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う
ば
し

毎
年
五
月
十
四

十
五
日
の
莵
橋
（
諏
訪
）

と
本
折
日
吉
（
山
王
）
の
両
神
社
の
春
祭
り

と
ぎ

じ

ん
こ
う

は

神
輿
の
渡
御
巡
幸
に
ち
な
み
「
お
旅

ま
つ
り
」
と
呼
称
し
た

同
時
に
高
楼
式
の

曳
山
も
巡
幸
し

そ
の
曳
山
を
舞
台
に
子
供

歌
舞
伎
が
上
演
さ
れ
た

こ
れ
は
明
和
三
年

（
一
七
六
六
）
の
山
王
祭
に
龍
助
町
と
西
町
が

近
江
長
浜
の
芸
屋
台
形
式
に
よ
る
子
供
歌
舞

な
ら

伎
を
見
倣

た
の
が
は
じ
ま
り
と
さ
れ

後

に
八
日
市
町
・
大
文
字
町
・
寺
町
・
東
町
が

諏
訪
社
氏
子
の
京
町
・
中
町
・
松
任
町
・
材

木
町
が
加
わ
り
計
一
〇
町
が
曳
山
を
出
し
た

今
は
八
町
が
二
町
ず
つ
交
替
で
上
演
す
る

そ
の
年
の
正
月
明
け
に
役
者
選
び
を
終
え

じ

う
る

り

だ
ゆ
う

振
付
師
と
浄
瑠
璃
大
夫

三
味
線
と
の
初

顔
合
わ
せ
を
し

衣
装
合
わ
せ
や
立
ち
稽
古

仮
設
の
屋
台
で
の
稽
古
を
行
う

や
が
て
祭

り
が
近
づ
く
と
町
中
総
出
で
曳
山
を
組
み
立

て
る

以
前
は
重
さ
七

八
〇

の
松
材
の

車
輪
を
池
や
川

泥
田
に
埋
め
て
保
存
し
て

お
り

掘
り
出
す
作
業
が
行
わ
れ

た

前
夜
に
化
粧
と
着
付
け
の
後

た

む

「
手
向
け
」
と
称
し
て
役
者
た
ち

は
町
内
へ
の
お
披
露
目
を
す
る

祭
り
当
日

ま
ず
上
演
の
無
事
と

成
功
を
祈

て
宮
参
り
を
す
る
が

主
催
す
る
御
幣
持
ち
の
五
人
衆
頭

を
先
頭
に

役
者
や
三
役
た
ち
が

道
中
す
る
の
を「
お
練
り
」と
称
し

さ
ん
ば
そ
う

た

最
初
に
三
番
叟
が
演
じ
ら
れ

き
と
う

次
い
で
若
連
中
の
ご
祈
祷
と
芸
題

を
読
み
あ
げ
る
口
上
が
あ
る

上

演
は
町
ご
と
に
曳
山
を
留
め

花

道
と
床
場
を
増
設
し
て
行
う
が

裏
方
は
す
べ
て
若
連
中
が
や
り

拍
子
木
を
叩
く
カ
ギ
打
ち

役
者

を
介
添
え
す
る
黒
衣

効
果
音
や
陰
囃
子
な

ど
を
担
当
す
る

最
終
日
の
上
演
を
千
秋
楽

ひ
き

や
ま

曳
山
と
子
供
歌
舞
伎

1

曳山子供歌舞伎の上演場面（八日市町の夜間千秋楽）

く
ろ
ご
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と
い
い
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
迎
え
る
。

平
成
期
よ
り
市
役
所
前
や
小
松
駅
前
で
八

基
曳
揃
え
、
九
竜
橋
川
で
橋
渡
し
式
の
神
事
、

全
国
子
供
歌
舞
伎
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
を
行
う

よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
曳
山
で
は
な
く
寺

の
門
前
に
舞
台
を
設
け
て
行
う
築
山
の
歌
舞

伎
も
近
年
で
は
本
折
町
が
、
以
前
は
三
日
市

町
、
松
任
町
で
も
行
わ
れ
た
。
（
小
林
忠
雄
）

1

八基曳揃え 市役所前と小松駅前で隔年で行われる。

車輪掘り起こし（材木町）

本折町の築山歌舞伎

組み立て作業（中町）
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