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美
和
地
域
の
鷲
子
山
上
神
社
で
は
、
今

年
が
四
年
に
一
度
の
祇
園
祭
の
年
に
あ
た

り
、
七
月
十
六
日
に
向
け
て
準
備
が
進
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
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鷲
子
山
上
神
社
は
美
和
地
域
の
鷲
子
地

区
と
栃
木
県
那
珂
川
町 
大  
那  
地 
地
区
を
ま

お
お 
な 

じ

た
ぐ
地
に
あ
り
、
両
県
で
は
、
祭
礼
の
日

程
も
異
な
る
珍
し
い
神
社
で
す
。
こ
の
う

ち
七
月
十
六
日
の
祇
園
祭
は
茨
城
県
側
で

の
み
行
な
わ
れ
て
い
る
祭
礼
で
す
。

　

祇
園
祭
、
と
言
え
ば 
壮  
麗 
な 
鉾 
や
山
で

そ
う 
れ
い 

ほ
こ

有
名
な
京
都
の
祭
が
思
い
浮
か
ぶ
こ
と
で

し
ょ
う
。
祇
園
祭
の
起
こ
り
は
、
当
時
の

都
、
平
安
京
で 
疫 えき 
病 

び
ょ
う

が
流
行
し
た
の
を 
御 ご

 
霊 
（

り
ょ
う

 
不  
遇 
の
死
を
遂
げ
た
人
の
霊
）
の 
祟 

ふ 
ぐ
う 

た
た

り
と
考
え
て
、
そ
の
疫
病
神
を
鎮
め
る
た

め
に
行
な
わ
れ
た
祭
で
し
た
。

　

か
つ
て
は
十
六
、
十
七
日
の
二
日
間
行

わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
氏
子
の
負
担
を
軽

く
す
る
た
め
に
最
近
は
一
日
に
短
縮
し
て

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
例
年

は 
居 い 
祭 
で
、
当
日
氏
子
が
神
社
に
出
向
い

ま
つ
り

て
お
祭
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
四
年
に
一
度
は 
神  
輿  
渡  
御 
が

み 
こ
し 
と 
ぎ
ょ

あ
り
、
鷲
子
の
六
つ
の
組
（ 
鳥  
居  
土 
・ 
花 

と
り 
い 

ど 

は
な

 
輪 
・ 
仲  
島 
・

わ 

な
か 
じ
ま

 
宿 
・

し
ゅ
く

 
袋 

ふ
く
ろ 

木 
・ 
下  
郷 
）
か
ら
そ

ぎ 

し
も 
ご
う

れ
ぞ
れ
、 
山
車 
や 
屋  
台 
が
出
て
、
国
道
二

だ
し 

や 
た
い

九
三
号
線
を
巡
行
す
る
と
い
う
華
や
か
な

祭
礼
と
化
し
ま
す
。
六
組
は
四
年
に
一
度

交
代
で
当
番
を
務
め
、
祭
礼
の
一
切
を
取

り
仕
切
り
ま
す
。
今
年
は
下
郷
組
が
当
番

に
当
た
っ
て
お
り
、
週
に
一
度
地
区
の
公

民
館
で
お 
囃  
子 
の
練
習
が
続
け
ら
れ
て
い

は
や 
し

ま
す
。

　

戦
前
は
、
ほ
ぼ
毎
年
こ
の
お
祭
が
行
な

わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
地
域
に
残
る

祭
の
多
く
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
鷲
子

祇
園
祭
も
高
齢
化
や
人
手
不
足
の
波
に
さ

ら
さ
れ
ま
し
た
。
戦
後
は
不
定
期
に
開
か

れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。

そ
れ
を
憂
え
た
氏
子
や
神
社
関
係
者
が
三

十
年
ほ
ど
前
か
ら
、
四
年
に
一
度
に
し
て

神
輿
渡
御
を
含
む
祭
礼
を
執
り
行
っ
て
き

ま
し
た
。
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祇
園
祭
は
前
日
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
十

五
日
の
夜
は 
宵 よい 
祭 
が
行
な
わ
れ
、
各
組
の

ま
つ
り

祭
場
で
山
車
や
屋
台
に
明
か
り
が
灯
さ
れ

披
露
さ
れ
ま
す
。
普
段
は
各
地
区
の
蔵
に

大
切
に
保
管
さ
れ
て
い
る
山
車
・
屋
台
を

こ
の
祭
礼
の
間
だ
け
見
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

祭
の
当
日
は
朝
か
ら
神
輿
が
神
社
を
出

社
し
ま
す
。
六
組
の
山
車
・
屋
台
が
神
社

の
下
の
鳥
居
土
地
区
ま
で
神
輿
を
迎
え
に

来
た
あ
と
、
神
輿
に
つ
き
従
い
国
道
を
巡

行
し
、夕
方
に
は
お
旅
所
に
到
着
し
ま
す
。

神
輿
・
山
車
・
屋
台
が
勢
揃
い
し
た
と
こ
ろ

で
お
囃
子
が
始
ま
り
、
夜
が
更
け
る
に
つ

れ
て
賑
や
か
さ
を
増
し
て
い
き
ま
す
。

　

か
つ
て
は
神
輿
の 
舁 
き
手
も
当
番
組
が

か

担
っ
て
い
ま
し
た
が
、
祭
に
参
加
す
る
人

が
減
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
現
在
で
は
六

組
の
氏
子
が
交
代
で
担
ぎ
な
が
ら
渡
御
す

る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
昔
は

当
番
組
だ
け
が
屋
台
を
出
し
、
他
の
組
は

山
車
を
出
す
慣
わ
し
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

当
番
組
の
屋
台
で
の
余
興
や
芝
居
を
中
心

に
し
て
他
の
組
の
山
車
で
お
囃
子
な
ど
が

行
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

地
域
の
抱
え
る
様
々
な
問
題
に
よ
っ
て

祭
の
形
態
は
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
が
、
氏

子
や
神
社
の
方
々
、
地
域
の
皆
さ
ん
の
協

力
に
よ
っ
て
続
い
て
い
る
ふ
る
さ
と
の
祭

を
大
切
に
し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。
ま

ず
は
見
物
に
出
か
け
て
み
ま
し
ょ
う
。

（
歴
史
民
俗
資
料
館
）
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▲鷲子下郷公民館でのお囃子の練習

▲前回（２００２年）の祇園祭のようす




