
い
て
運
行
し
た
山
車
も
、
若
者
が
少

な
く
な
っ
て
、
だ
ん
だ
ん
と
運
行
が

出
来
な
く
な
り
、
い
つ
し
か
神
社
に

奉
納
す
る
の
み
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。

長
い
間
出
番
が
な
く
な
っ
て
い
た

山
車
で
す
が
、
昨
年
、
25
年
ぶ
り
に

復
活
し
、
地
域
住
民
の
顔
に
懐
か
し

い
笑
顔
が
戻
り
ま
し
た
。
動
力
は
人

の
手
か
ら
機
械
に
変
わ
り
ま
し
た

が
、
昔
と
変
わ
ら
な
い
『
ヨ
ー
イ
･

ヨ
イ
、
ソ
レ

イ
ヤ
サ
カ
サ
ッ
サ
ー
』

の
掛
け
声
が
地
域
内
に
響
き
わ
た
り

ま
し
た
。

独
鈷
囃
子
の
構
成

独
鈷
囃
子
は
、
四
つ
の
お
囃
子
で

構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

寄
せ
囃
子
／
出
発
す
る
と
き
の
お
囃

子
。
笛
の
吹
き
手
に
任
さ
れ
た
旋

律
に
、
太
鼓
の
打
ち
手
が
呼
応

し
、
次
第
に
盛
り
上
が
り
ま
す
。

本
囃
子
／
移
動
の
と
き
の
お
囃
子
。

リ
ズ
ム
が
ス
ロ
ー
に
な
り
、
ゆ
っ

く
り
と
動
く
山
車
の
上
で
艶あ
で

や
か

に
踊
り
ま
す
。

剣
囃
子
／
要
所
ご
と
に
山
車
が
停
止

し
て
、
独
鈷
城
主
ゆ
か
り
の
踊
り

を
披
露
し
ま
す
。

帰
り
や
ま
／
最
後
に
帰
る
と
き
の
お

囃
子
。
軽
快
な
お
囃
子
で
、
山
車

の
運
行
の
最
後
を
飾
り
ま
す
。

民
謡
と
二
人
三
脚
で

伝
え
る
独
鈷
囃
子

現
在
の
独
鈷
囃
子
保
存
会
は
、
高

橋
貫
治
会
長
を
は
じ
め
40
人
の
メ
ン

バ
ー
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
メ
ン
バ
ー
の
多
く
は
、
比

内
民
謡
同
好
会
に
も
所
属
し
、
木
曜

日
は
公
民
館
で
民
謡
の
け
い
こ
に
精

進
し
、
火
曜
日
は
民
舞
伝
習
館
で
独

鈷
囃
子
の
活
動
も
行
っ
て
い
ま
す
。

無
形
文
化
財
で
あ
る
独
鈷
囃
子
を

後
世
に
伝
え
る
た
め
に
は
、
子
供
た

ち
の
参
加
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
保
存

会
で
は
、
毎
年
、
地
域
を
問
わ
ず
小

さ
な
子
供
た
ち
を
受
け
入
れ
、
練
習

を
重
ね
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
子
供
た

ち
が
、
民
謡
も
始
め
る
こ
と
も
多
く
、

毎
年
の
よ
う
に
民
謡
全
国
コ
ン
ク
ー

ル
で
優
勝
す
る
子
供
た
ち
が
育
っ
て

い
ま
す
。

子
供
た
ち
に
は
、
民
謡
も
ま
た
地

域
の
文
化
と
し
て
、
伝
わ
っ
て
い
る

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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大日神社の伝説
伝説によれば、大日堂は第26代
継体
けいたい

天皇の勅願
ちょくがん

により西暦523年に
創建されたといわれています。か
つて名僧行基

ぎょうき

が１本の桂材で３体
の大日

だいにち

如来
にょらい

像を作り独鈷、小豆
あ ず き

沢
さわ

、
長牛
な ご し

の大日堂に安置したと言われ
ますが、現存するのは独鈷だけと
なりました。
ダンブリ長者物語は独鈷に生ま

れ育ったといわれるトク子から始
まり、３つの大日堂はこの物語の
舞台としてもつながっています。

浅利氏と大日神社
この地方が広く比内と称された

時代、浅利氏はこの地の領主でし
た。独鈷大日神社の立つ小高い台
地は、浅利氏が独鈷城を築いた地
であり、独鈷大日神社は浅利氏の
祈願所でもありました。

地域の人たちが待っていた山車の運行地域の人たちが待っていた山車の運行�

女の子たちは踊りの練習�

男の子たちは太鼓を練習�

地域の人たちが待っていた山車の運行�

今
年
は
、
保
存
会
に
保
育
園
児
か

ら
小
学
５
年
生
ま
で
12
人
の
新
人
が

入
り
ま
し
た
。
初
舞
台
に
向
け
て
、

元
気
い
っ
ぱ
い
練
習
し
て
い
る
皆
さ

ん
に
お
話
し
を
聞
い
て
み
ま
し
た
。

独
鈷
囃
子
は
、
難
し
い
？

・
難
し
く
な
い
よ
。
カ
ン
タ
ン
、
簡

単
で
〜
す
（
ホ
ン
ト
か
な
）。

練
習
は
楽
し
い
で
す
か
？

・
楽
し
〜
い
。
け
ど
、
怒
ら
れ
る
こ

と
も
あ
る
。
踊
る
の
が
楽
し
い
。

ど
ん
な
と
き
に
怒
ら
れ
る
の
？

・
ワ
オ
ー
と
か
言
う
と
怒
ら
れ
る
。

先
生
は
怖
い
で
す
か
？

・
踊
り
の
先
生
は
怖
く
な
い
。
太
鼓

の
先
生
は
怖
い
ー
。

い
つ
が
初
舞
台
？

大
丈
夫
？

・
11
月
６
日
、
文
化
祭
が
初
舞
台
で

ー
す
。
大
丈
夫
！

頑
張
る
か
ら
。

失
敗
す
る
か
も
ー
。

独
鈷
囃
子
の
ど
こ
が
好
き
？

・
太
鼓
ー
（
女
の
子
も
）、
踊
り
ー
、

唄
ー
（
バ
ラ
バ
ラ
）。

大
き
く
な
っ
て
も
、
続
け
ま
す
か
？

・
続
け
ま
ー
す
（
全
員
大
き
な
声
）。

男
の
子
た
ち
は
、
太
鼓
を
や
る
の
？

・
三
味
線
も
や
っ
て
み
た
い
け
ど
、

難
し
い
か
ら
。
ま
ず
は
太
鼓
を
ち

ゃ
ん
と
覚
え
て
、
将
来
は
や
っ
て

み
た
い
で
す
（
エ
ラ
イ
！
）。

（
お
母
さ
ん
に
）
子
供
た
ち
は
自
分
か

ら
進
ん
で
来
て
い
る
ん
で
す
か
？

・
子
供
た
ち
が
張
り
切
っ
て
来
る
の

で
、
引
っ
張
ら
れ
て
来
て
い
ま
す
。

・
衣
装
と
か
も
あ
る
の
で
大
変
だ
け

ど
、
楽
し
い
で
す
。

み
ん
な
近
所
の
か
た
で
す
か
？

・
独
鈷
周
辺
に
限
ら
ず
、
大
館
地
域

な
ど
、
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
来

て
い
ま
す
。

子
供
た
ち
は
、
先
生
や
先
輩
の
背

中
を
見
な
が
ら
、
と
っ
て
も
自
然
な

感
じ
で
練
習
し
て
い
ま
し
た
。

練
習
中
の
子
供
た
ち
か
ら
お
話
し
を
聞
い
て
み
ま
し
た

地域の人たちが待っていた山車の運行�
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女の子たちは踊りの練習�

地域の人たちが待っていた山車の運行�

女の子たちは踊りの練習�

男の子たちは太鼓を練習男の子たちは太鼓を練習�男の子たちは太鼓を練習�


