
伝
統 
地
蔵
出
し 

  

あ
さ
ぎ
り
町
に
は
、
結
婚
式
の
披
露
宴
時

　
　
　
　
に
独
特
の
踊
り
の
出
し
物
が
あ
り

ま
す
。「
地
蔵
出
し
」と
よ
ば
れ
、お
地
蔵
様
を
担

い
だ
7
〜
8
名
が
行
列
を
作
り
、ユ
ー
モ
ラ
ス

な
動
き
と
共
に
、披
露
宴
の
座
を
廻
る
も
の
で
す
。 

　「
地
蔵
出
し
」の
由
来
は
、明
治
か
ら
大
正
時
代

に
遡
り
ま
す
。旧
深
田
村
・
鷺
巣(

さ
ぎ
す
）地
区

に
あ
っ
た
銅
山
で
働
く
工
夫
が
、結
婚
式
の
酒
肴

に
あ
り
つ
く
た
め
の
余
興
と
し
て
、地
区
に
祀
ら

れ
て
い
る
お
地
蔵
様
を
担
ぎ
出
し
た
こ
と
に
端

を
発
し
ま
す
。 

地
区
の
住
民
も
、
安
寧
の
象
徴
の
お
地
蔵
様
を

祝
儀
の
席
に
お
迎
え
す
る
こ
と
に
意
義
を
唱
え

る
者
も
な
く
、何
よ
り
賑
や
か
で
場
を
盛
上
げ
る

踊
り
は
歓
迎
さ
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。ま
た
、じ
っ

く
り
と
腰
を
落
ち
着
か
せ
る
お
地
蔵
様
に
あ
や

か
る
と
い
う
願
い
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

　
に
ぎ
や
か
に
仮
装
し
て
、お
地
蔵
様
を
担
い

だ
一
行
は
、箕（
て
み
）、一
升
枡（
い
っ
し
ょ
う
ま

す
）、行
灯
を
持
ち
、蒸
篭（
せ
い
ろ
）を
背
負
い

座
を
廻
り
ま
す
。こ
れ
は
、「
一
生（
一
升
）安
堵（
行

灯
）せ
ろ
＝
し
よ
う（
蒸
篭
）」と
い
う
意
味
で
、

人
生
の
門
出
に
立
つ
二
人
の
決
意
と
願
い
が
込

め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

そ
し
て
披
露
宴
が
終
わ
る
と
、
新
郎
新
婦
二

人
で
お
地
蔵
様
を
元
の
場
所
に
返
し
に
行
き
ま

す
。そ
の
時
、頭
巾
と
胸
当
て
を
着
せ
、お
供
え

物
を
添
え
て
子
宝
の
祈
願
を
行
い
ま
す
。 

地蔵さんを担いで登場です。 



水仙 
(３月～４月)

花のあるまち 

ひ
と
ん
ぎ 

も
ぐ
ら
打
ち 

あ さ ぎ り 町  
町勢要覧 2004

家
を
建
て
る
時
上
棟
式（
じ
ょ
う
と
う

　
し
き
）を
行
い
ま
す
が
、球
磨
郡
で
は

こ
の
棟
上（
む
ね
あ
げ
）の
際
、屋
根
の
上
か
ら

行
う
餅
投
げ
を「
ひ
と
ん
ぎ
」（
地
域
に
よ
っ
て
は

「
し
と
ん
ぎ
」）と
呼
び
ま
す
。神
前
に
供
え
る
米

の
粉
で
作
っ
た
餅「
し
と
ぎ
」が
、「
ひ
と
ん
ぎ
」に

な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

餅
投
げ
自
体
は
全
国
的
な
行
事
で
す
が
、
最

近
で
は
大
手
ハ
ウ
ス
メ
ー
カ
ー
の
進
出
に
よ
り

都
会
で
は
あ
ま
り
見
か
け
な
い
光
景
と
な
っ
て

い
る
よ
う
で
す
。 

　
球
磨
郡
で
は
ほ
と
ん
ど
の
新
築
工
事
の
際
に
、

こ
の
餅
投
げ
が
行
わ
れ
ま
す
。
餅
の
ほ
か
、
お

菓
子
や
生
活
小
物
、
お
金
等
を
屋
根
の
上
か
ら
、

お
祝
い
に
駆
け
つ
け
て
く
れ
た
人
た
ち
に
向
か
っ

て
撒
き
ま
す
。 

 

「
お
蔭
様
で
・
・
」
と
い
う
精
神
が
、
神
様

に
お
供
え
し
た
も
の
を
み
ん
な
で
分
け
合
い
、

地
域
の
人
た
ち
と
一
緒
に
祝
う
行
為
に
つ
な
が

り
「
ひ
と
ん
ぎ
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

子
供
が
主
役
の
行
事
で
あ
る
「
も
ぐ
ら

　
打
ち
」
は
、
農
作
物
を
荒
ら
す
有
害

動
物
の
も
ぐ
ら
を
、
土
中
か
ら
追
い
出
し
豊
作

を
願
う
行
事
と
し
て
、
九
州
の
広
い
地
域
で
行

わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
球
磨
郡
で
は
子
ど
も
会

の
年
中
行
事
と
し
て
残
さ
れ
て
い
ま
す
。 

　
１
月
13
日
の
夜
に
子
供
た
ち
が
集
ま
っ
て
、

棒
の
先
に
藁（
わ
ら
）を
巻
い
た
叩
き
棒
を
持
ち
、

近
隣
の
家
庭
を
回
っ
て
地
面
を
叩
き
ま
す
。
も

ぐ
ら
を
追
い
出
し
た
お
礼
と
し
て
お
菓
子
や
お

金
を
貰
う
と
い
っ
た
も
の
で
す
。
地
面
を
叩
き

な
が
ら
子
供
た
ち
は
、
独
特
の
節
回
し
の
か
け

声
と
も
と
れ
る
歌
を
歌
い
ま
す
。
歌
の
内
容
は

地
区
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
、
寒
い
冬
の
夜

空
に
子
供
た
ち
の
歌
が
響
き
渡
り
ま
す
。 

免田地区 



久鹿太鼓踊り 

庄屋臼太鼓踊り 

し
ゅ
ん
な
め
じ
ょ 

臼
太
鼓
踊
り 

五
穀
豊
穣
（
ご
こ
く
ほ
う
じ
ょ
う
）
を

　
願
っ
て
作
ら
れ
る「
し
ゅ
ん
な
め
じ
ょ
」

は
、
木
と
紙
で
で
き
た
人
形
で
、
小
正
月
の
伝

統
行
事
と
し
て
戦
前
は
球
磨
郡
の
広
い
地
域
で

作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
一
部
の
地
域
の

人
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
は
い
ま
し
た
が
、
近
年
、

伝
統
行
事
を
見
直
す
風
潮
に
よ
り
、
保
育
所
の

行
事
な
ど
で
作
ら
れ
復
活
の
兆
し
が
見
え
ま
す
。 

 
１
月
14
日
の
夜
に
「
し
ゅ
ん
な
め
じ
ょ
」

と
一
緒
に
、「
あ
わ
ん
ぼ
（
粟
穂
）」、「
ま
ゆ
（
柳

餅
）」、「
め
ー
だ
ご
」、「
餅
担
い
猿
（
や
じ
ろ

べ
え
）」
も
作
ら
れ
、
翌
15
日
の
朝
、
籾
俵
（
も

み
だ
わ
ら
）
に
刺
し
て
祀
ら
れ
ま
す
。
18
日
の

朝
、
屋
敷
の
隅
に
祀
っ
て
あ
る
荒
神
さ
ん
に
納

め
ら
れ
、
一
連
の
行
事
が
終
了
し
ま
す
。 

 

「
ま
ゆ
」
が
食
べ
ら
れ
る
太
郎
朔
日
（
２
月

１
日
）
ま
で
に
、
柳
の
枝
か
ら
餅
が
落
ち
る
と

日
照
り
、
残
っ
て
い
る
と
雨
が
多
い
と
い
わ
れ

ま
し
た
。 

  

町
内
に
は
多
く
の
地
区
で
臼
太
鼓
踊

　
り
が
保
存
継
承
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
踊
り
の
由
来
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
源
平
合
戦
を
表
現
し
て
い
る
と
も
言
わ

れ
、
江
戸
時
代
に
各
地
区
の
踊
り
手
た
ち
が

藩
主
の
前
で
踊
り
を
披
露
し
た
た
め
、
互
い

に
競
い
合
い
練
磨
し
頂
点
を
迎
え
ま
し
た
。

つ
ま
り
こ
の
時
期
に
形
成
さ
れ
た
踊
り
の
骨

格
が
今
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
す
。 


