
伝
統
が
織
り
成
す

勇
壮
・
華
麗
な
世
界

　

市
指
定
有
形
民
俗
文
化
財
で
あ
る
曳
山

は
、
複
雑
な
木
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て

作
ら
れ
て
い
ま
す
。
基
本
構
造
は
同
じ
で

す
が
、
よ
く
見
る
と
そ
の
町
の
こ
だ
わ
り

が
あ
り
ま
す
。
精
巧
な
彫
刻
や
、
屋
台
の

後
方
に
掛
か
る
鮮
や
か
で
豪
華
な
「
見
送

り
幕
」
は
必
見
で
す
。

　

屋
上
に
は
、「
ダ
シ
」
と
呼
ば
れ
る
作

り
物
が
飾
ら
れ
ま
す
。
そ
の
町
の
伝
統
的

な
人
形
や
、
流
行
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
な
ど
、

趣
向
を
凝
ら
し
た
人
形
が
並
び
ま
す
。

　

曳
山
の
屋
台
に
は
、
若
衆
と
よ
ば
れ
る

若
者
や
子
ど
も
た
ち
が
乗
り
、
太
鼓
、
カ

ネ
・
笛
を
演
奏
し
、
巡
行
時
に
祭
を
盛
り

上
げ
ま
す
。

　

囃
子
も
各
町
に
よ
っ
て
微
妙
に
異
な
り

ま
す
。
ま
た
、
巡
行
時
、
そ
の
場
面
に
よ
っ

て
曲
調
が
変
わ
り
ま
す
。
囃
子
の
曲
調
が

変
わ
れ
ば
曳
山
の
動
き
に
注
目
で
す
。

　　

各
町
の
山
倉（
蔵
）か
ら
16
基
の
曳
山
が

お
目
見
え
し
、
囃
子
が
奏
で
ら
れ
ま
す
。

翌
日
の
例
大
祭
が
「
動
」
な
ら
こ
ち
ら
は

「
静
」。
町
中
の
あ
ち
こ
ち
か
ら
響
く
囃
子

と
飾
り
つ
け
ら
れ
た
多
く
の
提
灯
で
、
町

に
は
幻
想
的
な
雰
囲
気
が
漂
い
ま
す
。

　

各
町
を
出
発
し
た
曳
山
が
水
口
神
社
境

内
に
続
く
松
並
木
に
並
び
ま
す
。
松
並
木

を
前
に
、
5
〜
7
基
の
曳
山
が
縦
に
並
ぶ

光
景
は
壮
観
で
す
。

　

囃
子
の
リ
ズ
ム
に
乗
り
、
水
口
神
社
へ

向
か
い
ま
す
。
数
ト
ン
は
あ
ろ
う
か
と
い

う
曳
山
を
、
棒
や
綱
を
使
い
巧
み
に
方
向

転
換
さ
せ
、
大
き
な
車
輪
を
ギ
ュ
ウ
ギ
ュ

ウ
と
鳴
ら
し
な
が
ら
進
み
ま
す
。
間
近
で

見
る
と
も
の
凄
い
迫
力
で
す
。

　

夕
刻
、
曳
山
に
提
灯
が
灯
り
フ
ィ
ナ
ー

レ
が
近
付
い
て
き
た
こ
と
知
ら
せ
ま
す
。

提
灯
を
揺
ら
し
な
が
ら
曳
山
が
町
に
戻
る

帰
り
山
、
美
し
い
余
韻
の
中
、
祭
は
幕
を

閉
じ
よ
う
と
し
ま
す
が
、
実
は
熱
気
は
こ

の
時
が
最
高
潮
、
倉
に
入
る
最
後
の
瞬
間

ま
で
見
逃
せ
ま
せ
ん
。

　

祭
を
盛
り
上
げ
る
担
い
手
の
皆
さ
ん
に

意
気
込
み
を
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

女
性
初
、「
前
で
こ
」を
担
当
す
る

山や
ま
だ田
智と

も
み美
さ
ん（
左
）・
杉す

ぎ
も
と本
由ゆ

い衣
さ
ん

　

今
年
、初
め
て
「
前
で
こ
」

（
曳
山
の
前
後
部
に
あ

る
舵
取
り
の
棒
を
操
る

巡
行
時
の
役
割
）
を
担
当

し
ま
す
。
大
役
を
任
さ

れ
、
ド
キ
ド
キ
し
ま
す

が
、
楽
し
み
な
が
ら
存
在
感

を
ア
ピ
ー
ル
し
た
い
で
す
。

　

祭
は
し
て
い
る
人
、
見
て
い
る
人
が
一

体
と
な
っ
て
成
り
立
ち
ま
す
。
周
り
の

人
た
ち
の
声
援
に
パ
ワ
ー
を
も
ら
い
ま
す

の
で
、
ど
ん
ど
ん
声
を
か
け
て
も
ら
っ
て
、

み
ん
な
で
祭
を
作
り
上
げ
た
い
で
す
。
だ

か
ら
、
や
っ
ぱ
り
見
て
く
れ
る
人
が
多
い

と
う
れ
し
い
で
す
ね
。

　

祭
は
世
代
や
性
別
を
越
え
て
み
ん
な
が

楽
し
む
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
が

き
っ
か
け
に
な
っ
て
も
っ
と
い
ろ
ん
な
人

が
参
加
し
て
ほ
し
い
で
す
。

地
元
の
曳
山
巡
行
で
囃
子
を
奏
で
る
中
学
生

住す
み
と
も友
彩あ

や
か花
さ
ん（
左
）・
美み

さ
き咲
さ
ん
姉
妹

　

練
習
で
思
う
よ
う
に

太
鼓
が
叩
け
な
い
と
き

は
悔
し
い
け
ど
、
み
ん

な
が
一
緒
に
な
っ
て

声
を
出
し
、
ど
ん
ど
ん

盛
り
上
が
っ
て
い
く
と
こ
ろ
が
楽
し
い
で

す
。
町
に
は
小
さ
な
子
ど
も
た
ち
も
い
ま

す
、
そ
の
子
た
ち
に
囃
子
を
伝
え
る
の
は

私
た
ち
の
役
目
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た

め
に
も
、
も
っ
と
自
分
の
技
術
を
磨
い
て

い
き
た
い
で
す
。　

　

祭
は
、
町
の
集
大
成
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
で
み
ん
な
と
目
標
に
向
か
っ
て
頑
張

れ
る
こ
と
が
う
れ
し
い
で
す
。
私
た
ち
の

一
生
懸
命
練
習
し
た
成
果
を
見
て
も
ら
い

た
い
で
す
。

　

私
た
ち
は
、
約
10
年
前
こ
の
町
に
越
し

て
き
て
祭
に
出
会
い
ま
し
た
。
こ
こ
に
来

な
け
れ
ば
、
こ
の
楽
し
さ
を
味
わ
う
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
町
に
き
て

良
か
っ
た
で
す
。

水
口
囃
子
や
曳
山
の
風
景
を
切
り
絵
で
製
作
す
る

中な
か
む
ら村
学ま

な
ぶさ
ん

　

今
ま
で
何
回
か
個

展
を
開
か
せ
て
も
ら

い
、
そ
の
た
び
に
感
想
を

い
た
だ
き
ま
す
。
自
分
の
絵

を
見
て
多
く
の
人
に
祭
を
知
っ
て
も
ら
う

こ
と
が
で
き
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。

　

個
展
の
お
話
が
あ
っ
た
と
き
、
断
っ
て

い
れ
ば
そ
れ
で
お
し
ま
い
で
し
た
。
き
っ

か
け
は
小
さ
く
て
も
、
一
歩
踏
み
出
せ
ば

結
果
は
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
よ
う
に
進
ん

で
い
き
ま
す
。
実
行
す
る
こ
と
は
大
切
な

こ
と
だ
と
実
感
し
ま
し
た
。

　

近
年
は
少
子
化
の
影
響
な
ど
、
祭
自
体

に
も
い
ろ
ん
な
課
題
も
あ
り
ま
す
。
守
っ

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
部
分
も
あ
り

ま
す
が
、
新
し
い
部
分
も
取
り
入
れ
な
が

ら
誰
も
が
楽
し
め
る
祭
で
あ
っ
て
ほ
し
い

と
思
い
ま
す
。

曳
山
祭
の
伝
承
、普
及
を
目
的
に
活
動
す
る

「
大
お
お
み
な
く
ち
す
く
ね

水
口
宿
禰
ッ
ト
」会
長　
　
　

 

廣ひ
ろ
せ瀬
悟さ

と
しさ
ん

　

祭
で
は
、
注
意
し
て

囃
子
の
音
を
聞
い
て

ほ
し
い
で
す
。
曳
山

の
場
面
に
よ
っ
て
囃
子
の
展

開
が
変
わ
り
ま
す
。
目
と
耳
で
祭
を
見
る

と
、
き
っ
と
今
ま
で
と
は
違
う
見
え
方
が

す
る
と
思
い
ま
す
。

　

曳
山
や
法
被
の
デ
ザ
イ
ン
に
も
注
目
で

す
。
す
べ
て
が
違
う
デ
ザ
イ
ン
で
そ
の
町

の
特
色
が
出
て
い
て
お
も
し
ろ
い
で
す
。

　

こ
れ
ら
は
す
べ
て
甲
賀
市
の
財
産
で
す
。

こ
れ
か
ら
は
、
も
っ
と
い
ろ
ん
な
方
に
楽

し
ん
で
も
ら
い
、
参
加
で
き
る
よ
う
な
祭

に
な
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め

に
も
私
た
ち
が
頑
張
っ
て
、
伝
承
は
も
ち

ろ
ん
、
い
ろ
ん
な
方
に
魅
力
を
知
っ
て
ほ

し
い
と
思
い
ま
す
。

　

水
口
神
社
に
伝
わ
る「
水
口
曳
山
祭
」。4
月
19
日
の「
宵
宮
祭
」で
は
、各
町
内
の
曳
山
に

飾
ら
れ
た
提
灯
が
灯
り
、宵
宮
囃
子
が
奏
で
ら
れ
ま
す
。20
日
の「
例
大
祭
」で
は
、高
さ
5

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
曳
山
が
街
中
を
巡
行
し
ま
す
。桜
が
舞
い
、囃
子
が
響
く
な
か
、勇
壮

に
曳
山
が
巡
行
す
る
光
景
は
甲
賀
の
春
を
代
表
す
る
風
景
の
一
つ
で
す
。

　

今
回
は
、間
も
な
く
訪
れ
る
春
の
風
物
詩
、水
口
曳
山
祭
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

こ
こ
に
注
目
、

曳
山
祭
の
楽
し
み
方

祭
り
を
彩
る
主
役〜曳

山
〜

祭
り
を
彩
る
主
役

〜
水
口
囃
子
〜

囃
子
、曳
山
、観
衆
が
一
体

〜
曳
山
巡
行
〜

幻
想
的
な
町
を
演
出

〜
宵
宮
〜

美
し
く
激
し
い
フ
ィ
ナ
ー
レ

〜
帰
り
山
〜

私
た
ち
と

盛
り
上
げ
よ
う
！

み
ん
な
で
祭
を
楽
し
も
う

練
習
の
成
果
を
大
舞
台
で
発
揮

切
り
絵
で
祭
に
興
味
を
持
つ
人
が
い
れ
ば

多
く
の
人
に
魅
力
を
知
っ
て
ほ
し
い

日時／4月17日（金） 午前10時～受付
場所／古城山山頂阿迦の宮神社
内容／式典・護摩供養（雨天決行）

宵宮祭
日時／4月19日（日） 午後  7時ごろ～お茶席
例大祭
日時／4月20日（月） 午前10時ごろ～曳山巡行
 午後  2時ごろ～神輿渡行
場所／水口神社ほか

阿迦の宮祭

水口曳山祭

水口町観光協会　☎ 65-0708　  63-4087問い合わせ

水
口
春
の
例
祭
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