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大
古
根
地
区
の
祭
礼
は
四
月
の
第
三
土
曜
日
と
日
曜
日
に
行
わ
れ
、
八
幡
社
周
辺
で
山

車
を
曳
き
廻
し
、 
三  
番  
叟 
の
奉
納
も
行
わ
れ
ま
す
。
今
回
は
間
も
な
く
本
番
を
迎
え
る 
大 

さ
ん 
ば 
そ
う 

だ
い

 
古  
根  
八  
幡  
社  
山  
車 
を
紹
介
し
ま
す
。

ご 

ね 
は
ち 
ま
ん 
し
ゃ 
だ 

し

　
「
平
成
元
年
の
オ
ア
シ
ス
大
橋
開
通
式

渡
り
初
め
で
、
隣
に
並
ぶ
山
車
の 
高  
欄 
周

こ
う 
ら
ん

り
の
彫
刻
が
立
派
で
う
ら
や
ま
し
か
っ

た
」
と
話
す
の
は
、
大
古
根
八
幡
社
山
車

修
復
委
員
長
を
務
め
た
新
美
昭
弌
さ
ん
。

　

山
車
の
二
階
部
分
に
は
「
高
欄
」
と
呼

ぶ
四
隅
や
正
面
に
人
が
座
れ
る
場
所
が
設

け
て
あ
る
。
現
在
の
祭
り
で
は
曳
き
廻
し

の
際
に
上
山
を
電
線
な
ど
の
障
害
物
か
ら

守
る
「 
山  
上 
係
」
が
座
る
。
そ
の
高
欄
は

や
ま 
う
え

四
方
を
欄
干
が
囲
む
。

　

主
要
部
分
の
彫
刻
は
横
松
大
工 
岸  
幕 
一

が
ん 
ま
く

族
の 
岸  
幕  
角  
三  
郎 
が
江
戸
末
期
か
ら
明
治

が
ん 
ま
く 
か
く 
さ
ぶ 
ろ
う

初
め
に
彫
っ
た
作
品
が
大
部
分
を
占
め
て

い
る
。
檀
箱
の
「
力
神
」
の
力
強
さ
は
、

ほ
か
の
山
車
に
比
べ
て
も
見
劣
り
す
る
も

の
で
は
な
い
。

　

大
古
根
八
幡
社
山
車
保
存
会
を
中
心
に

「
高
欄
周
り
に
彫
刻
群
を
施
し
、
よ
り
立

派
な
�
お
く
る
ま
�
に
」
と
い
う
考
え
は

長
年
の
懸
案
事
項
で
あ
っ
た
。
平
成
二
年

十
月
に
八
幡
社
山
車
が
町
指
定
文
化
財
に

な
っ
た
の
を
機
に
「
山
車
修
復
委
員
会
」

が
立
ち
上
が
る
。
百
四
十
年
ぶ
り
と
な
る

大
掛
か
り
な
山
車
の
修
復
作
業
は
、
平
成

二
年
か
ら
六
年
ま
で
の
五
年
間
続
い
た
。

　

山
口
県
の
彫
師
有
馬
白
匠
氏
に
高
欄
周

り
の
彫
刻
を
依
頼
。
正
面
に
「
龍
」、
右

側
に
「
松
と
鶴
」、
左
側
に
「
竹
と
虎
」、

背
面
に
「
梅
と 
鶯 
」
の
作
品
が
平
成
四
年

う
ぐ
い
す

二
月
に
完
成
。

　
「
山
口
県
か
ら
毎
日
の
よ
う
に
電
話
が

掛
か
っ
て
き
た
な
あ
。
朝
昼
晩
、
時
な
し

に
掛
か
っ
て
く
る
ん
だ
よ
。
電
話
の
前
か

ら
離
れ
ら
れ
な
か
っ
た
よ
（
笑
）。
そ
の

か
い
が
あ
っ
て
、
自
分
た
ち
の
納
得
で
き

る
作
品
を
造
っ
て
も
ら
え
た
よ
」
と
新
美

昭
弌
さ
ん
は
当
時
を
振
り
返
る
。

　

山
車
の
装
飾
に
力
を
入
れ
て
き
た
一
方

で
、
三
番
叟
人
形
の
踊
り
の
伝
承
に
も
力

が
入
る
。

　

人
形
は
か
ら
く
り
人
形
師
八
代
目
玉
   

屋
た
ま   
や

庄
   
し
ょ
う 

兵 べ 
衛 
が
制
作
。
小
学
五
年
生
と
六
年
生

い

が
三
番
叟
人
形
を
山
車
の
前
壇
で
操
る
。

五
人
で
チ
ー
ム
を
組
み
「
か
く
れ
遣
い
の

三
番
叟
」
を
演
じ
る
。
大
人
で
な
く
子
ど

も
が
、
か
ら
く
り
人
形
を
操
る
の
は
珍
し

い
と
の
こ
と
。

　

自
ら
も
子
ど
も
の
こ
ろ
三
番
叟
を
操
り
、

現
在
指
導
に
当
た
る
八
幡
社
山
車
保
存
会

長
新
美
庄
司
さ
ん
は
「
老
若
男
女
、
誰
で

も
参
加
で
き
る
の
が
う
ち
の
祭
り
で
す
。

教
科
書
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
が
教
え

ら
れ
て
き
た
こ
と
を
、
子
ど
も
た
ち
に
伝

え
て
い
く
こ
と
が
祭
り
に
携
わ
る
も
の
の

使
命
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ね
え
」
と
笑
顔
で

話
す
。

　

山
車
は
前
祭
に
百
八
個
の 
提  
灯 
が
飾
ら

ち
ょ
う 
ち
ん

れ
る
。
提
灯
に
火
の
入
っ
た
山
車
が
曳
き

廻
さ
れ
る
姿
は
、
幻
想
的
な
雰
囲
気
を
醸

し
出
す
。
盛
り
上
げ
る
の
は
優
雅
な 
囃  
子 

は
や 
し

の
音
。
夕
暮
れ
に
は
「
見
せ
る
祭
り
」
を

演
出
す
る
。

　

祭
り
本
番
を
前
に
し
て
大
古
根
公
民
館

か
ら
笛
や
太
鼓
の
音
が
響
く
。
年
間
を
通

し
て
練
習
を
続
け
る
若
手
の
囃
子
方
も
こ

の
時
期
は
特
に
力
が
入
る
。「
先
輩
た
ち
が

作
り
上
げ
て
き
た
山
車
。
私
た
ち
が
よ
り

立
派
な
も
の
に
し
ま
す
」。力
強
い
言
葉
が

返
っ
て
き
た
。

前壇で演じられるかくれ遣いの三番叟

祭り本番を控え、囃子の練習に力が入る若手囃子方のメンバー
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