
第
十

二
早
　
祭
事
と
民
俗
芸
能

第

一
節
　
富
倉
の
ヒ
ャ
ッ
ト

鐸
社錮
鉤
一副瞼
茫
一濤̈̈
軒

様
を
ご
神
体
と
し
た
神
社
で
あ
る
。

ヒ
ャ
ッ
ト
の
起
源
に
つ
い
て
は
文
献
等
確
た
る
証
拠
が
な
い
の
で
定

か
で
は
な
い
が
、
伝
承
等
を
た
ど
る
と
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
受
け
継

が
れ
て
い
る
。

越
後
高
田
の
城
主
上
杉
謙
信
の
家
来
山
下
来
女
正
守
が
、
謙
信
が

武
田
信
玄
の
信
越
攻
略
を
防
ぐ
た
め
に
飯
山
城
を
築
城
す
る
と
同
時

に
、
高
田
城
と
の
連
絡
を
計
る
た
め
富
倉
小
井
土
峯
に
の
ろ
し
上
城

を
築
城
し
、
武
将
を
連
れ
て
駐
在
し
て
い
た
。
謙
信
公
は
、
飯
山
城

へ
入
城
の
た
め
富
倉
街
道
通
過
の
際
は
必
ず
富
倉
神
社

へ
寄
願
参
拝

さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
奉
納
さ
れ
て
い
る
ヒ
ャ
ッ
ト
は
、
山
下

来
女
正
守
の
武
将
が
鍛
錬
し
た
武
術
の
基
本
動
作
で
あ
る
と
い
わ
れ

て
い
る
。

富
倉
に
は
、
昔
か
ら
中
谷
に
は
富
倉
神
社
、
倉
本
に
は
倉
本
神
社
、

滝
ノ
脇
に
は
富
滝
神
社
、
濁
池
に
は
伊
勢
神
社
の
四
社
が
あ
っ
て
、
山

下
の
武
将
た
ち
が
戦
勝
を
寄
願
し
に
四
社
に
武
術
を
奉
納
さ
れ
た
と
い

う
。

今
か
ら
六
〇
年
ほ
ど
前
ま
で
は
四
集
落
で
毎
年
秋
祭
り
に
豊
作
を

願

っ
て
ヒ
ャ
ッ
ト
を
奉
納
し
た
が
、
戦
後
集
落
ご
と
の
秋
祭
り
が
統

合
さ
れ
て
富
倉
神
社
祭
礼
と
し
て

一
本
化
し
、
ヒ
ャ
ッ
ト
の
奉
納
と

な

っ
た
。

「
ヒ
ャ
ッ
ト
」
の
意
味
は
、
刀
舞
い
の
か
け
声
の
時
に

「
ヒ
ャ
ツ
ト
、

エ
ー
」
と
い
う
か
け
声
を
か
け
る
と
こ
ろ
か
ら
出
た
名
で
あ
る
。

こ
う

い
う
言
い
伝
え
も
あ
る
。
上
杉
謙
信
の
養
子
、
景
勝
の
頃
の
時

代
に
倉
本
の
ヒ
ャ
ッ
ト
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
景
勝
が
会
津

へ
行

く
と
き
舞
の
形
を
残
し
、
広
ま

っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
。
百
姓
、

兵
隊
も
い
て
、
い
つ
何
時
も
練
習
し
た
り
親
善
試
合
を
し
た
り
し
て
い

た
。
そ
の
う
ち
に
、　
一
般
の
人
も
入

っ
て
や
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
れ

が
芸
能
と
し
て
残

っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

富
倉
の
城
主
も
会
津
に

一
緒
に
行

っ
た
。
そ
の
時
の
家
来
丸
山

一
之

進
の
遺
留
品
の
中
に
刀
が
あ

っ
た
が
、
そ
れ
が
滝
ノ
脇
の
刀
と
い
わ
れ

て
い
る
。

‥
‐
］Ｆ
　
　
献
上
品
と
し
て
、
海
の
品

（鱒
）
、
山
の
品

（大
根
）
、
酒
、

嘱
脚
円
中
　
米
、
献
燈
、
昇
旗

（大
旗
・掛
旗
）
が
祭
り
に
献
上
さ
れ
る
。

そ
の
う
ち
米
は
、
毎
年
献
上
し
よ
う
と
す
る
人
が
い
て
、

早
め
に
早
稲
種
を
植
え
て
、
「
オ
ラ
の
で
き
た
か
ら
飾

つ
と
く
れ
」
と

献
上
し
て
い
る
。

ス
ス
キ
灯
籠
　
　
花
灯
唯
、

降
灯
籠
、
す

‐ す
き
灯
籠
等
で
豊
作
を
瑚

う
と
同
時
に
祭
り
の
華
や
か
さ
を
演
出
す
る
。
灯
籠

を
作
る
の
は
女
衆
だ

っ
た
と

い
う
。
現
在
、
灯
籠
作
り
は
九
月

一
四

日
の
午
前
中
に
お
宮
で
作

っ
て
い
る

（図
１
）
。
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傘
① 番傘大

② 丸チョウチン3箇 さげる

③ 腰巻赤布 巾36cm約
④ ヒシ 厚約 30cm 2面

1面毎に奉納と書く

⑤ 燈籠骨台 直径 1.2m外輪

50cm内輪

外輪に48コ のススキ骨を巻く印を付ける

内輪に48コ の穴をあけるさし込む穴

⑥ マンド 縦 70cm横 50cm位の四角

1面 に豊年萬作、五穀豊穣、富倉神社、御祭礼

と書く

⑦ ススキ骨 トーロー 1本に竹骨 48本
1本の長さ3.5m 太さ 1.2cm位

台にさし込む所 50cmを 離して巾3cmに切つた

金、又銀の紙を巻く。

③ トーロー竿、大竹 長さ5m位
⑨ トーローは一対として献納されるので

1本は金巻き、1本は銀巻き

⑩ 金紙、銀紙が高価なので豊作でなければ献燈さ

れない

丸提灯

腰 巻

トウロウ台内
く  ヒシトウロウ

トウロウ台外

マンド

① トーローには花 トーロー、傘 トーロー、ススキ ススキトウロウ骨
トー回―の3種類

⑫ 花、傘トーローは毎年献納される トウロウサオ

図 1 ススキ灯籠

ヒ
ャ
ッ
ト
の
　
　
富

手
順
と
定
め
　
倉
の

ヒ
ヤ

ッ
ト
は
、
九
月

一
四
日

の
秋
祭
り

に
富
倉
地

区
中
谷

の
富
倉
神
社

で
行

わ
れ

る

（
写
真

１
）
。最

初

に
二
人

で
切

り
合
う

「
悪
魔
払

い
」

が
舞
わ
れ
る
。
「
ヤ
ジ

馬

（悪
者
）
」
を
自
装

束
の
凛
々
し
い

「悪
魔

（正
義
の
味
方
）
」
が
追

い
払
う
。

続

い
て
三
人
で
切
り
合
う

「
居
合
い
抜
き
」
の
舞
が
始
ま
る
。
二
人

の
悪
魔
が
登
場
し
、
刀
の
切
り
合

い
を
し
合
う
。
そ
こ
へ
ま
た
、
「
ヤ

ジ
馬
」
が
加
わ
り
、　
一
段
と
勇
壮
な
切
り
合
い
と
な
る
。
腰
が
低
く
素

早
い
動
作
で
、
相
手
の
眉
間
を
め
が
け
て

「
ヒ
ャ
ッ
ト
」
と
気
合
い
を

掛
け
て
打
ち
込
み
、
相
手
は
こ
れ
を
刀
で
受
け
止
め
る
た
め
に
火
花
が

散
る
。
怪
我
は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
と
い
う
か
ら
、
舞
う
方
も
真
剣
だ
が
、

見
る
方
も
ア
ッ
と
息
を
の
む
緊
張
し
た
瞬
間
が
続
く
。
囃
子
の
太
鼓
も

笛
も
最
高
潮
に
な
り
、
最
後
に

「
ヤ
ジ
馬
」
が
負
け
て
退
散
す
る
。

昔
の
戦
闘
は

一
人
ひ
と
り
の
戦
い
で
あ
り
、
他
人
の
加
勢
は
卑
怯
者 写真 1 ヒャット
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と
い
わ
れ
る
。
こ
の
ヒ
ャ
ッ
ト
の

「
ヤ
ジ
馬
」
は
、
結
局
卑
怯
を
恥
じ

て
刀
を
捨
て
、
逃
げ
る
動
作
を
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
悪
魔
を
退

治
す
る
意
味
が
こ
の
舞
の
本
旨
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
賊
や

病
を
退
治
す
る
意
味
も
あ
る
と
い
う
。

秋
祭
り
の
日
程
は
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

①

活
性
化
セ
ン
タ
ー
出
発
　
夜
八
時

②

道
中
を
練
り
歩
く

③

鳥
居
で

「
し
め
切
り
」

④

道
中
を
練
り
歩
く

⑤

中
谷
の
石
段
を
上
が
る

⑥

お
宮
の
庭
で

「
し
め
切
り
」

「
ヒ
ャ
ッ
ト
」
（悪
魔
払

い

。
居
合
い
抜
き
）、

「な
ぎ
な
た
」
（写
真
２
）

⑦

一
一
時
頃
終
わ
る
ｃ

祭
り
が
統
合
さ
れ
る
ま

で

たを

は
、
祭
り
の
日
が
倉
本
は
八
月

ぎな

二
六
日
、
滝
ノ
脇
は
九
月

一
一

蒙

日
、
濁
池
は
九
月

一
四
日
、
中

写

谷

は
九
月

一
七

日
と
違

っ
て

い
た
た
め
、
他
部
落

の
人
た
ち

が
氏
子

の
庭

に
立

て
ら
れ
た

灯
籠
を
夜
宮
の
時
、
先
陣
争

い

を

し

て
お
宮

へ
担
ぎ
上
げ
た

ル
」
い
つヽ
。

ヒ
ャ
ツ
ト
に
は
、
次

の
よ
う
な
細
か
な
定
ま
り
が
あ
る
。

①

ヒ
ャ
ツ
ト
を
す
る
も
の
は
武
将
た
る
顔
と
す
る
。

②

衣
装
は
、
か
す
り
浴
衣
、
黒
脚
絆
、
白
手
甲
、
自
鉢
巻
、
紅
白

の
た
す
き
掛
け
、
わ
ら
じ
履
と
し
、
帯
刀
は
真
刀
と
す
る
。

③

勢
い
を
鼓
舞
す
る
た
め
に
、
大
太
鼓
、
小
太
鼓
、
笛
を
吹
く
。

化
粧
と
道
具

　

悪
魔

（正
義
の
味
方
）
の
化
粧
は
、
ヤ
ジ
馬
を
切

り
倒
し
、
人
々
の
幸
せ
や
豊
作
を
望
ん
で
舞
う
の
に

ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
な
る
。
そ
の
化
粧
は
す

っ
き
り
と
し
て
い
て
、
鼻

筋
を
通
し
て
ひ
げ
を
ピ
ー
ン
と
か
く
。
強
そ
う
に
、
い
い
男
だ
と
い
う

感
じ
に
す
る

（写
真
３
）。

ヤ
ジ
馬
の
化
粧
は
、
こ
と
あ
る
も
の
を
遠
巻
き
に
し
て
好
き
勝
手
に

の
の
し

っ
た

り
、
邪
魔
し

た
り
す
る
雰

囲
気
を
出
す

も

の

に

な

る
。
そ
の
化

粧

は

複

雑

で
、
ひ
げ
が

う
ず
を
巻
く

よ
う
に
太

々

と
か
く
。
鼻

筋
は
通
す
。

写真 3 悪魔の化粧
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写真 5 居合い抜きで使 う真剣

写真 6 笛と太鼓

笛
、
太
鼓
の
間
に
囃
子
を
入
れ
る
。
「
悪
魔
払

い
」
の
時
は
ソ
ー
レ

と
、
か
け
声
を
入
れ
、
「居
合
抜
き
」
の
時
は
ヨ
ー
イ
、
チ
ョ
イ
と
い
う
。

さ
ら
に
、
「
な
ぎ
な
た
」
の
時
は
チ
ョ
イ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
違

っ
た
囃

子
を
入
れ
る
。

昭
和
四
〇
年
頃
ま
で
は
、
チ
ャ
ン
ギ
リ
と
い
う
道
具
を
使

っ
て
囃
子

を
入
れ
て
い
た

（写
真
４
）
。

ヒ
ャ
ッ
ト
で
は
、
二
尺
三
寸
の
真
剣
を
使
う
。
大
太
鼓
、
小
太
鼓
、

笛
が
主
な
道
具
で
あ
る

（写
真
６
）
。
笛
は
、
先
に
い
く
に
つ
れ
て
穴

の
間
隔
が
狭
く
な
る
独
特
の
も
の
を
使
用
し
て
い
る
。

中
谷
の
真
剣
は
軍
隊
で
使

っ
た
と
い
う
本
物
で
あ
る
。
倉
本
の
真
剣

は
剣
舞
用

（本
造
り
）
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
教
育
委
員
会
の
使
用
許
可

が
い
る

（写
真
５
）
。

後
継
者
と
　
　
後
継
者
不
足
で
、
平
成

一
三
年
か
ら
ヒ
ャ
ツ
ト
が
で

獅
子
舞
　
　
き
な
い
状
況
に
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
人
々
は
み
ん

な
ヒ
ャ
ッ
ト
を
残
す
こ
と
を
願

っ
て
い
る
。
残
す
に
は

ど
う
す
れ
ば
い
い
か
と
い
う
本
格
的
な
話
し
合
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
地
区
の
人
々
は
い
っ
て
い
る
。

ま
た
、
現
在
は
中
断
し
て
い
る
が
、
平
成
五
年
頃
ま
で
は
祭
り
の
最

後
に
獅
子
舞
が
行
わ
れ
、
雄
獅
子
と
女
獅
子
が
あ
る
。
こ
こ
の
獅
子

舞
は
、
小
境
の
も
の
と

つ
な
が
り
が
あ
る
と

い
わ
れ
て
い
る

（写
真

８
ｏ９
）
。

な
お
、
北
峠
集
落
は
昭
和
の
頃
、
柳
原
、
外
様

へ
集
団
移
転
し
、
北

峠
で
行
わ
れ
て
い
た
ヒ
ャ
ッ
ト
は
、
布
施
田
神
社
の
祭
礼
に
取
り
入
れ 写真 7 布施田神社の祭礼
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ら
れ
て
現
在
も
継
承
さ
れ
て
い
る

（写
真
７
）
。

＞秋際り　い略］詢剛刊け軸̈
躊制わつそ岬跡はほ董諏れに特

Ｃ
利
理
　
の
も
の
で
、
こ
し
が
あ
る
。
笹
寿
司
も
祭
り
に
欠
か
せ
な

い
も
の
で
あ
る
。
具
に
は
、
こ
ご
み
、
ぜ
ん
ま
い
、
味
噌
漬
け

（三
年

間
漬
け
た
物
）
な
ど
が
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
赤
飯
、
こ
ん
に

ゃ
く
、
豆
腐
、
天
ぷ
ら
な
ど
手
作
り
の
料
理
が
作
ら
れ
る
。

昔
は
、
料
理
の
準
備
は
も

つ
ぱ
ら
女
衆
で
、
祭
り
を
ゆ
つ
く
り
見
ら

れ
な
か

っ
た
と
い
う
。
丸
々
三
日
間
休
み
な
し
で
準
備
を
し
た
り
、
赤

飯
の
入

っ
た
重
箱
を

一
度
に
六
個
ぐ
ら
い
ず

つ
し
ょ
つ
て
運
ん
で
配

っ

て
歩

い
た
。
赤
飯
は
夜
中
の
三
時
、
四
時
か
ら
炊
き
出
し
を
始
め
た
。

ヒ
ャ
ッ
ト
を
見
ら
れ
れ
ば
い
い
方
だ

っ
た
。
そ
ん
な
女
衆
に
と

っ
て
、

他
部
落
の
祭
り
に
呼
ば
れ
て
行
く
の
が
唯

一
の
楽
し
み
だ

っ
た
。

第
二
節
　
大
川
神
社
の
祭
り

Ｅ
‐ヽ
卜
　
　
御
神
酒
、
米
、
塩
、
魚

（鮭
か
鱒
）

一
本
、
野
菜

（大
根
、

鴻
同
製
　
人
参
、
と
ま
と
、
な
す
）
、
昆
布
、
菓
子
、
果
物

（り
ん
ご

⊂
利
押
　
や
み
か
ん
な
ど
の
時
期
に
あ

っ
た
も
の
）
を
献
上
し
て
い

る
。
昔
は
、
籾
や
布
な
ど
も
献
上
し
て
い
た
。

‥
‥
Ｅヨ５
　

花
灯
籠
が
二
本
立

つ
。
昔
は
四
本
立

っ
た
。
ヒ
バ
タ
、

夜
畑
離

赤
旗
も
立

つ
。
カ
サ
ボ

コ

（灯
籠
を
小
さ
く
し
た
も
の
）

も
立

つ
。
昔
は
、
凶
作

の
時

は
、
ア
ゲ
ド
ウ
ロ
ウ
と

い
つ

て
初
め
か
ら
お
官
に
立
て
て

い
た
。
ヒ
バ
タ
に
は
、
大
川

神
社
、
五
穀
豊
穣
、
天
下
太

平

の
文
字

が
書

か
れ

て

い

る
ｃ

ヒ
バ
タ
を
持

つ
人
は
、

そ
の
年
そ
の
年

で
決
め
て
い

る
。
祭
り
の
当
日
、
鳥
居
を

く
ぐ

っ
た
花
灯
籠
が
、
村
人

た
ち
の
手
で
四
二
段

の
石
段

を
か
け
上
が
る
様
は
壮
観
で

あ
る
。　
一
気
に
か
け
上
が
り

写真 8 獅子頭

写真 9 中断前の獅子舞
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拝
殿
の
横
に
立
て
ら
れ
る

（写
真
１０
）。

花
灯
籠
は
、
昔
、
資
材
の
少
な
い
頃
は
古
雑
誌
や
新
聞
紙
を
使

っ
て

作

っ
て
い
た
。
現
在
は
、
写
真
の
よ
う
な
和
紙
を
赤
と
青
で
染
め
た
「花
」

と
呼
ば
れ
る
も
の
を
使

っ
て
い
る
。
今
も
夜
集
ま

っ
て
み
ん
な
で
作
る
。

六
組
の
地
区
が
様
々
な
作
業
を
分
担
し
て
作
り
上
げ
る
。
昔
は
、
お
祝

い
の
歌
や
流
行

っ
て
い
た
歌
を
歌

い
な
ど
、
に
ぎ
や
か
に
し
な
が
ら
ゆ

っ
く
り
と
作

っ
た
も
の
だ

っ
た
と
い
う
。

祭
り
の
前
日
、
ふ
れ
あ

い
セ
ン
タ
ー
で
は
花
作
り
が
行
わ
れ
て
い

た
。　
一
つ
の
花
灯
籠
に
花
を
付
け
る
竹
ひ
ご
が
三
二
本
、
竹
ひ
ご

一

本
に
花
が

一
四
個
、

つ
ま
り

一
つ
の
花
灯
籠
に
花
が
約
四
〇
〇
個
。

花
灯
籠
二
本
で
八
〇
〇
個
の
花
を
作
る
の
で
あ
る

（写
真
１１
）
。
三
〇

～
三
〇

ル
‐ン
産
の
長
さ
の

「
ョ
リ
」
を
作
る
に
は
コ
ツ
が
い
る
。
男
性

一
九
人
、
女
性
二
人
が
昔
話
や
中
学
校
時
代
の
寄
宿
舎
生
活
の
話
に
花

を
咲
か
せ

な
が
ら
作

業
を
し
て

い
た
。
地

域

の
人
た

ち

の
心

の

つ
な
が
り

や
連
帯
感

を
強
く
感

じ
た
。
約

二
時
間

の

写真 11 花灯籠

写真 12 イアイの儀で使う刀作り

-101-

」

作
業
で
あ

っ
た
。

八
〇
〇
個
の
花
は
赤
と
青
に
色
づ
け
ら
れ
、
翌
朝
の
灯
籠
作
り
を
待

つ
だ
け
に
な

っ
た
。

や
は
り
、
祭
り
の
前
日
、
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
で
花
作
り
が
行
わ
れ

て
い
る
と
き
に
、
神
社
で
は
オ
ン
ベ
や
イ
ア
イ
の
儀
で
使
う
刀
作
り
な

ど
が
行
わ
れ
て
い
た

（写
真
１２
）
。

昔
は
豊
作
だ
と
灯
籠
を
あ
げ
、
凶
作
だ
と
あ
げ
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、

祭
り
が
よ
け
い
に
楽
し
み
で
、　
一
年
の

一
番
の
楽
し
み
で
も
あ

っ
た
。

祭
り
の
当
日
、
朝
八
時
か
ら
村
の
男
衆
が
集
ま

っ
て
旗
ざ
お
が
立
て

ら
れ
る
。
そ
の
後
、
花
灯
籠
作
り
が
始
ま
る
。
枠
を
作
り
、
竹
ざ
お
を

縄
で
締
め
付
け
、
前
日
の
夜
作

っ
て
お
い
た
花
を
付
け
る
。
ヒ
シ
、
番

ガ
サ
、
コ
シ
マ
キ
、
提
灯
を
付
け
て
完
成
す
る
。
祭
り
の
準
備
が
整
い
、

夜
の
本
番
を
待

つ
ば
か
り
と
な
る

（写
真
１３

・
１４
）
。

{

Ч¬
▼

__」
L

L
F

Lｒ　
」

，轟 」



Ｉ
Ｉ

＞
〓
ヨ

　

大

川

神

社

は

諏

訪

社

で
あ

り
、

鳥

居

に

は

“
可
ι
「
″Ｖ
．４
■
而
ル
．　
　
　
た
て
み
な
か
た
と
み
の
み
こ
と

と
定
め
　
　
　
「健
御
名
方
富
命
」
と
い
う
祭
神
名
が
書
い
て
あ
る
。

昔
は
、
八
月

一
八
日
に
行
わ
れ
て
い
た
た
め
、
お

盆
の

一
三
日
か
ら
祭
り
の

一
八
日
ま
で
お
祭
り

一
色
で
あ

っ
た
。
し

か
し
、
昭
和
三
六
、
二
七
年
頃
、
勤
め
人
が
増
え
て
き
た
こ
と
と
、
当

時
た
ば
こ
を
作

っ
て
い
て
手

の
忙
し
い
時
期
に
五
日
間
も
遊
ぶ
の
は

大
変
と
の
理
由
か
ら
、
総
会
を
開

い
て
お
盆
の

一
六
日
に
行
う
こ
と

に
し
た
。

現
在
の
大
川
神
社
の
祭
り
は
八
月

一
六
日
の
夜
、
盛
大
に
行
わ
れ
て

い
る
。
お
お
よ
そ
の
流
れ
は
次
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

①

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
出
発
　
悪
魔
払
い
、

な
ぎ
な
た
、
イ
ア
イ
の
儀
、
獅
子
舞

②

道
中
を
練
り
歩
く

③

神
社
入
り
回
の
道
で

「し
め
切
り
」
「な
ぎ
な
た
」

④

鳥
居
で

「し
め
切
り
」
「な
ぎ
な
た
」
「獅
子
舞
」

⑤

神
社
の
境
内
ま
で
上
が
る

⑥

神
社
の
境
内
で

「じ
め
切
り
」
「な
ぎ
な
た
」

⑦

じ
め
を
切
っ
た

「悪
魔
払
い
」
は
石
段
を
か
け
上
が
る

③

神
社
で
神
主
に
よ
る
お
祓
い

（写
真
１５
）

⑨

神
社
の
拝
殿
で

「悪
魔
払
い
」

「な
ぎ
な
た

（ホ
ッ
ト
）」

「イ
ア
イ

（イ
ヤ
イ
）
の
儀
」

「獅
子
舞
」

悪
魔
払

い
を
先
頭
に
し
て
、
神

主
、
御
神
酒
徳
利
、
ち
ょ
う
ち
ん

類
、
氏
子

・
役
者
、
灯
籠
の
順
番

で
練
り
歩

い
て
い
く
。

現
在
は
、
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

か
ら
出
発
す
る
が
、
以
前
は
区
長

の
家
か
ら
出
発
し
た
。
道
中
、
腰

に
ぶ
ら
下
げ
た
酒
を
飲
み
交
わ

し
、
歌
を
歌
い
な
が
ら
神
社
ま
で

練
り
歩

い
た
と
い
う
。
練
り
歩
く

前
に
、
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
で
神

主
に
よ
る
お
祓
い
が
あ
る
。
そ
し

写真 13 旗竿立て

写真 14 灯籠の花つけ
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て
、
道
中
を
練
り
歩

い
て
役
者
が

神
社
に
着
い
た
と
こ
ろ
で
も
う

一

度
お
祓
い
を
す
る
。
そ
の
後
、
拝

殿
で
舞
い
が
行
わ
れ
る
。

切
　
「悪
魔
払
い
」
は
、　
一
番
先
に

ぃ
神
様
の
所
に
入
る
の
で
、
真
剣
で

１６

清
め
る
。
こ
の
し
め
切
り
よ
り
先

顎
に
は
誰
も
入
っ
て
い
け
な
い
。
た

す
き
に
は
ち
ま
き
を
し
た
役
者

（大
入
）
が
刀
で

「
鬼
」
と

い
う

文
字
を
書
い
て
、
そ
れ
を
足
で
消

し
て
し
め
切
り
を
し
て
い
く
。
こ

れ
に
は

「鬼
を
消
す
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
公
会
堂
、
鳥
居
、
神
社

の
三
カ
所
で
舞
う

（写
真
１６
）
。

「な
ぎ
な
た
」
は
、
か
け
声
が

「
ホ
ー
ホ
ー
、
ホ
ッ
ト
」
な
の
で
、
こ

の
名
前

（ホ
ッ
ト
）
が
つ
い
た
。
五
～
六
年
前
か
ら
小
学
生
が
役
者
を
や

っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ま
で
は
、
大
人
が
や
っ
て
い
た
た
め
、
小
学
生
が
や

る
前
ま
で
中
断
し
て
い
た
。
六
種
類
ほ
ど
の
舞
い
が
あ
る

（写
真
１７
）。

「
イ
ア
イ
の
儀
」
に
は
七
～
八
の
舞

い
が
あ
る
。
刀
は
木
で
作
る
。

毎
年
、　
一
〇
本
以
上
作
る
。
二
人
の
役
者

（中
学
生
）
が
長
い
刀

（木

刀
）
を
使

っ
て
舞
う

（写
真
１８
）
。
そ
の
木
刀
の
長
さ
は
武
士
の
す
ご

さ
を
表
す
の
で
、　
一
二
〇
～

一
三
〇

対
‐ン
彦
も
あ
り
、
さ
や
も

つ
い
て

い
る
。
昔
は
、
丈
夫
と
の
理
由
か
ら
竹
で
刀
を
作

っ
た
。
役
者
も
、
昔

は
尋
常
小
学
校
を
卒
業
し
た
二
〇
歳
前
の
男
の
人
が
役
者
を
や
つ
て
い

た
。
二
〇
歳
を
過
ぎ
る
と
、
兵
隊
に
行
く
人
も
い
て
、
残

っ
た
人
が
次

の
代
に
教
え
て
い
た
。

獅
子
舞
に
は
、
次
の
五
種
類
の
舞

い
が
あ
る
。
獅
子
頭
は
七
〇
～

八
〇
年
前
か
ら
使

っ
て
い
る
。

「
つ
る
ぎ
」
真
剣
を
持

っ
て
舞
う
。

「
お
ん
べ
」
お
ん
べ
を
持

っ
て
舞
う
。

「
か
た
な
」
刀
を
持

っ
て
舞
う
。

「手
舞

い
」
何
も
持
た
ず
に
、
素
手
で
舞
う
。

「
よ
た
ん
」
し
っ
ぽ
持
ち
と
呼
吸
を
合
わ
せ
て
舞
う
。

「
あ
ば
れ
獅
子
」
四
～
五
人
の
し

っ
ぽ
持
ち
が
よ
た
ん
を
大
き
く
広
げ

て
持
ち
、
そ
の
人
た
ち
と
呼
吸
を
合
わ
せ
て
獅
子
が

写真 17 なぎなた

写真 18 イアイの儀
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化
粧
と
道
具

勢

い
よ
く
あ
ば
れ
ま
わ
る
。
時
に
は
見
て
い
る
人
の

寸
前
ま
で
獅
子
頭
が
飛
び

つ
く
。
二
人
の
男
獅
子
の

役
者
は
大
人
で
あ
る

（写
真
１９
）。

悪
魔
払
い
や
イ
ヤ
イ
の
儀
の
役
者
の
化
粧
は
、
す

ご
み
を
出
す
た
め
に
や
る
。
筆
や
マ
ジ
ッ
ク
を
使

っ

て
書
き
込
む
。

大
太
鼓

一
人
、
小
太
鼓

一
人
、
チ
ャ
ン
ギ
リ
ニ
人
、
笛
は
大
人
と
子

ど
も
が
大
勢
で
祭
り
を
盛
り
上
げ
る

（写
真
２０

ｏ
２１
）
。
浴
衣
や
帯
は

神
楽
保
存
会
で
そ
ろ
え
て
い
る
。
初
め
は
、
大
川
清
造
さ
ん
が
浴
衣
と

法
被
を
寄
付
し
て
く
れ
た
。

」

大
川
さ
ん
　
　
大
川
清
造
氏

（大
川
神
社
と
大
川
氏
と
の
関
係
に
つ

…
―

　

‘

い
て
は
第
十
章
で
詳
し
く
述
べ
て
い
る
）
の
親
族
の
方

は
、
遠
く
東
京
か
ら
現
在
も
毎
年
欠
か
さ
ず
祭
り
に
参
加
し
て
お
り
、

も
う
五
〇
年
以
上
も
続
い
て
い
る
。
現
在
の
大
川
精

一
さ
ん
は
、
初
代

平
左
衛
門
さ
ん
か
ら
数
え
て
二

一
代
目
だ
そ
う
で
、

「大
川
の
人
た
ち
は
、
よ
く
引
き
継
い
で
い
ら

っ
し
ゃ
る
」

「若

い
人
も
多
く
、
今
の
時
代
に
し
て
は
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
、
う
れ

し
い
こ
と
で
す
」

と
、
毎
年
の
参
加
を
喜
ん
で
お
ら
れ
た

（写
真
２２
）
。

・
沿
Ｊ

／
１
ム

写真 19 獅子舞「刀の舞」

/●′テ 」

メ|'″
'こ盛

べヽ  ^｀
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写真 20 化粧

写真 21 笛や太鼓
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写真 23 門づけ (店で)

写真 24 門づけ (お祝い)

写真 25 子どもみこし

門
付
け

　

祭
り
の
翌
日
に
は
、
地
区
内
の
事
業
主
や
お
祝

い
の
あ

っ
た
家
な
ど
を
獅
子
が
舞

っ
て
歩
く
、
悪
魔
払
い
を
す
る
。

こ
れ
を

「
か
ど
づ
け
」
と
い
う
。
（写
真
２３

・
２４
）。

祭
り
の
翌
日
、　
一
七
日
の
午
前
中
に
行
な
わ
れ
る
。
ふ

子
ど
も
　
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
で
神
主
さ
ん
の
お
祓
い
を
受
け
て
出
発

み
こ
し
　
式
を
し
た
後
、
元
気
に
み
こ
し
を
担
い
で
地
区
内
を
ま
わ

り
な
が
ら
大
川
神
社
を
め
ざ
す

（写
真
２５

ｏ
２６
）。

写真 26 こどもみこし
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