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熱田社へ勢いよく曳き込まれる宮津南社山車
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江
戸
時
代
か
ら
南
組
と
北
組
に
分
か
れ
て
�
お
く
る
ま
�
を
曳
き
回
す
、
宮
津
熱
田
社

の
祭
礼
は
四
月
の
第
三
土
曜
日
と
日
曜
日
に
行
わ
れ
ま
す
。
伝
統
的
な
慣
習
を
引
き
継
ぐ

宮
津
の
祭
り
。
今
回
は 
宮  
津  
南  
社  
山  
車 
を
紹
介
し
ま
す
。

み
や 
づ 
な
ん 
し
ゃ 
だ 

し
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二
月
の
寒
い
土
曜
日
の
夜
、
宮
津
地
区

熱
田
社
の
社
務
所
に
南
組
の 
法  
被 
を
着
た

は
っ 
び

男
衆
が
集
ま
っ
て
く
る
。
祭
礼
の
会
合
を

開
く
た
め
だ
。

　

祭
り
で
は
役
割
分
担
制
の
慣
習
が
引
き

継
が
れ
る
。 
年 ねん 
行 

ぎ
ょ
う 

司 
は
山
車
運
行
の
最
高

じ

責
任
者
。
今
年
そ
の
大
役
を
務
め
る
の
が

新
美
康
弘
さ
ん
と
畠
山
和
孝
さ
ん
。
山
車

を
曳
く
若
衆
た
ち
を
ま
と
め
、
陣
頭
指
揮

を
執
る
。

　
「
う
ち
の
組
は
団
結
力
が
あ
り
ま
す
。み

ん
な
に
協
力
し
て
も
ら
い
楽
し
い
祭
り
に

し
た
い
で
す
。
特
に
事
故
が
起
き
な
い
よ

う
に
気
を
付
け
ま
す
」
と
意
気
込
む
新
美

さ
ん
。「
一
年
に
一
度
、
懐
か
し
い
顔
に

会
え
る
の
が
う
れ
し
い
」
と
話
す
畠
山
さ

組
に
現
存
す
る
。
知
多
地
方
の
山
車
で
地

元
の
絵
師
の
下
絵
を
使
い
、
遠
州
の
彫
刻

師
が
か
か
わ
る
の
は
珍
し
い
と
の
こ
と
。

　
「
南
組
の
お
く
る
ま
で
見
て
も
ら
い
た

い
の
は
、
や
っ
ぱ
り
�
金
糸
の
龍
�
が
刺

し
ゅ
う
さ
れ
た
水
引
幕
か
な
あ
。
長
老
た

ち
か
ら
は
『
大
事
に
せ
に
ゃ
あ
か
ん
、
大

切
に
せ
よ
』
と
言
わ
れ
ま
す
」

　

祭
り
全
体
を
ま
と
め
る 
大 おお 
行 

ぎ
ょ
う 

司 
の
新

じ

美
五
世
男
さ
ん
は
、
水
引
幕
を
自
慢
し
つ

つ
�
組
の
宝
�
を
守
っ
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
大
変
さ
を
話
す
。

　

山
車
の
骨
組
み
を
隠
す
た
め
、
左
右
と

後
ろ
の
堂
山
部
分
に
化
粧
の
幕
が
飾
ら
れ

る
。
全
体
を
覆
う
幕
を
「 
大  
幕 
」、
上
部

お
お 
ま
く

に
取
り
付
け
る
幕
を
「 
水  
引  
幕 
」
と
呼
ぶ
。

み
ず 
ひ
き 
ま
く

　
『
南
車
山
車
永
代
帳
』
に
は
、
天
保
四

（
一
八
三
三
）
年
の
項
に
「
黒
羅
紗
に
龍

縫
付
水
引
幕
」
と
記
載
。
黒
い
毛
織
物
の

上
に
龍
が
縫
い
付
け
ら
れ
る
。
梶
を
切
っ

た
瞬
間
、
風
圧
で
水
引
幕
が
浮
き
上
が
り
、

龍
が
動
い
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。

　
「
白
い
水
引
幕
は
多
い
で
す
が
、黒
は
珍

し
い
と
思
い
ま
す
。
今
に
も
飛
び
出
し
て

き
そ
う
な
迫
力
の
あ
る
龍
は
一
見
の
価
値

が
あ
り
ま
す
よ
」

　

年
代
を
重
ね
、
傷
み
が
激
し
い
「
水
引

幕
の
修
繕
」
が
会
合
の
議
題
に
上
が
る
。

社
務
所
の
外
は
折
か
ら
の
北
風
に
乗
っ
て

雪
が
舞
い
始
め
た
。
話
は
熱
く
語
ら
れ
る
。

　
「
次
の
世
代
へ
残
さ
な
け
れ
ば
」

　

会
合
に
集
ま
っ
た
全
員
の
強
い
思
い
が

伝
わ
っ
て
く
る
。

　

次
回
は
大
古
根
八
幡
社
山
車
を
紹
介
し

ま
す
。

南組のメンバー。中央は水引幕。

ん
は
現
在
常
滑
市
に
住
み
、
山
車
を
曳
く

た
め
に
宮
津
へ
戻
っ
て
く
る
。

　
「
生
ま
れ
育
っ
た
地
元
が
好
き
だ
か
ら
、

昔
な
が
ら
の
祭
り
の
い
い
と
こ
ろ
を
、
次

の
世
代
へ
残
さ
な
け
れ
ば
」。二
人
が
口
を

そ
ろ
え
る
。

　

南
組
に
残
る
『
南
車
山
車
永
代
帳
』
か

ら
、
山
車
の
建
造
は
宝
暦
年
間
（
一
七
五

一
〜
一
七
六
四
）
以
前
で
あ
る
。

　

正
面 
梶  
棒 
上
部
の
奥
行
き
と
厚
み
が
あ

か
じ 
ぼ
う

る 
壇  
箱 
は
、
大
人
の
目
の
高
さ
に
位
置
し
、

だ
ん 
ば
こ

「
大
江
山
鬼
退
治
」
の
精
巧
な
彫
刻
で
飾

ら
れ
る
。
遠
州
（
現
浜
松
市
）
出
身
で
明

治
中
期
に
活
躍
し
た 
増  
井  
時  
三  
郎 
の
作
品
。

ま
す 
い 
と
き 
さ
ぶ 
ろ
う

彫
刻
の
も
と
に
な
る
下
絵
は
岩
滑
村
（
現

半
田
市
）
出
身
の
絵
師 
春 

し
ゅ
ん 

耕 
が
描
き
、
南

こ
う


