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坂下ろしの一場面（写真提供  藤野道子さん）
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四
月
に
な
る
と
各
地
区
で
春
祭
り
が
開
か
れ
、
威
勢
の
い
い
祭
り
ば
や
し
が
聞
こ
え
て

き
ま
す
。
今
回
か
ら
シ
リ
ー
ズ
で
町
指
定
文
化
財
五
台
の
山
車
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
、
祭

り
に
か
け
る
取
り
組
み
や
意
気
込
み
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。
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「
坂
下
ろ
し
直
前
の
心
臓
の
�
バ
ク
バ

ク
�
感
を
楽
し
ん
で
い
ま
す
」
と
身
振
り

手
振
り
を
交
え
て
、
祭
り
の
話
に
夢
中
に

な
る
の
は 
萩  
大  
山 

は
ぎ 
お
お 
や
ま 

車 
保
存
会
の
青
木
賢

ぐ
る
ま

治
さ
ん
。

　

萩
の
祭
礼
は
毎
年
四
月
の
第
二
土
曜
日

と
日
曜
日
に
行
わ
れ
る
。�
お
く
る
ま
�

と
呼
ぶ
萩
大
山
車
は
、
明
治
四
十
四
年
に

竣
工
式
を
挙
げ
た
記
録
が
残
る
。
施
さ
れ

た
彫
刻
の
ほ
と
ん
ど
が 
彫  
常 
一
門
の
作
。

ほ
り 
つ
ね

　

前
山
の 
懸  
魚 
と
呼
ば
れ
る
部
分
に
取
り

げ 
ぎ
ょ

付
け
ら
れ
た
「
龍
」
は
�
初
代
彫
常
�
秀

逸
の
作
品
。
懸
魚
を
さ
ほ
ど
い
た
み
の
な

い
「
松
に
天
狗
」
か
ら
「
龍
」
の
彫
刻
に

替
え
た
の
は
�
お
く
る
ま
�
を
よ
り
立
派

な
も
の
に
し
た
い
と
い
う
萩
地
区
の
熱
意

の
表
れ
。
今
に
も
飛
び
出
し
て
き
そ
う
な

迫
力
あ
る
「
龍
」
を
山
車
保
存
会
の
メ
ン

バ
ー
は
誇
ら
し
げ
に
自
慢
す
る
。

　

― 
囃  
子 
の
音
が
勢
い
を
増
す
。
引
き
手

は
や 
し

と
観
衆
の
緊
張
感
が
み
な
ぎ
る
。「
い
く

ぞ
」。 後  
見 
が 
赤  
法  
被 
に
目
で
合
図
を
送
る
。

こ
う 
け
ん 

あ
か 
は
っ 
ぴ

そ
の
瞬
間
、
赤
法
被
の
持
つ 
拍 

ひ
ょ
う 

子  
木 
か
ら

し 

ぎ

「
カ
チ
カ
チ
カ
チ
」
と
音
が
奏
で
ら
れ
、

山
車
は
動
き
出
す
―

　

祭
り
が
最
高
潮
を
迎
え
る「
坂
下
ろ
し
」

の
一
場
面
。

　
 
大  
山  
祗 
神
社
境
内
か
ら
急
な
坂
道
を
勢

お
お 
や
ま 
づ
み

い
よ
く 
曳 
き
下
ろ
す
。
桜
が
舞
い
散
り
、

ひ

砂
煙
が
上
が
る
。動
き
を
止
め
ず
に
梶（
か

じ
）
を
取
り
、
山
車
を
九
十
度
回
転
さ
せ
、

そ
の
ま
ま
一
気
に
細
い
道
を
直
進
し
て
い

く
�
お
く
る
ま
�
の
勇
壮
な
姿
は
見
る
者

も
魅
了
す
る
。

　
「
バ
ク
バ
ク
感
の
後
は
、う
れ
し
さ
と
感

動
で
鳥
肌
が
立
ち
ま
す
。
こ
の
感
じ
が
た

ま
ら
な
い
ん
で
す
」

　

二
〇
〇
五
年
開
催
の
愛
知
万
博
イ
ベ
ン

ト
「
あ
い
ち
山
車
・
か
ら
く
り
総
揃
え
」

に
萩
大
山
車
も
参
加
。
記
念
Ｄ
Ｖ
Ｄ
が
製

作
さ
れ
、
そ
の
ワ
ン
シ
ー
ン
に
「
坂
下
ろ

し
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。

　
「
亀
崎
や
ほ
か
に
も
知
多
地
方
に
は
立

派
な
山
車
祭
り
が
あ
る
の
に
、
見
る
人
が

見
れ
ば
す
ご
い
の
か
な
あ
」
と
当
時
、
萩

地
区
で
話
題
に
な
っ
た
と
か
。

　

万
博
参
加
の
際
に
、
ち
ょ
う
ち
ん
を
新

調
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、
土
曜
日
に

 
宵 
祭
り
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
以

よ
い前

よ
り
も
祭
り
の
雰
囲
気
が
盛
り
上
が
っ

て
ま
す
よ
」
と
青
木
勇
夫
萩
大
山
車
保
存

会
長
は
喜
ぶ
一
方
、「
お
囃
子
を
や
っ
て
く

れ
る
子
ど
も
が
減
っ
て
い
ま
す
」
と
伝
統

的
な
囃
子
が
今
後
継
承
で
き
る
か
を
心
配

す
る
。

　

青
木
賢
治
さ
ん
は
「
子
ど
も
囃
子
」
の

指
導
に
も
熱
を
入
れ
て
い
る
。「
私
も
そ
う

で
し
た
け
ど
、
子
ど
も
時
代
の
楽
し
い
思

い
出
は
大
人
に
な
っ
て
も
残
り
ま
す
。
町

中
の
子
ど
も
た
ち
に
大
山
祗
神
社
へ
集

ま
っ
て
も
ら
い
、 
常 

じ
ょ
う 

舞 ぶ 
台 
で
『
お
囃
子
コ

た
い

ン
サ
ー
ト
』
が
開
け
た
ら
」
と
夢
を
語
り
、

「
コ
ン
サ
ー
ト
に
出
演
し
て
く
れ
た
子
ど

も
た
ち
に
『
坂
下
ろ
し
』
を
、
お
礼
に
披

露
し
ま
す
。
最
高
の
お
み
や
げ
だ
と
思
い

ま
す
よ
」。
さ
ら
に
話
は
続
い
た
。

　

次
回
は
「
宮
津
北
組
山
車
」
を
紹
介
し

ま
す
。

前山の懸魚の「龍」。昭和２５年初代彫常作。（写真提供  青木賢治さん）


