
　
柿
野
祭
り
は
、
乾
地
区

に
あ
る
垣か
き

野の

神
社
と
清き

よ
瀬せ

神
社
の
例
大
祭
で
、
二
つ

の
神
社
か
ら
出
発
し
た

神み
こ
し輿

が
中
間
に
位
置
す
る

「
お
旅た
び

所し
ょ

」に
集
ま
り
、
神

事
を
行
い
ま
す
。

　
垣
野
神
社
に
は
景け
い

行こ
う

天

皇
の
子
の
小お
う
す
の
み
こ
と

碓
命

（
日
や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

本
武
尊
）が
、
清
瀬
神

社
に
は
そ
の
兄
の

大お
お
う
す
の
み
こ
と

碓
命
が
祀ま

つ

ら
れ
て
い

ま
す
。

　
両
社
に
祀
ら
れ
る
兄
弟

神
に
は
、
皇
位
継
承
を
巡

る
対
立
を
避
け
て
柿
野
に

隠
れ
た
大
碓
命
と
、
兄
を

探
し
あ
て
た
小
碓
命
の
再

会
の
物
語
が
地
元
に
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
二
つ
の
神
社
の
神
様
が

「
お
旅
所
」で
出
会
う
と
い

う
珍
し
い
形
は
、
鎌
倉
時

代
か
ら
数
百
年
の
間
、
伝

え
続
け
ら
れ
て
き
た
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
雅が

楽が
く
を
奉
納
す
る
楽
員

や
獅
子
舞
の
舞
手
、
か
ら

く
り
舞
な
ど
は
多
く
の
場

合
、
親
か
ら
子
へ
伝
承
さ

れ
て
い
ま
す
。
準
備
な
ど

も
地
域
の
多
く
の
人
が
参

加
し
、
こ
の
祭
り
を
守
っ

て
い
ま
す
。

　
二
つ
の
神
社
の
神
様
が

出
会
う
と
き
、
そ
れ
は
た

く
さ
ん
の
人
が
大
切
に
受

け
継
い
で
き
た
、
地
域
の

長
い
歴
史
と
の
出
会
い
で

も
あ
り
ま
す
。

二
柱
の
神
様
が
出
会
う
と
き
、

受
け
継
が
れ
て
き
た
歴
史
と
出
会
う

柿
野
祭
り

1 神
み

輿
こし

渡
と

御
ぎょ

2 神事
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1
．神
輿
渡
御
　
垣
野
神
社
と
清
瀬
神

社
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
神
輿
が
出
発
し
、

「
お
旅
所
」の
前
で
出
会
う
。

2
．神
事
　「
お
旅
所
」の
奥
に
神
輿
を

並
べ
て
置
き
、神
事
を
行
う
。神
事
で

奏
で
る
雅
楽
は
楽
員
が
担
当
し
、
神

事
の
後
に
は
巫
女
舞
が
奉
納
さ
れ
る
。

3
．祭
礼
行
列
　
乱
獅
子
の
舞
と
祭
礼

行
列
。
乱
獅
子
は
、「
日
本
書
紀
」で
、

道
に
迷
っ
た
小
碓
命
を
美
濃
に
導
い

た
白
い
犬
を
現
し
た
も
の
と
言
わ
れ

る
。

4
．獅
子
舞
　「
お
旅
所
」の
前
で
奉
納

さ
れ
る
獅
子
舞� （
市
重
要
無
形
文
化
財
）

5
．か
ら
く
り
芸
　
市
内
で
唯
一
伝
え

ら
れ
て
い
る
曳ひ

き
山や

車ま

で
、
3
つ
の

人
形
に
よ
り
生
き
生
き
と
し
た
か
ら

く
り
芸
が
演
じ
ら
れ
る
。

�

（
市
重
要
有
形
文
化
財
）

6
．花
撒
き
　
か
ら
く
り
人
形
の
周
囲

に
飾
ら
れ
て
い
た
花
を
見
物
の
人
に

ま
く
。
ま
か
れ
た
花
は
、
家
内
繁
栄

の
お
守
り
と
し
て
床
の
間
に
飾
る
。

7
．舞
い
別
れ
　
両
社
の
神
輿
が「
お
旅

所
」で
3
回
旋
回
し
、
別
れ
て
帰
途

に
付
く
。
兄
弟
神
が
別
れ
を
惜
し
む

様
子
を
表
し
て
い
る
。

8
．餅
撒
き
　
祭
り
の
最
後
に
、
氏
子

総
代
な
ど
に
よ
り
餅
が
ま
か
れ
る
。

3 祭礼行列

5 からくり芸

8 餅撒
ま

き 7 舞い別れ

4 獅子舞

6 花撒
ま

き

3


