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向
本
折
白
山
神
社
で
は
毎
年
秋
祭
り
の
日

の
晩
（
九
月
十
六
日
頃
）
に
、
社
殿
の
前
で

大
太
鼓
と
大
獅
子
の
神
楽
舞
の
後
、
約
二
間

し

め
な
わ

四
方
の
四
隅
に
青
竹
を
立
て
て
注
連
縄
を
張

む
し
ろ

り
巡
ら
し
、
そ
の
中
央
に
筵
を
敷
い
て
舞
台

を
つ
く
り
、
若
連
中
に
よ
っ
て
悪
魔
祓
い
の

舞
を
行
う
。

こ
れ
は
そ
の
昔
、
こ
の
向
本
折
町
が
隣
接

は
ん
ら
ん

す
る
今
江
潟
の
氾
濫
に
よ
る
水
害
に
よ
っ
て

え
き
び
ょ
う

ま
ん
え
ん

疫
病
が
蔓
延
し
、
妊
婦
を
は
じ
め
大
勢
の

人
た
ち
が
亡
く
な
っ
た
。
あ
る
と
き
今
江
潟

か
ら
美
女
が
現
れ
「
わ
れ
は
白
山
神
な
り
、

悪
魔
を
鎮
め
ん
」
と
言
っ
て
祓
い
舞
を
し
た

と
こ
ろ
、
そ
の
年
は
疫
病
が
流
行
ら
な
か
っ

た
と
伝
え
る
。
そ
の
と
き
の
舞
が
現
在
行
わ

れ
て
い
る
悪
魔
祓
い
で
あ
る
。か

が
り

び

境
内
の
参
道
に
焚
か
れ
た
篝
火
の
あ
か

ち
ょ
う
ち
ん

り
に
照
ら
さ
れ
て
、
提
灯
を
手
に
し
た
四

や

人
が
先
導
し
、
ま
ず
は
夜

し
ゃ叉
面
の
男
面
を
つ
け
た
舞

人
が
登
場
し
、
青
竹
の
弓

矢
を
手
に
地
面
を
足
で
踏

へ
ん
ぱ
い

み
鳴
ら
す
反
閇
の
仕
草
に

て
地
面
を
祓
う
（
写
真
１
）。

そ
し
て
七
五
三
の
踊
り
を

し
な
が
ら
四
隅
の
空
を
射

る
所
作
を
し
て
一
巡
し
、

き
も
ん

最
後
に
そ
の
年
の
鬼
門
の

方
位
に
向
か
っ
て
矢
を
放

つ
。次

い
で
そ
の
年
安
産
し

た
女
性
が
身
に
付
け
た
も

の
を
借
り
集
め
て
腹
部
に

つ
め
、
妊
婦
に
扮
し
た
お

か
め
面
を
付
け
た
女
面
の

舞
人
が
男
面
の
舞
人
に
抱

ば
ら

悪
魔
祓
い

5

1 悪魔祓いの神事。男面の反閇の所作

／北國新聞社／２１０７５３　図説小松／本文／民俗  2010.11.13 00.55.02  Page 242 



民

俗

243

え
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
現
れ
（
写
真
２
）、

男
面
の
舞
人
は
再
度
反
閇
の
力
足
を
繰
り
返

し
踏
み
、
女
面
の
舞
人
を
い
た
わ
り
な
が
ら

回
り
、
次
い
で
女
面
も
同
じ
く
中
央
か
ら
四

隅
に
矢
を
射
る
仕
草
を
行
っ
た
後
、
鬼
門
の

方
位
に
矢
を
放
ち
弓
を
折
る
（
写
真
３
）。

こ
の
間
ま
っ
た
く
無
言
で
あ
り
、
ま
た
使

用
し
た
弓
矢
を
妊
娠
の
女
性
た
ち
が
安
産
の

お
守
り
と
し
て
持
ち
帰
る
。
現
在
、
こ
の
儀

ご
こ
く

礼
は
悪
魔
退
散
の
ほ
か
に
安
産
祈
願
と
五
穀

ほ
う
じ
ょ
う

豊
穣
を
願
う
神
事
と
し
て
市
指
定
無
形
民

俗
文
化
財
に
登
録
さ
れ
て
い
る
。（
小
林
忠
雄
）

5

2 女面と男面の登場場面

3 女面が弓矢を放つ
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