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三
年
ぶ
り
の
室
根
大
祭

　

奈
良
時
代
か
ら
そ
の
姿
を
今
に
伝
え

る
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
「
室
根
神

社
特
別
大
祭
」。
今
年
の
祭
り
は
10
月
25

―
27
の
３
日
間
、
室
根
町
折
壁
の
特
設
会

場
な
ど
で
行
わ
れ
、
前
回
（
２
０
１
０
年
）

以
来
、
３
年
ぶ
り
の
燃
え
る
祭
り
に
、
秋

の
大
地
は
揺
れ
た
。

　

荒
馬
先
陣
や
袰ほ

ろ

ま
つ
り
の
馬
場
巡
り
、

町
内
行
進
な
ど
多
彩
な
催
し
が
繰
り
広
げ

ら
れ
た
祭
り
に
は
、
県
内
外
か
ら
大
勢
の

人
が
詰
め
掛
け
た
。
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は

最
終
日
。
室
根
山
８
合
目
の
室
根
神
社
で

本
宮
、
新
宮
の
両
神み

こ

し輿
へ
御み

た

ま魂
移
し
が
行

わ
れ
た
後
、
午
前
４
時
、
二
つ
の
神
輿
が

祭
り
場
の
仮
宮
を
目
指
し
て
下
り
、
激
し

い
先
着
争
い
を
繰
り
広
げ
た
。
早
朝
に
行

わ
れ
る
室
根
神
社
祭
の「
マ
ツ
リ
バ
行
事
」

は
好
天
に
恵
ま
れ
、
神
を
あ
が
め
る
男
の

祭
り
は
最
高
潮
に
達
し
た
。

大
祭
の
歩
み

　

祭
り
の
起
源
は
奈
良
時
代
。

　

な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
祭
り
が
始
ま
っ
た

の
だ
ろ
う
か

―
。

室
根
神
社
特
別
大
祭

遠
い
昔
、
こ
の
地
（
室
根
）
で
始
ま
っ
た
神
の
勧
請
を
再
現
す
る
祭
り
。

人
々
は
１
３
０
０
年
の
間
、
そ
の
い
に
し
え
の
祭
り
の
形
を
守
り
続
け
た
。

そ
れ
は
や
が
て
、
他
に
類
を
見
な
い
「
唯
一
無
二
」
の
祭
り
へ
と
進
化
し
て
い
っ
た
。

　

熊
野
神
社
（
和
歌
山
）
か
ら
神
様
を
勧

請
し
た
の
は
養
老
２
（
西
暦
７
１
８
）
年

の
こ
と
。
理
由
は「
蝦
夷
征
討
の
た
め
」

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
年
代
や

理
由
に
矛
盾
が
あ
り
、
明
確
で
は
な
い
。

　

神
社
が
で
き
て
10
年
ほ
ど
経
っ
た
こ

ろ
、
人
々
は「
祭
り
」
と
い
う
形
で
、
神
様

の
到
来
を
再
現
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の

理
由
は
定
か
で
は
な
い
が
、
以
来
、
今
日

ま
で
１
３
０
０
年
も
の
間
、
地
域
の
伝
統

行
事
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
。

代
々
世
襲
で
受
け
継
ぐ
役
割

　

祭
り
を
仕
切
る
主
催
者
が
い
な
い

―

　

同
大
祭
の
特
徴
で
あ
る
。

　

神
社
が
仕
切
る
わ
け
で
な
け
れ
ば
、
中

心
と
な
る
主
催
者
が
い
る
わ
け
で
も
な

い
。
自
ら
主
体
的
に
集
ま
っ
た
参
加
者

が
、
そ
れ
ぞ
れ
与
え
ら
れ
た
役
割
を
全
う

す
る
。
祭
り
の
準
備
も
、
神
社
側
か
ら
指

示
は
な
く
、「
神じ

ん
や
く役
」
と
呼
ば
れ
る
重
要
な

役
ど
こ
ろ
の
人
々
が
、
そ
れ
ぞ
れ
受
け
継

い
で
き
た
こ
と
を
実
行
し
て
い
る
。

　

神
前
に
潮
を
さ
さ
げ
る「
御お

し
お
け
ん
の
う
や
く

塩
献
納
役
」

は
、
海
岸
で
の
潮
水
の
献
上
を
再
現
す

る
。
現
在
も
そ
の
子
孫
と
い
わ
れ
る
人
が

こ
の
役
を
務
め
る
。
お
粥か

ゆ

を
作
っ
て
献
納

す
る「
粥か

ゆ
け
ん
じ
や
く

献
司
役
」
は
、
神
輿
を
運
ぶ
途

中
で
お
粥
を
さ
さ
げ
た
こ
と
を
再
現
す

る
。
こ
れ
も
子
孫
が
代
々
受
け
継
い
で
き

た
こ
と
だ
。

　

夜
明
け
前
、
ご
神
体
を
乗
せ
た
神
輿
が

神
社
を
出
発
。「
陸ろ

く
し
ゃ
く尺
」
と
呼
ば
れ
る
神
輿

の
担
ぎ
手
も
ま
た
、
世
襲
で
受
け
継
が
れ

て
き
た
。
神
輿
は
途
中
、
17
頭
の
馬
か
ら

出
迎
え
を
受
け
る
。「
荒あ

ら
う
ま
せ
ん
じ
ん

馬
先
陣
」
だ
。
こ

れ
も
長
い
間
、
世
襲
で
受
け
継
が
れ
て
き

た
。

　

神
社
が
建
つ
ま
で
の
間
、
神
様
を
安
置

す
る「
仮
宮
」
を
建
て
た
こ
と
に
な
ら
い
、

ふ
も
と
の
広
場
に
は
仮
宮
が
建
て
ら
れ

る
。
必
ず
同
地
区
の
人
々
が
受
け
持
つ
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。
や
が
て
新
宮
が
建
て

ら
れ
、
本
宮
、
新
宮
、
二
つ
の
神
輿
の
先

着
争
い
が
始
ま
る
。
江
戸
時
代
に
は
、
こ

れ
に「
袰ほ

ろ
せ
ん
じ
ん

先
陣
」
と
呼
ば
れ
る
大
名
行
列

も
加
わ
っ
た
。

　

こ
う
し
た「
神じ

ん
や
く役
」
は
、
お
お
む
ね
同

じ
家
系
の
人
々
が
世
襲
で
受
け
継
い
で
き

た
。
紀き

い伊
の
国
か
ら
移
り
住
ん
だ
人
々
の

子
孫
も
少
な
く
な
い
。
神
様
到
来
が
う
る

う
年
の
翌
年
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
祭
り
の

開
催
は「
旧
暦
う
る
う
年
の
翌
年
」
に
決

ま
っ
た
。

　

明
治
、
大
正
、
昭
和
と
、
祭
り
の
盛
り

上
が
り
は
加
速
し
た
。
昭
和
の
記
録
映
像

に
も
、
折
壁
駅
に
到
着
し
た
蒸
気
機
関
車

か
ら
大
勢
の
人
が
降
り
て
く
る
様
子
な
ど

が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。

　

古
く
か
ら
伝
わ
る
本
来
の
姿
を
、
そ
の

ま
ま
再
現
す
る
祭
り
は
極
め
て
め
ず
ら
し

く
、
伝
統
の
祭
り
は
85
年
、
国
の
重
要
無

形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。

１　

室
根
山
８
合
目
に
鎮
座
す
る
室
根
神
社
本
宮
㊨
と

「
蛇
の
目
の
紋（
◯
）」の
本
宮
法
被
、新
宮
と「
菱
の
紋（
◇
）」の
新
宮
法
被

２　

マ
ツ
リ
バ
正
面
に
張
る「
大
注
連
縄
」を
作
る
神
役

３　

本
宮
、新
宮
両
神
輿
を
安
着
さ
せ
る「
お
仮
宮
」を
造
る
神
役

４　

大
注
連
縄
、お
仮
宮
、簀
垣
が
設
置
さ
れ
、マ
ツ
リ
バ
造
営
が
進
む
様
子

５　
「
神
輿
綱
掛
け
」を
す
る
神
役

1_堂々とした「大注連縄」／
2_3_折壁町内を練り歩く「荒馬
先陣」と「袰祭り」／4_お仮宮の

前で行われる安全祈願と「馬場
祓い」／5_マツリバで「馬場めぐ

り」をする大名行列／6_武者人
形を飾った山車の袰祭り／7_
殿様に扮した馬上の男児／8_
気合いとともにしめ縄を断ち切
る「御先祓い」／9_出立する本
宮神輿。山麓のお仮宮を目指す

天
下
の奇

祭
華

や
か
に厳

か
に激

し
く
繰
り
広
げ
ら
れ
る
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