
　

「
ほ
ぜ
祭
り
」
と
は
、
古
く
か

ら
各
地
の
神
社
に
伝
わ
る
秋
祭
り

の
こ
と
で
、
秋
の
実
り
に
感
謝
の

意
を
表
し
、
演
芸
や
相
撲
大
会
、

稚
児
行
列
な
ど
多
彩
な
催
し
が
行

わ
れ
ま
す
。

　

開
聞
岳
を
御
神
体
と
す
る
枚
聞

神
社
の
ほ
ぜ
祭
り
は
、「
ケ
モ
ン
の

ホ
ゼ
」
と
も
呼
ば
れ
、
昔
か
ら
近

隣
に
知
ら
れ
た
一
大
行
事
で
す
。

　

現
在
も
10
月
14
日
か
ら
16
日
ま

で
の
３
日
間
開
催
さ
れ
、
毎
年
た

く
さ
ん
の
参
拝
客
で
に
ぎ
わ
い
ま

す
。

　

境
内
の
周
辺
に
は
、
た
く
さ
ん

の
露
天
や
出
店
が
並
び
、
日
用
品

や
竹
製
品
、
苗
物
や
農
具
な
ど
が

売
ら
れ
ま
す
。
特
に
、
ほ
ぜ
祭
り

で
買
っ
た
農
具
は
、
怪け

が我
を
し
な

い
縁
起
物
と
し
て
、
人
気
が
高
い

そ
う
で
す
。

　

こ
の
ほ
ぜ
祭
り
で
は
毎
年
、
前

夜
祭
と
本
大
祭
で
神
舞
が
奉
納
さ

れ
て
い
ま
す
。

前
夜
祭
の
神
舞

　

四
方
に
竹
を
立
て
、
し
め
縄
を

張
っ
た
神
聖
な
「
舞
台
」
が
境
内

の
一
角
に
設
け
ら
れ
、
か
が
り
火

の
炎
が
揺
ら
ぐ
厳
か
な
雰
囲
気
の

中
、
神
舞
は
始
ま
り
ま
す
。

　

本
来
、
神
舞
は
33
の
演
目
が
あ

り
、
か
つ
て
は
一
晩
か
け
て
舞
わ

れ
て
い
た
そ
う
で
す
。
現
在
は
そ

の
内
の
、
剣
之
舞
、
南
方
之
舞
、

中
央
之
舞
、
天あ

め
の
う
ず
め
の
み
こ
と

鈿
女
命
之
舞
、
浦

安
之
舞
（
鈴
と
扇
）
の
６
つ
の
演

目
が
受
け
継
が
れ
奉
納
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

剣
之
舞
と
浦
安
之
舞
は
、
素
顔

の
ま
ま
で
踊
り
ま
す
が
、
他
の
舞

は
神
楽
面
を
付
け
て
踊
り
ま
す
。

神
社
に
は
、
24
枚
の
神
楽
面
が
残

さ
れ
て
お
り
、
ま
た
衣
装
も
江
戸

時
代
の
装
束
が
残
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
、
神
舞
は
２
０
０
年
以

上
続
い
て
い
る
も
の
と
推
察
さ
れ

ま
す
。

　

神
舞
を
舞
う
の
は
、
青
年
団
を

中
心
と
し
た
市
内
の
有
志
ら
男
女

12
人
。
剣
之
舞
、
南
方
之
舞
、
中

央
之
舞
、
天
鈿
女
命
之
舞
は
、
い

ず
れ
も
男
性
が
１
人
で
舞
い
、
浦

安
之
舞
は
、
そ
れ
ぞ
れ
４
人
の
女

性
が
巫み

こ女
装
束
で
舞
い
ま
す
。
団

員
ら
は
９
月
か
ら
神
社
に
集
ま
り
、

夜
遅
く
ま
で
練
習
を
続
け
本
番
に

備
え
ま
す
。

　

優
雅
で
あ
り
つ
つ
も
、
ど
こ
か

鬼
気
迫
る
舞
に
思
わ
ず
引
き
込
ま

れ
る
、
不
思
議
な
魅
力
に
満
ち
た

神
舞
を
ぜ
ひ
ご
観
覧
く
だ
さ
い
。

五
穀
豊

ほ
う
じ
ょ
う穣

に
感
謝
し

　

受
け
継
が
れ
る
神か

ん

ま

い舞

いぶ
す
き

　

ま
る
ご
と
博
物
館（  

回
）
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そ
の
季
節
や
時
季
に
ふ
さ
わ
し

い
風
の
こ
と
を
「
時
津
風
」
と
い

い
ま
す
。

「
四
海
波
静
か
に
て
、
国
も
治
ま

る
　
時
つ
風
…
」

　

ご
存
じ
の
謡
曲
・
高
砂
に
あ
る

一
文
で
す
。「
時
津
海
」
と
い
う
名

も
耳
に
す
る
言
葉
で
す
。

　

そ
う
い
え
ば
、相
撲
部
屋
の「
時

津
風
」、し
こ
名
「
時
津
海
（
と
き

つ
う
み
）」は
本
来
、
順
風
を
表
し

響
き
も
よ
く
人
々
に
好
ま
れ
る
縁

起
の
よ
い
名
の
よ
う
で
す
。

　

さ
て
、
10
月
「
神
無
月
」。

神
話
に
始
ま
る
わ
が
国
土
は
、
開

発
に
傷
つ
き
な
が
ら
も
、
今
、
経

済
繁
栄
を
誇
っ
て
い
ま
す
が
、
こ

の
と
こ
ろ
国
情
は
荒
れ
気
味
で
す
。

　

風
雲
急
を
告
げ
、
政
局
も
ど
こ

か
秋
風
の
寂
し
さ
を
漂
わ
せ
、
華

の
な
い
「
色
な
き
風
」
が
吹
い
て

い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
。

　

秋
の
山
を
彩
る
紅
葉
は
、
鮮
明

で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
周
囲
と
の
調

和
が
難
し
く
、
時
と
し
て
見
る
人

を
疲
れ
さ
せ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

色
な
き
風
の
国
は
、
い
わ
ば
癒
や

し
系
で
順
風
と
考
え
る
の
は
浅せ

ん
ぱ
く薄

な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

「
森
を
歩

き
、
草
地
に

シ
ー
ト
を
広

げ
、
木
漏
れ
日
の
中
で
弁
当
を
食

べ
て
い
る
。
お
し
ゃ
べ
り
を
し
、

寝
転
が
っ
て
空
を
眺
め
、
本
を
読

み
、
し
ば
し
ま
ど
ろ
む
。」想
像
す

る
だ
け
で
、
い
か
に
も
爽そ
う
か
い快

で
リ

ラ
ッ
ク
ス
で
き
そ
う
で
す
。

　

庭
の
柿
も
、
い
よ
い
よ
色
づ
き

始
め
ま
し
た
。
何
と
な
く
眺
め
て

い
た
ら
、
ヒ
ヨ
ド
リ
だ
ろ
う
か
鳥

が
一
羽
枝
に
と
ま
り
、
器
用
に
実

を
つ
つ
い
て
い
ま
す
。

　

柿
は
す
べ
て
を
と
ら
ず
、
少
し

の
実
を
残
す
の
が
古
く
か
ら
の
教

え
だ
と
か
。「
鳥
の
た
め
」
と
も
言

う
よ
う
で
す
が
、
来
年
も
た
く
さ

ん
の
実
を
つ
け
て
く
れ
る
よ
う
に

と
の
柿
の
木
へ
の
感
謝
と
祈
り
が

込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
木き

守ま
も
りと
か
木き

も
り
が
き

守
柿
と
か
い
い
ま
す
。

い
か
に
も
日
本
的
で
美
し
い
言
葉

で
す
。

　

自
然
へ
の
敬
意
と
人
の
つ
つ
し

み
が
似
合
う
10
月
「
神
無
月
」
で

す
。

指
宿
市
長
　
豊
留 

悦
男 色づく柿の実

多くの客でにぎわう境内

優雅に舞う南方之舞

時
津
風（
と
き
つ
か
ぜ
）

12広報いぶすき　10月号


