
獅
子
が
舞
い
、稚
児
が
舞
い
、巫
女
が
舞
う
。

秋
晴
れ
の
10
月
18
日
、
金
田
稲
荷
神
社

神
幸
祭
初
日
。
正
午
を
過
ぎ
た
頃
、
囃
子
の
音

を
響
か
せ
て
、
各
地
区
で
村
回
り
を
終
え
た
山

笠
６
基
と
、
そ
ろ
い
の
法
被
に
身
を
包
ん
だ
人

び
と
が
稲
荷
神
社
前
に
集
ま
っ
て
き
た
。
５
人

の
巫
女
に
よ
る
舞
に
続
い
て
、
金
田
一
区
伝
統
芸

能
保
存
会
に
よ
る
獅
子
楽
が
奉
納
さ
れ
た
。

　

そ
し
て
御
輿
が
御
旅
所
ま
で
の「
お
下
り
」に

つ
く
。
大
勢
の
人
が
詰
め
か
け
た
御
旅
所
で
も

巫
女
、獅
子
、稚
児
が
舞
う
。
翌
日
は「
お
上の
ぼ
り
」

が
同
じ
よ
う
に
執
り
行
わ
れ
た
。

　

金
田
の
地
か
ら
遠
く
離
れ
て
暮
ら
し
て
い
て

も
、
こ
の
日
の
た
め
だ
け
に
日
本
各
地
か
ら
帰

郷
す
る
人
も
い
る
ほ
ど
の
神
幸
祭
。
そ
ん
な
魅

力
的
な
祭
り
だ
か
ら
こ
そ
、
数
百
年
の
伝
統
を

失
わ
ず
、
こ
れ
か
ら
も
受
け
継
が
れ
て
い
く
。

金田

鬼
と
天
狗
に
囲
ま
れ
て
泣
く
子
ど
も
の
声
が

沿
道
に
響
く
。
10
月
11
日
、
飯
土
井
神
社

を
出
発
し
た
御み

輿こ
し

行
列
。
稚
児
を
先
頭
に
し
て
、

赤
鬼
と
青
鬼
が
あ
と
に
続
く
。「
泣
く
子
は
強
く

育
つ
」と
い
わ
れ
、
鬼
が
子
ど
も
の
頭
を
竹
の
棒
で

軽
く
小
突
く
習
わ
し
だ
。
こ
う
し
て
子
ど
も
た
ち

の
厄
払
い
を
し
な
が
ら
、御お

旅た
び

所し
ょ
ま
で
の「
お
下く
だ
り
」

を
行
う
。
た
ど
り
着
い
た
御
旅
所
で
は
、
４
基
の

山
笠
と
地
域
の
人
び
と
が
見
守
る
な
か
、
可
憐
な

巫み

女こ

が
舞
を
厳
か
に
奉
納
し
た
。

　

神
崎
地
区
で
の
山
笠
の
奉
納
は
２
年
に
一
度
、

地
域
の
４
基
が
そ
ろ
い
統
制
の
と
れ
た
祭
り
が
催

さ
れ
て
い
る
。
今
年
の
神
幸
祭
も
、
神
崎
地
区
の

絆
を
強
く
深
め
た
２
日
間
と
な
っ
た
。

４５

飯
土
井
神
社
神
幸
祭

10月11日～12日

稲
荷
神
社
神
幸
祭

10月18日～19日

神崎

神崎一山笠神崎二山笠神崎三山笠神崎四山笠

上金田山笠町部山笠宝見山笠

六区山笠平原山笠

一区山笠


