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白髪神社神幸祭

当
日
、
引
き
手
の

心
を
か
き
立
て

る
よ
う
に
囃は

や
し子

の
音ね

が
響
く
。
ず
し
り
と
刻

む
太
鼓
、
雅み

や
び

な
笛
、
突
き

抜
け
る
鐘か

ね

。
５
月
４
日
か
ら

２
日
間
、
赤
坂
神
社
・
白
髪
神
社
の
神
幸
祭
が

行
わ
れ
た
。
山
笠
が
夜
の
電
飾
か
ら
一
変
し
、

黄こ
が
ね
い
ろ

金
色
の
姿
を
白
昼
に
現
す
。
山
笠
と
い
う
よ

り
、
ま
さ
に
「
山
」
が
動
く
と
い
う
感
じ
。
間

近
に
迫
っ
て
く
る
と
、
思
わ
ず
後
ず
さ
り
し
て

し
ま
い
そ
う
な
迫
力
を
持
つ
。

　

白
衣
の
男
衆
に
担
が
れ
た
神み

こ
し輿
は
、
初
日
に

神
社
か
ら
御お

た
び
し
ょ

旅
所
へ
移
り
、
２
日
目
に
御お

た
び
し
ょ

旅
所

か
ら
神
社
へ
と
帰
路
に
つ
く
。
神
幸
祭
は
こ
の

氏
神
に
ま
つ
わ
る
祭
り
で
、
山
笠
は
そ
の
雰
囲

気
を
高
め
る
だ
け
で
な
く
、
警
護
の
役
割
も
担

っ
て
い
る
。
祭
り
の
主
柱
で
あ
る
神み

こ
し輿
、
そ
の

厳お
ご
そか

な
存
在
感
に
触
れ
る
た
び
、
周
囲
は
伝
統

的
な
祭
事
で
あ
る
こ
と
を
再
認
識
す
る
。

　

最
終
日
の
夕
方
、
両
神
社
前
に
山
笠
が
集
結

し
た
。
い
よ
い
よ
神
幸
祭
が
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス

を
迎
え
る
。
声
を
か
ら
し
た
引
き
手
が
存
分
に

山や

ま笠
を
練
り
回
し
、
大
勢
の
観
客
か
ら
拍
手
を

浴
び
た
。
や
が
て
山
笠
の
隙
間
を
縫
う
よ
う
に

し
て
神み

こ
し輿
が
神
社
へ
帰
る
と
、
そ
こ
で
祭
り
は

終
わ
り
を
告
げ
る
。
地
区
や
引
き
手
が
一
つ
に

な
っ
て
、
２
日
間
に
わ
た
る
伝
統
行
事
を
や
り

遂
げ
、
楽
し
み
終
え
た
瞬
間
で
あ
る
。

　

福
智
町
に
な
り
、
今
年
の
10
月
に
は
旧
金
田

町
・
赤
池
町
の
祭
り
が
控
え
て
い
る
。
待
ち
か

ま
え
て
い
る
。
時
の
移
ろ
い
は
瞬
く
間
。
耳
を

澄
ま
せ
ば
、
も
う
あ
の
音
色
が
、
す
ぐ
そ
こ
ま

で
近
づ
い
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。

白
髪
神
社
に
奉
納
さ
れ
た
獅
子
舞
と
稚
児
の
舞

全
高
最
長
を
誇
る
方
城
青
年
団
誠
遊
会
の
山
笠

一祭喝采
祭一色に染まる福智

赤坂神社神輿

白
髪
神
社
神
輿

フ
ォ
ト
リ
ポ
ー
ト
／
伊
方
神
幸
祭
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