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今
回
は
「 
横  
社  
山  
車 
」
を
紹
介
し
ま
す
。
町
内
で
一
番
大
き
な
山
車
で
、
大
正
時
代
に

よ
こ 
し
ゃ 
や
ま 
ぐ
る
ま

活
躍
し
た
初
代
「
彫
常
」
の
彫
刻
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
時
中
断
さ
れ
て
い
た
曳
き
廻

し
も
平
成
四
年
に
復
活
し
、
毎
年
四
月
の
第
四
土
曜
日
と
日
曜
日
に
神
明
社
周
辺
で
祭
礼

が
行
わ
れ
ま
す
。

　
「
感
激
し
て
涙
が
止
ま
ら
な
か
っ
た
よ
。

男
泣
き
だ
っ
た
な
あ
」。「
わ
し
は
、 
梶  
棒 

か
じ 
ぼ
う

を
持
つ
手
が
震
え
た
よ
」。白
髪
交
じ
り
の

横
社
山
車
保
存
会
の
メ
ン
バ
ー
ら
が
山
車

の
引
き
廻
し
が
復
活
し
た
日
の
こ
と
を
思

い
出
す
。

　

昭
和
三
十
四
年
九
月
二
十
六
日
の
夜
、

伊
勢
湾
台
風
は
中
部
地
方
を
横
断
し
、
阿

久
比
町
に
も
大
き
な
災
害
を
も
た
ら
す
。

そ
れ
ま
で
、
毎
年
神
明
社
の
祭
礼
で
行
わ

れ
て
い
た
横
社
山
車
の
曳
き
廻
し
も
、
台

風
以
降
中
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

　

横
松
地
区
か
ら
は
優
れ
た
堂
宮
大
工

（
神
社
や
仏
閣
の
建
築
を
主
と
す
る
大

工
）
を
輩
出
し
て
い
る
。
江
戸
時
代
か
ら

「 
横  
松  
大  
工 
」
と
呼
ば
れ
、
岸
幕
家
と
江

よ
こ 
ま
つ 
だ
い 
く

原
家
の
二
つ
の
家
系
は
、
知
多
地
方
の
山

車
造
営
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
。

こ
の
地
区
は
匠
（
た
く
み
）
た
ち
の
�
ふ

る
さ
と
�
で
も
あ
る
。

　
「
楽
し
か
っ
た
山
車
の
曳
き
廻
し
を
子

ど
も
た
ち
に
も
」
と
の
思
い
か
ら
、
山
車

造
り
技
術
の
伝
統
を
持
つ
地
区
の
大
工
職

人
な
ど
の
手
に
よ
り
、昭
和
五
十
八
年「
子

供
山
車
」
が
造
ら
れ
る
。

　

子
供
会
が
中
心
に
な
り
、春
祭
り
で「
子

供
山
車
」
が
横
松
地
区
内
を
曳
き
廻
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
の
、
昭
和
三
十
四

年
ま
で
曳
き
廻
さ
れ
た
山
車
は
公
民
館
横

の
収
納
庫
で
眠
っ
た
状
態
を
続
け
る
。

　

虫
供
養
の
当
番
が
回
っ
て
き
た
平
成
元

年
に
、 
囃  
子 
の 
稽  
古 
を
行
う
有
志
の
間
で

は
や 
し 

け
い 
こ

「
山
車
復
活
」
の
話
が
盛
り
上
が
る
。

　

平
成
四
年
二
月
、「
横
社
山
車
」
が
町

指
定
文
化
財
に
な
っ
た
の
を
機
に
、
山
車

曳
き
廻
し
再
開
の
機
運
は
頂
点
に
達
す
る
。

�
復
活
�
に
向
け
て
一
丸
と
な
っ
た
横
松

地
区
。
そ
の
熱
意
が
つ
い
に
実
る
日
を
迎

え
る
。
こ
の
年
の
十
一
月
に
行
わ
れ
た
町

制
四
十
周
年
記
念
事
業
「
山
車
ま
つ
り
」

で
、
三
十
三
年
ぶ
り
の
曳
き
廻
し
が
復
活
。

翌
年
の
春
に
は
地
区
内
を
、
山
車
が
勇
壮

に
練
り
歩
く
姿
が
よ
み
が
え
っ
た
。

　

傷
み
の
激
し
か
っ
た
三
番
叟
人
形
も
、

近
郊
の
祭
り
の
人
形
を
参
考
に
し
な
が
ら
、

自
分
た
ち
の
手
で
新
し
く
作
り
直
さ
れ
た
。

「
い
っ
た
ん
す
べ
て
の
も
の
が
途
絶
え
て

し
ま
い
、
本
当
に
ゼ
ロ
か
ら
の
ス
タ
ー
ト

で
し
た
。
山
車
が
曳
け
な
い
、
つ
ら
い
思

い
は
二
度
と
し
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
次
の

世
代
に
引
き
継
ぐ
た
め
に
も
、
子
ど
も
た

ち
に
は
祭
り
の
楽
し
さ
を
教
え
て
い
ま

す
」
と
横
社
山
車
保
存
会
長
の
山
本
茂
一

さ
ん
は
話
す
。

　

横
松
公
民
館
内
の
壁
に
は
、
山
車
の
前

に
並
び
、
記
念
に
撮
っ
た
集
合
写
真
が
年

順
に
飾
ら
れ
る
。

　
「
年
々
写
真
に
写
る
人
の
数
が
増
え
て

い
る
で
し
ょ
。
う
ち
の
祭
り
は
裏
方
さ
ん

も
入
れ
て
全
員
で
写
真
を
撮
る
ん
で
す
。

み
ん
な
い
い
顔
を
し
て
い
る
で
し
ょ
」

　

祭
り
が
終
わ
れ
ば
、
新
し
い
写
真
が
ま

た
一
枚
増
え
る
。
横
松
地
区
の
か
け
が
え

の
な
い
宝
か
も
し
れ
な
い
。
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町
内
五
台
の
山
車
を
紹
介
し
て
き
た

「
祭
り
ば
や
し
が
聞
こ
え
る
」
の
連
載
は

今
回
で
終
了
し
ま
す
。

地区内を練り歩く「横社山車」

平成 １９ 年 横松祭礼
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