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■
秋
祭
り
の
季
節
で
す 

 
 

毎
年
９
月
は
各
地
区
の
秋
祭
り
の
時
期
で
す
。
例
年
で
あ
れ
ば
、
各
地
区

の
公
会
堂
や
お
宮
で
毎
夜
、
神
楽
の
練
習
が
行
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、

今
年
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
の
た
め
、
す
べ
て
の
地
区
で
宵
宮

や
朝
舞
は
中
止
と
な
っ
て
い
ま
す
。
地
区
の
結
束
を
高
め
る
行
事
の
一
つ
で

す
の
で
、
来
年
は
開
催
で
き
る
こ
と
を
切
に
願
い
ま
す
。 

 
 

本
来
で
あ
れ
ば
、
秋
祭
り
の
様
子
な
ど
お
伝
え
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
が
、

今
回
は
村
の
秋
祭
り
の
概
要
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。 

各
地
区
に
は
、
そ
こ
で
暮
ら
す
人
々
（
氏
族
・
氏
子
）
を
守
る
鎮
守
の
神
、

氏
神
を
祀
っ
て
い
る
お
宮
（
神
社
）
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
神
社
で
行
わ

れ
る
様
々
な
祭
礼
の
な
か
で
最
も
重
要
な
も
の
が
例
大
祭
、
つ
ま
り
秋
祭
り

で
、
神
社
創
建
を
祝
う
お
祭
り
で
す
。
村
内
各
地
区
で
は
他
に
も
、
五
穀
豊

穣
を
祈
願
す
る
春
祭
り
や
、
豊
作
を
神
に
感
謝
す
る
新
嘗
祭
、
元
旦
祭
、
子

ど
も
の
育
成
を
祈
願
す
る
道
祖
神
祭
り
な
ど
、
数
々
の
祭
礼
が
地
区
ご
と
に

行
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
よ
う
な
お
宮
や
祭
礼
の
原
型
は
鎌
倉
・
室
町
時
代
ま
で
遡
る
と
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
当
時
は
今
の
よ
う
な
形
で
は
な
く
、
祠
や
洞
窟
の
よ
う
な
と

こ
ろ
で
ご
く
小
規
模
に
お
供
え
物
や
神
事
を
行
っ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
今
の
よ
う
な
お
宮
が
で
き
、
獅
子
舞
が
奉
納
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
江
戸
時
代
の
終
わ
り
頃
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

  

ま
た
、
舞
い
や
登
場
人
物
も
、
獅
子
や
天
狗
、
面
か
ぶ
り
（
ひ
ょ
っ
と
こ
・

お
か
め
）
な
ど
地
区
に
よ
っ
て
様
々
で
す
。
近
隣
の
山
ノ
内
町
や
飯
山
市
、
野

沢
温
泉
村
な
ど
、
地
区
ご
と
に
様
々
な
ル
ー
ツ
が
あ
り
、
登
場
人
物
や
お
囃
子
、

唄
な
ど
も
地
区
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
近
隣
に
は
信
濃
の
三
大
修
験
場(

飯

綱
、
戸
隠
、
小
菅)

が
あ
る
の
で
、
そ
の
影
響
も
多
く
受
け
て
い
る
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
中
に
は
村
内
の
地
区
か
ら
地
区
へ
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
も
あ
り
、
似
通
っ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
ま
っ
た
く
同
じ
形
態
の
も
の
は

一
つ
と
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。 

近
年
は
高
齢
化
・
人
口
減
が
進
み
、
お
祭
り
の
継
続
が
困
難
に
な
り
つ
つ
あ

る
の
が
現
状
で
す
。
こ
こ
数
年
の
間
に
宵
宮
や
獅
子
舞
の
奉
納
を
や
め
て
し

ま
っ
た
地
区
も
あ
り
ま
す
。
コ
ロ
ナ
を
機
に
や
め
て
し
ま
う
地
区
も
増
え
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
大
切
に
守
り
続
け
て
き
た
伝
統
で
す
。
ど

う
に
か
継
続
し
て
い
き
た
い
き
た
い
で
す
ね
。 

 

村
の
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
で
は
、
伝
統
文
化
の
保
存
の
観
点
か
ら
各
地
区
の

お
祭
り
の
映
像
を
保
存
し
て
い
ま
す
。
有
償
で
Ｄ
Ⅴ
Ｄ
へ
の
ダ
ビ
ン
グ
が
可

能
で
す
の
で
、
希
望
さ
れ
る
か
た
は
事
務
局
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

          

令
和
３
年
９
月
15
日
発
行 
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『
村
の
俳
句
石
碑
を
巡
っ
て
』 

小
林 

荘
志 

（
内
山
出
身
） 

  

私
は
81
歳
の
ボ
ケ
老
人
で
す
。
お
陰
様
で
今
も
健
康
に
過
ご
し
て
い
ま
す
。

健
康
保
持
の
た
め
に
、
毎
週
１
回
蕨
市
の
ボ
ウ
リ
ン
グ
場
ラ
ウ
ン
ド
ワ
ン
で

ボ
ー
ル
を
３
ゲ
ー
ム
投
げ
、
ま
た
、
下
手
な
ゴ
ル
フ
も
楽
し
ん
で
い
ま
す
。
ま

た
、
総
務
省
の
調
査
員
と
し
て
家
計
消
費
動
向
調
査
や
諸
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

を
、
車
を
や
め
て
歩
い
て
、
調
査
宅
を
戸
別
訪
問
す
る
な
ど
し
て
、
月
に
20

日
以
上
、
１
日
で
７
千
～
１
万
歩
以
上
を
歩
き
、
足
を
鍛
え
て
い
ま
す
。
少
し

で
も
頭
脳
を
使
っ
て
ボ
ケ
防
止
に
な
れ
ば
と
思
っ
て
頑
張
っ
て
ま
す
。 

 

俳
句
に
も
興
味
を
持
ち
、
長
野
県
高
等
学
校
同
窓
会
東
京
連
合
会
で
の
俳

句
勉
強
会
に
も
参
加
し
、
約
30
人
の
仲
間
た
ち
と
毎
月
１
回
、
松
本
の
宮
坂

静
生
先
生
（
近
代
日
本
俳
句
協
会
最
高
顧
問
）
の
指
導
を
仰
ぎ
、
自
作
俳
句
に

は
未
だ
自
慢
で
き
る
句
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
弱
い
頭
を
使
っ
て
大
い
に
鍛
え
、

楽
し
ん
で
い
ま
す
。
中
学
校
の
国
語
の
時
間
、
あ
の
俳
句
師
と
し
て
人
生
苦
を

生
き
抜
い
た
「
奥
の
細
道
」
の
松
尾
芭
蕉
や
幕
末
期
に
町
人
文
化
爛
熟
、
野
暮

な
民
家
文
化
併
存
時
代
に
教
養
が
無
く
て
も
実
感
で
俳
句
を
詠
み
な
が
ら
全

国
を
巡
っ
た
、
柏
原
村
の
小
林
一
茶
ら
を
授
業
で
教
わ
っ
た
も
の
で
す
が
、
今

に
な
っ
て
、
改
め
て
彼
ら
の
凄
さ
、
偉
人
さ
を
教
え
さ
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

先
日
、
実
家
の
法
事
で
帰
省
し
た
折
、
木
島
平
村
に
松
尾
芭
蕉
の
俳
句
碑
が

沢
山
あ
る
こ
と
を
知
り
、
石
碑
と
俳
額
巡
り
を
し
て
き
ま
し
た
。
湯
田
中
温
泉

に
沢
山
あ
る
小
林
一
茶
の
俳
句
碑
も
有
名
で
す
が
、
木
島
平
村
に
も
あ
る
沢

山
の
句
碑
や
俳
額
も
有
名
で
す
。
以
降
に
村
に
建
立
さ
れ
て
い
る
芭
蕉
の
句

碑
と
俳
額
を
紹
介
し
ま
す
。
皆
さ
ん
も
ご
興
味
あ
り
ま
し
た
ら
、
ど
う
ぞ
参
考

に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
嬉
し
い
で
す
。 

大
町
の
御
嶽
山
の
「
行
く
春
や
鳥
鳴
き
魚
の
目
は
な
み
だ
」
や
、
西
町
の
天

然
時
に
は
「
や
が
て
死
ぬ
け
し
き
は
見
え
ず
蝉
の
声
」、
ま
た
高
石
の
県
道
脇

に
「
梅
が
香
に
の
っ
と
日
の
出
る
山
路
か
な
」、「
し
ら
露
も
こ
ぼ
さ
ぬ
萩
の
う

ね
り
か
な
」、「
道
草
に
ま
た
色
も
な
や
春
の
月
」、
立
石
の
「
け
ご
ろ
も
に
つ

つ
み
て
ぬ
く
し
鴨
の
あ
し
」、
南
鴨
の
神
社
に
は
「
こ
の
松
の
実
生
せ
し
世
や

神
の
秋
」、
馬
曲
に
は
「
家
遠
く
見
え
て
田
中
の
月
と
雨
」、
計
見
の
上
土
手
の

桜
木
の
下
に
は
「
一
山
は
雑
木
立
な
り
雉
の
声
」、
こ
の
他
に
も
、
現
地
へ
は

行
け
な
っ
た
が
原
大
沢
の
神
社
参
道
、
樽
滝
の
玉
滝
不
動
な
ど
、
村
に
は
11

基
の
芭
蕉
句
碑
が
点
在
す
る
と
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
数
は
他
の
市
町
村
に

比
べ
て
も
多
い
と
い
え
る
と
の
こ
と
で
す
。
木
島
平
村
の
人
た
ち
の
俳
句
熱

は
、
明
治
、
大
正
に
な
っ
て
も
盛
ん
だ
っ
た
様
子
で
神
社
等
へ
の
俳
額
の
奉
納

も
多
く
、
今
は
す
ご
く
貴
重
な
文
化
財
で
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
禍
で
帰
省
さ

え
出
来
な
い
こ
の
頃
で
す
。
早
く
こ
の
感
染
禍
が
収
ま
り
、
自
由
に
行
動
で
き

る
日
が
１
日
も
早
く
来
ま
す
こ
と
を
強
く
願
っ
て
い
ま
す
。 

会
報
原
稿
募
集
中
！ 

【
毎
月
５
日
ま
で
に
左
記
へ
ご
送
付
く
だ
さ
い
。】 

【
送
付
先
】
〒
３
８
９ 

２
３
９
２ 

木
島
平
村
役
場
内 

ふ
る
さ
と
応
援
団
事
務
局 

Ｆ
Ａ
Ｘ 
０
２
６
９ 

８
２ 

４
１
２
１ 

✉ 
seisaku@vill.kijimadaira.lg.jp 

大町の御嶽山 

「行く春や 鳥鳴き魚の 

 目はなみだ」 


