祖神小屋を作り、正:月の松飾りゃシメ縄などと一緒に燃ゃす。_________

6〇3 28 一„ ク 天王さま 室田 7月21H 室田地区 掛声とともに、子供たちが神輿を担いでねりだし、各戸をお祓いする〇 _________ 川頁_ __

6〇4 22 " 里見村 道祖神祭(どんど焼き)里見 1月15日前後の日曜 各地区 各地区で、青竹とワラを組み合わせた円錐形の道祖神小屋を作り、正月の松飾りやシメ縄などと一緒に燃やす。_______________

"一g ～ - 鯉会 里見 2月15日 上大島地区 地区の女性が、会場となる公民館に集まり、涅槃図を掛け、供物を供え、お経を唱え、懇談する。 川頁調

'一天ネ申講 里見 1月最終日曜 神山地区 もとは子供たちだけが集まり、天満宮にお参りした後、飲食したが、現在は育成会の役員と一緒に行う。 繡_______

607 24 倉淵村 倉田村 念仏講 陣田 3月彼岸の中日 陣田地区 仏像に念仏玉を入れて、鉦と太鼓を叩き、念仏を唱え、計13回繰り返す。 _____________________________ 鎖 _______

"一§一— 々 々 産泰講 三ノ倉暖井 3月内適宜 暖井地区 若い嫁が身軽で出席し、産泰様に供物をし拝んだ後、温泉や料理屋に行き会食。 ___________________

I ク 百万遍 綱取 8月1日 綱取地区 観音堂に集まり、钲.太鼓を叩きながら、念仏を繰り返し唱え、終了後はお札を持ちかえる。



610 29 倉淵村 倉田村 天神講 各地区 12月25日 長井地区他 小学生から中学生が主体で実施し、天神様にのぼりを立て、お参りした後、宿で飲食し、一夜を過ご十。

6118 ひ 鳥淵村 水沼観音縁日 水沼 1月16 .17日、8月16.17日 蓮華院 蓮華院境内で1月には初市を、8月に夏の縁日がたつ。現在も30軒程の露店が並ぶ。 順調

612 8 ク ク 産泰講 中尾、他各地区 4月28.29日 各地区 産泰神社にお参りをし、温泉.保養施設に会場を借り、掛軸を下げ、拝礼して会食。

613 29 ク ク 天神講 外道、他各地区 12月25日 各地区 男女一緒で、公会堂を会場として半紙に各人の願いを書き入れ、まとめて天神様の嗣に納め、会食、歓談。

614 8 ク ク 庚申講 岩永 冬季 各組 岩永には3組の庚申講があり、現在は食堂に3組とも掛軸を掛け、会食をする〇

615 22 高崎市 片岡村 道祖神焼き 寺尾町館 1月14日か15日 各地区 子供が主体となり、正月のお飾りを子供達が集め、竹とワラで作った道祖神小屋と一緒に燃やす。

616 8 ク ク 庚申講 ク 春.秋.12月の申の日.10月など 各地区 ～ 青面金剛の掛軸を飾り、宿に集まり飲食.歓談する。

617 22 ク 六郷村 道祖神焼き 下豊岡町十二社 1月14日か15日 各地区 子供が主体となり、正月のお飾りを子供達が集め、竹とわらで作った道祖神小屋と一緒に燃やす。

618 8 ク ク 庚申講 上小槁町 春.秋•12月の申の日.10月など 各地区 青面金剛の掛軸を飾り、宿に集まり飲食.歓談する。

619 28 ク 々 天王様 上小槁町字東原 7月15日 地区 天王様は厄除けの神様で、お祓いをした後、天王様の前で飲食し、花火をする。

620 24 々 々 百万遍 上小槁町 7月17 0 • 22 H • 23日など 各地区 子供達が大きな数珠を持って村中を一巡し、各家々の庭先や土間で唱えながら回り、数珠をたたきつける。

62122 ク 川間村 道祖神焼き 八幡町 1月14日か15日 各地区 子供が主体となり、正月のお飾りを子供達が集め、竹とわらで作った道祖神小屋と一緒に燃やす。

622 8 ク ク 庚申講 ク 春.秋.12月の申の日.10月など 各地区 青面金剛の掛軸を飾り、宿に集まり飲食.歓談する。 順調

623 8 ク ク 城峯様(三峯講) 藤塚町下藤塚花見堂 月8日’4月 各地区 代表数人で埼玉の城峯様へ行き、お札を受けて、お仮屋に納め、宿に戻り講員に配り、飲食する。

624 24 ク ク 百万遍 藤塚町道久保 7月17 H • 22 H • 23日など 各地区 子供達が大きな数珠を持って村中を一巡し、各家々の庭先や土間で唱えながら回り、数珠をたたきつける。

62519 々 ク 地蔵祭り ノMf町 8月下旬 各地区 子供のお祭りで、地蔵尊の前に燈籠を並べちょうちんを吊す。地蔵をお参りに来た人に果物を売り、代金と赛銭を子供達で分ける。

626 8 ク ク ニ十二夜講 ク 毎月22日.年2回.正月22日など 各地区 安産.子育ての神として、女人講で祀る。掛軸を掛け、供物を供え、和讃を唱えて、会食する。

627 22 ク 豊岡村 道祖神焼き 下豊岡町十二社 1月14日か15日 各地区 子供が主体となり、正月のお飾りを子供達が集め、竹とわらで作った道祖神小屋と一緒に燃やす。

628 8 々 ク 庚申講 上豊岡町 春.秋•12月の申の日•10月など 各地区 青面金剛の掛軸を飾り、宿に集まり飲食.歓談する。

62919 ク 久 地蔵祭り 上豊岡町.中豊岡町 8月下旬 各地区 子供のお祭りで、地蔵尊の前に燈籠を並べちょうちんを吊す。地蔵をお参りに来た人に果物を売り、代金と赛銭を子供達で分ける。

630 8 ク ク ニ十二夜講 上豊岡町前村 毎月22日.年2回•正月22日など 各地区 安産•子育ての神として、女人講で祀る。掛軸を掛け、供物を供え、和讃を唱えて、会食する。

63122 ク 大類村 道祖神焼き 南大類町.下大類町 1月14日か15日 各地区 子供が主体となり、正月のお飾りを子供達が集め、竹とわらで作った道祖神小屋と一緒に燃やす。

632 8 ク ク 庚申講 南大類町 春.秋.12月の申の日•10月など 各地区 青面金剛の掛軸を飾り、宿に集まり飲食.歓談する。

633 8 ク ク ニ十二夜講 上大類町淵ノ上 毎月22日.年2回•正月22日など 各地区 安産.子育ての神として、女人講’で祀る。掛軸を掛け、供物を供え、和讃を唱えて、_食する。

634 8 ク 八幡村 城峯様(三峯講) 山名町天水 初4月8日‘4月 各地区 代表数人で埼玉の城峯様へ行き、お札を受けて、お仮屋に納め、宿に戻り講員に配り、飲食する。

63519 ク ク 地蔵祭り 山名町字山ノ上 8月下旬 各地区 子供のお祭りで、地蔵尊の前に燈籠を並べちょうちんを吊す。地蔵をお参りに来た人に果物を売り、代金と赛銭を子供達で分ける。

636 22 ノ 倉賀野町 道祖神焼き 倉賀野町内全域 1月14闩か15日 各地区 子供が主体となり、正月のお飾りを子供達が集め、竹とわらで作った道祖神小屋と,緒に燃やす。

637 8 ク ク 庚申講 ク 下町 春•秋.12月の申の日•10月など 各地区 青面金剛の掛軸を飾り、宿に集まり飲食.歓談する。

63817 り り 太子講 む字下樋越 1月から2月の都合の良いLイ高崎職工組合 札餅!|納»ツ1月I5日に祀っていたが、最近は年番の人の都合で日にちを決める〇養報順調

639 8 ク 滝川村 道祖神焼き 1月14日か15日 各地区 子供が主体となり、正月のお飾りを子供達が集め、竹とわらで作った道祖神小屋と一緒に燃やす。

640 22 々 京ヶ島村 道祖神焼き : §5?町 1月I4日か巧日 各地区 子供が主体となり、正月のお飾りを子供達が集め、竹とわらで作った道祖神小屋と一緒に燃やす。

641 8 ク ニ十二夜講 產SS:冕^町 毎月22日.年2回.正月22日など 各地区 安産•子育ての神として、女人講で祀る。掛軸を掛け、供物を供え、和讃を唱えて、会食する。

642 22 安中市 各町村 どんどん焼き 各地 1月15日 子ども育成会 7 L］に竹や篠を集めて道祖神小屋を作り、15日の朝に燃やし、繭玉やスルメを焼いて食べる。

643 21 ク 磯部村 鳥追い祭 下磯部馬場地区 1月14日 地区 中学3年生が親方になり、リヤカーに太鼓を固定し、太鼓を叩き歌いながら村中の道路を廻る。

644 21 々 東横野村 追い祭 鷺宮字宮本咲前神社 1月14日 東横野8区(宮本地区)道祖神の旗を待ち、太鼓を鳴らし、鳥追い歌を歌いながら、宮本の中を行進し、村境で、道祖神の旗を集めて火をつけるっ

645 22 富岡市 富岡町 ドンド焼き 富岡 1月14日 8区(公園組) 道祖神を祀った後、当番が廃材などを燃やし、近所の人々が来て、それぞれ正月飾りや繭玉飾りを持って焼く。川頁調



64615 富岡市 黒岩村 オカグラ 黒川 1月15日 上黒川.下黒川地区 子供達が、太鼓と獅子頭を持って各戸をまわり、獅子が家人の頭を喃み、木製の箱を家人の頭にかざし、無病息災を祈る。

64717 ク ク 餅投げ 黒川 2月8日ころ 上黒川各地区 雨宮神社の西裏に山の神を祀る祠があり、この屋根の上にのぼって餅を投げることが行われる〇

648 2 ク ーノ宮町 道祖神祭 ーノ宮 1月15日(隔年) ーノ宮各組 花や人形を飾った5台の屋台が各組内を巡行し、貫前神社に集合する。屋台は紙で作った花で飾り、各組で趣向をこらした人形を付ける。

64919 ク 々 百八灯 神農原 8月16日 神農原百八燈保存会 上信越自動車道の側道沿いに108つの灯りを灯す。現在は缶に石油を浸した布を入れて燃やしている。

65019 ク 高瀬村 大島火祭り 大島 8月16日 大島火祭り保存会 大島地区の各世帯から1名ずつ集まり、城山の中腹に火文字をつくる。文字はその年に因んだこと等から決める。

77 q 7 士 77酋等 法^亡丑： 〇日1ロ バ、A ロ -r-az-uhrv 鍬柄岳山頂にボンデンを奉納。ボンデンは計3本立てられる。参拝者は新しいオタチ休製刀)をオコモリヤに供え、納めて
651 3 ク 吉田村 石尊講 南!11匕井 9月1日 小眉•梅沢•千平地区 あるオタチを借りて神棚や玄関に置き、家内安全.五穀豊穣を祈願する。

65215 ク 丹生村 道餐祭り 下丹生 7月20日 打越地区 竹にお札と縄をつけて、集落境に立てる。疫病除けだという。お札は妙義神社から貰う。

653 22 ク ', ナイダ 下丹生 夏休み初日 下丹生東区 小1から中2までの男子が、数珠と太鼓を持ち、地区内の各戸をまわり、疫病除けを祈願する。

65416 ク 々 石尊講 上丹生 7月下旬 上丹生八幡 丹生川に降りてボンテンと小さな棒にオンベロを挟んだものを立て、「犬山権現Jといいながらオンベロに水を掛ける。

65519 ク 々 百八灯 上丹生 8月16日 上丹生八幡 悪魔除けの行事で、城山へのぼり、百八つの灯りを灯し、平坦地にカンテラを下げ、花火を打ち上げる。

656 4 々 々 灯籠祭り 上丹生 8月27日 上丹生菅原 疫病鎮めのために、菅原富岡線沿いと、鳴沢不動までの道沿いに灯籠を立てる。灯籠には思い思いの絵を描く。

657 8 ク 福島町 庚申講 原田様 4月第2日曜 各組.講中単位 庚申様の場所を掃除し、シメ縄を張り、オタキアゲをし、酒を供えて豊作を祈願し、飲食をする。

658 24 々 ク オショウジン 田篠 7月下旬 田篠地区 7月に行われる川原掃除の時に、竹にお札を付けて集落内の辻々に立てる。

659 2 甘楽町 小幡町 小幡八幡宮大祭 小幡 4月10H (5年に1度) 第1区 小幡八幡宮の例祭で横町.上町.中町•下町の各町で1台づっ保有し、飾り人形を備え、屋台はやしがある。 順調

66019 ク 新屋村 百八灯(ナンマイダ) 白倉 8月15日 本村育成会(子供会) 天王様の石製の祠のまわりや石積の間に108本のローソクを灯し、念仏を唱えながら数珠を回して無病息災を願う。 危機

661 8 ク ク 庚申待ち 天引 2月の当番の都合の良い日 25区7組 午前10時に当番(組長)の家に集まり、猿田彦大神の掛軸を掛け、ネL拝し、飲食が始まり、当番組長の引き継ぎが行われる。 順調

777 77Z 吐r 7日绝J ロ蹦ロ ヱ 人形と麻入りの紙吹雪で各目を清める。その後、各組への進入路に1〜2m程の若竹をたて、木製で神社名等を墨書きした数 川百纲
662  15 ク 々 お天狗様の禊 白倉.造石 7月第4日曜日  白倉神社氏ナ 十cmの太刀を若竹に取りつけ、悪靈等の進入を防ぐ行事で明治初期から開始された。 順調

66317 々 秋畑村 太子講 秋畑 1月〜3月の間の日曜日 地区職人連合 建設.製材.電気.水道施設•大工.左官業等の参加者で、太子像の掛図に供物を供え、飲食懇談し、餅を持ち帰る。 順調

664 2 松井田町 松井田町 八坂神社例祭 仲町公会堂 1月第3日曜日 仲町氏子 神輿を出し、神輿愛好保存会の応援を得て、街中を練り歩く。

665 8 々 々 三峰講 南町公会堂 4月15H •11月15日 南町区民講中 三峰神社まで火除等の御札を代表者が戴きに参り、線香をたいて祈祷する。

666 8 ゥ ゥ 城峰講 新田公会堂 4月末〜5月 新田講中 埼玉の城峰より火伏の御札を戴き、掛軸を室内にかけて参拝する。

667 28 々 ク 天王尊 中宿公民館 7月24日 中宿区民 疫病除の神を石宮に祀る〇太鼓を鳴らし、年番班が寄合い、飲食する。御札を各戸へ。

668 2 ク ク 八幡宮例祭 八幡宮 10月15日 八幡宮氏子 獅子頭が新田に3、仲町に2あり、例祭の際に先導を務める。山車が区別に4台あり、街中を練り歩く 〇 順調

669 8 ク ク 犬念仏 森崎 10月か11月の戌の日 区内女性 当番家の座敷に12匹の犬の描かれた掛軸を吊し、ついた餅を食して、夜中12時に三又辻まで送る。 危機

670 22 坂本町どんどんやき 北野牧字狐萱 1月14日夜 地区 駁篇!爲^^^ヌルデの木で作った太刀やマユダマを燃やす。太刀は1本は道祖神に供え、1本は危機

厂道祖神の火事見舞is; 譴:誌:警る村人を護った雜神に感謝し' 火事見舞ぃをする"麵神に礼を述べ' *

67217 ク ク 山の神の祭り ク 3月16日 山ノ神の狐萱講中 上座に山の神の掛軸を掛け、その前に供物を捧げる。山仕事の安全祈願をした後、会食、歓談する。 危機

67316 ク り イナムラサン(石尊様)ク 7月28日 石尊講中 酣山頂に登り、欄のわきに梵天を立て、供物を供えシメ縄を張り替える。大山阿夫利柳:の主神の關の神としての石尊様に対する信仰である。 危機

674 2 ク ク 八幡宮秋祭り 坂本 9月中旬の土.日 八幡宮祭典委員会 神前で御祈祷の後、山車が青年団や子供達によりひかれ、上宿.中宿.下宿の順に宿内往還を練る〇 順調

675 2 ク 細野村 天神講 上増田熊の谷地区 2月11日 熊の谷地区 熊宮三社の天満宮石嗣にお供え、お参りをした後、年番の家で天神様の掛軸を掛け、学業成績向上の祈願をする。 危機

676 8 々 ク 碓谷戸のおくまんさん 碓谷戸おくま大明神 3月15日 新井酉見地区 女衆だけの祭りで、おくま大明神にお供えをし、•安全と繁栄祈願。その後、会食、懇談する。

677 8 々 ク 御嶽講 上増田熊の谷、木馬瀬 3月17H • 4月16日 地区 2地区別個に、高戸谷山頂の御嶽神社で地区の繁栄を祈願する。石祠を清め、飲食、歓談する。

678 8 ク 々 千ケ褚の祭り 土塩 3月28日に近い日曜日 地区 世話人の準備のもと、不動明王はじめ多くの神仏、宮が清められ、当日は出店も出て賑やかな祭りとなる。 危機

679 8 ク ク 産泰講 上増田熊の谷地区 4月10日 地区 産泰大神宮の掛軸を掲げ、女衆が集まり、子供の健やかな成長を祈願し、飲食、歓談する。

68016 ク 々 精進講(石尊講) 上増田八区西.東 7月2闩 各地区 「雨ごい」行事。年番代表が河で身を清め、山の石宮にお供物等をして祈願。その後、飲食、歓談する。

681 8 松井田町 細野村 秋葉さん(あきやさん)新井西見地区 12月17日 地区 秋葉神社にお参りし、供物を供え、安全を祈願。夜、当番の家に集まり飲食、歓談する。



682 22 ク |九十九村 どんどん焼き 11増田•百国.小日向地区 1月15日 各地区子供育成会 地域の小•中学生を集め'竹の周囲に杉の枝でピラミ状のやぐらを組みヽお札.ダルマなどとともに燃やし'  マコ曬を焼いて食べる"盛ん 

683 22 ク 々 天神講 下増田 1月末の日曜B 地区の小学生 子供達が中心に集まり、五目ご飯を作り、手にのせ、神社のまわりを1周する間に食べ、お神酒をあげる。_______________

684 24 ク 々 先祖祭り(念仏講) 春彼岸 春彼岸 念仏仲間(女性) 地区の女性だけが長老を中心に集まり、13仏の掛軸を掛け念仏を唱えた後、墓参りし、その後全員で料理を食べる。順調________

685 29 ク ク 天神まつり 下増田 3月25S • 4月26日.10月15日 氏子団体 氏子が中心となり、春秋2回まつりを行う。春には養蚕用具を中心とした市がたつ。 ______________

686 8 々 々 庚申待ち 高梨 11月の申の日 講中 年番の家に集まり、十三仏の掛軸を掛け、供物を供え、会食する。 順調 _____

687 22 " 臼井村 どんど焼き 横川.西尾 1月14日 子ども育成会 門松や古いお札を燃やして、おまい玉を焼いて食べる。_________________________________________________________________

688 8 ク 六夜様 横川字二階 3月268 龍洞寺元檀家 明治4年、新堀の金剛寺に合併された龍洞寺の檀徒が当時を偲び、年とは関係なく元檀徒が集まって行う。 順調

689 8 ,, 三峰山の横川講 横川 4月15H 講員 三峰神社本山のお札は郵便代参とするが、講員の家を順番に宿として家内安全•健康長寿を祈願し、会食歓談する。順調

69019 々 ク 矢の沢の子育て地蔵まつり 横川宮ノ前地区 8月23 • 24 0 宮ノ前地区 」古くから信仰の厚い子育て地蔵で、明治43年の流出後、新しく建立さらに昭和59年にも新しく地蔵を加え祀るc順調 _______

6918 ク ク 平の庚申講 五料字平 11•12月の庚申の日 講中 講員(8軒)の家を宿として順番に廻り、青面金剛絵像を掲げ、供え物をして、健康長寿を祈り、皆で会食歓談する。 順調

692 21 西横野村 鳥追い 上人見.高野谷戸.二軒在野•鳥留 1月14日 子ども育成会./•ども リヤカーに太鼓を乗せ太鼓を叩きながらかけ声をかけながら地区内を廻る。全部で4地区で鳥追いを行っている。 順調

693～ 22 ク ク どんど焼き 八城 1月15日 子ども育成会 竹.杉等を利用して円錐形のやぐらを作り、正月飾り等を燃やし、まゆ玉を焼いて食べる。 危機______

694 5 ク ゥ 先祖祭り 大王寺 2月21日に近い日曜日 須藤一家 須藤姓の家 ⑵軒)で、一族による先祖まつりである。宿を毎年順番にまわし、掛軸を2本掛け、祈祷後、会食。 危機 _____

695 8 ク 庚申講 行田 11月の庚申の日 講中 行田地区(9軒)で行われる庚申講で、掛軸を掛け、供物を供え、拝礼_ 会食する〇 ______________________ 順調

696 8 妙義町 妙羲町 天神講 各地K 2月15.24日、3月24日 講中 女性の講であり、毎年宿を決めて集まり餅やけんちん汁を作って会食歓談する□ ______________

69715 ク " 行沢の北向き観音 行沢 1月18H 行沢地区 北向観音堂にて厄除札を配付し、参道に旗を10数本立て、地区の各入り口に八丁ジメを作る。 順調

——■-- f ロ爪て祐殊 7日体生のロ hヨヨロ 荇沿慰7 二つ岩の深い渕(精進場)で大山石尊を祀る。岩に張ったオシメの紙が落ちるまで水をかけて祝う。ヒトガタ 醐69815 ゥ " 仃沢の石尊講 仃沢 7月後牛の日日隹日 ___________仃沢地区 _______________で身体を撫でて川に流すと、災厄が流れるという。__________________________________________________________順ロ网 _______

699 2 下仁田町下仁田町諏訪神社例大祭 ド仁田 10月中旬の土日 祭典委員会 神輿及び山車6台で悪病や災害の退散を祈願し、町内を巡行する" 順調

7〇〇 5 々 々 鬼子母神祭り 東野牧 11月中旬土日 鬼子母神社氏子 明治13年、山梨県から鬼子母神の分霊として御幣束を受けてきて祀っている。_______________________________  順調 _____

7〇122 南牧村 村内各地区 どんどん焼き 磐戸村•月形村.尾沢村1月14日 各地区 压月で使用した飾り物などを焼き、その火でまゆ玉を焼いて食べて' 1年の無病息災を祈願する〇 順調

---------------------------------------------------------------------------------------------------- - _______________________________________—-—3 盆の行事として行われ、夕刻太鼓の合図により火とぼし山から点火された麦わらをうちふりつつ山を下り、大 
7021 ク 月形村 大日向の火とばし 大字大日向 _____________ 8月14B •15B ------------- 大日向区 日向橋等では、鼓状に __________________________________皿ん

703 4 尾沢村 御柱のお祭り - 7年ごと4月(前回平成10年)諏訪神社氏子 大木を七角に削り、その七面に七色の色を塗り、柱には御幣をつけシメを巻き、四方に竹を御神木!^て建てる。_州頁調 ______

704 22 杳井町 各地 どんどん焼き 星尾 1月14日近辺の休日 育成会他 松•竹を三角形にかけたものを早朝燃やす" 順調

705 28 吉井町 祇園祭り 町内各所 7月21• 22 0の近くの:第1区.2区 山車.神輿が出る。__________________________________________________________________ 順調 _

70615 ク 多胡村 みそぎ流し 神保辛料神社 7月31日 - 辛料神社氏子 茅の輪くぐりを行う。 _______________________________________________ ______________________________________順調 _____

707 2 新町 新町 ふるさと祭り 新町 8月1日 地区 午前中に地元の各区を廻り、夕方から中山道などを行進する。各区により色々な山車の種類がある。 順調

7〇815 藤岡市 藤岡町 人形流し 藤岡 6月30H •12月31日 富士浅間神社氏子 大祓の人形で身体を撫でた人形を集め大祓の式を行い’北の川まで行き' 拝みながら人形を流す〇 順調 _

2 ク ク 祇園祭り ク 7月下旬 各町 計13台の屋台が引き出され、当番の町内を先頭にお離子を演奏しながら引き回し、最終日の夜13台の屋台がシヤギリの競演を行う〇 川頁調

71Q 8 ク 々 道祖神祭り 々 11月15日 各町 悪病除けの祭式で、道祖神碑の前に供物を供え、オミゴク(菓子類)を参詣人に配り、お札を各幽J配る。 順調

7118 ク 神流村 二夜様念仏 岡之郷 2月22日 各地区婦人会 こ捕(如意輪観音)の飜を掛け、供え物をして短くなったロウソクを安産を願う女性に分ける。お産の時にこのロウソクを使うと安産できる。順調 _______

712 22 小野村■天王様 中上郷 7月24日 北.黒田組西.前組 2台の子供神輿を、両組が1年交替で担ぐ。神社を振りだしに氏子の家々を順に練り回る。 _順調 ______

713 8 " 美土里村 百万遍念仏 土落合 1月16H • 7月16日 長津地区. 村に疫病がはやらないように、2〇人位の女衆が輪になり鉦を叩く音に合わせて、大数珠を念仏を唱えながら迴す。回数に決まりは無い。 順調

714 8 ク 美九里村 お手長様 本郷風久保 2月初午 地区 手長神社の石宮は火伏せの神で、普段火を扱う女衆が、二月初午に集まり料理を作って賑やかに祀る。 順調

71511 ク " 神田雨乞い獅子 ' 神田浅間神社 日月rりの後 神田獅ナ舞保存云 社の北にある井戸に御神水を注いで雨を祈る。 ________________________________________  危機______

7161 ク 平井村 北原の花火 ®石字北原 8月5日 北原地区 村に悪いことが起こらないように、北原の鎮守様の十-:天様に花火を上げる。2〇〇年も続いている。__________  順調 _____

717 8 ク " 三嶋様の夜祭り 西平井三嶋神社 11月14日 三嶋神社氏子 神社の秋季大祭。下の宮から、御神体を神輿に移して卜-の宮に渡御し、翌早朝上の宮からrの春に渡御する。 順調



71811 藤岡市 日野村 辛科八幡のお的 上日野字田本 1月3日 辛料八幡社氏子 正月七草に弓取り.矢取りの子供を屮心にしてお的を射て、今年の月ごとの天候を占う。 順調

■7—。ロわで小门爪门砌门 fir- 大日様を守護仏として、百八灯を上げて祀る。麦ワラ束で作った梵天の上に御神木という幣束を立てたものを 藍_719 4 ク ’’ 大日ネ冃進 卜日野子虧沢大日山 7月の初丑の日の刖後の日曜日 炉沢地区 大日山山頂の杉の御神木にく くりっける。 门貝巧

720 8 " " ワカレ塔婆 上日野字鹿島 2月、5月と9月〜12月の月1回 念仏講 順番の宿の家の都合の良い日に、毎月(2〜5月と9-11月)1回、各組ごとに女衆が集まって念仏を唱える。順調

7218 ク ク 鬼子母神祭り 下日野字大平 4月15日前後の日曜 大平地区 観音堂に女衆が集まり、念仏を唱えて祭った後、飲食する。子供のない女性が祈願すると子宝に恵まれるという。 順調

722 8 ク ク 精進 下日野字芝平 7月の第一日曜日 地区 公会堂に各戸一人ずつ男子が出て、アンピンやうどんを作り、お精進様に供物を捧げ、一晩中飲食する。 順調

723 2 ク 々 鹿島神社例祭 上日野字鹿島 10月10日 鹿島組 鹿島神社の祭りに屋台が出て、大人が引きまわす。 順調

TT TZT7 ～～～ 水田が無い鹿島では、畑に麦を栽培して主食にしたが、犬と麦との関係について伝説があり、戌の日に麦蒔き～～724 8  " 大様念仏_______________" 10月の初戌の日_______________鹿島組___________________ をしないで「犬の念仏」が女衆によって唱えられる。_________________________________________________________  川励 _______

725 2 鬼石町 鬼石町 鬼石祇園祭 鬼石 7月14 •15 G以降の土日 各町 江戸後期から始められた祭りで、現在、全町5台の山車が揃い、盛大に行われている。 盛ん

726 30 中里村 中里村 中山神社お川下げ 魚尾 4 J-J15日に近い日曜日 中山神社氏子 午後、祝詞奏上後、御神体は神輿に移され、若衆に担がれて神流川に設けられた神座へと運ばれ、みそぎの神事が行われる。

72718 上野村 上野村 初絵売り 川和 元旦 子供会 元IIの朝に子供達が「宝船」「金のなる木」「恵比寿」「大黒」などの絵を三枚で千円程で売る。 順調

し、、し、、•丄、 77 3基ほどの「ハデ」を作り燃やす。道祖神のご神体の「オキンマラ」を火中に投じ、災厄を焼き払う。また、_～
728 22 ク____________ " 以ひ焼き____________ ____________________________ 1月15日_____________________ 乙又地区__________________ヌルデの木で作った「ワキザシ」を焦がし、それを持ち帰り、玄関などに立てかけて魔除けとする。____________服^1_______

729 4 ゥ ク 薬師様 野栗沢奥名郷 旧暦の2月7日 奥名郷、所の沢地区 眼の神様として、薬師堂に供物を供えて、お参りしてから宿になった家に寄り御馳走になる。 危機

730 8 々 ク 七円の祭り 乙父字石神 9月27日前の土.日曜日 石神組合 石祠の御諏訪様に供物を供え参拝した後、宿で飲食する。 盛ん

TZ TH —Z～～ ～ 晩に「ワラデッポー」を手にした子供たちが各家庭を廻りながら大声で怒鳴りながれ庭に土を思いっきり叩 顺稲
73122 ク " 十日夜___________________£5__________________旧暦10月10 ロ_________________ __________________________  き、家の者が子供達に300円程払う。_______________________________________________________________________________________

732 8 ク " ゼンキ様 野栗 12月〜4月までの各月の12日 野栗6組 各月の12日に順番で宿になり、古峰神社の掛軸を掛け、供物を供え拝ネしし、飲食歓談する。 危機

733 - 29 々 " 天神様. - 植原 4月20日前後の日 植原神社氏子 神事、直会を行う。昔は、芝居、舞踊など余興もあった。 順諷 

734 1 ク ク 火あげ 勝山 8月14H 地区 山の中腹に鳥居を作り麦わらを置いて火をつける。
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