
　
一
色
町
の
祭
り
と
い
え
ば
、
8
月

に
一
色
諏
訪
神
社
で
行
わ
れ
る
大
提

灯
ま
つ
り
が
思
い
浮
か
び
ま
す
が
、

ほ
か
に
も
祭
り
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。
今
回
は
そ
の
中
か
ら
特
色
の
あ

る
祭
り
行
事
を
、
神
社
と
併
せ
て
３

つ
紹
介
し
ま
す
。

　
赤
羽
に
あ
る
 若
 

に
ゃ
く

 一
 神
社
に
は
、

い
ち

 若
 

に
ゃ
く

 一
  王
  子
 、

い
ち
 
お
う
 
じ

 伊
  邪
  那
  美
  神
 、

い
 

ざ
 

な
 

み
の
 
み
こ
と

 速
  玉
  之
  男
 

は
や
 
た
ま
 
の
 
お
の

 神
 、

か
み

 事
  解
  之
  男
  神
 が
祭
ら
れ
て
い
ま

こ
と
 
さ
か
 
の
 
お
の
 
か
み

す
。
大
晦
日
の
午
後
　
時
　
分
。
初

１１

４５

詣
が
始
ま
る
前
に
、
赤
羽
 木
  遣
 太
鼓

き
 
や
り

保
存
会
の
皆
さ
ん
が
拝
殿
前
で
木
遣

の
音
頭
に
合
わ
せ
、
約
　
手
の
バ
レ

２０

ン
（
ま
と
い
）
を
振
り
、
勇
壮
な
奉
納

を
行
い
ま
す
。
そ
し
て
、
午
前

０
時
に
な
り
新
年
を
迎
え
る
と
、

打
ち
込
み
太
鼓
の
打
ち
始
め
を

合
図
に
初
詣
が
始
ま
り
ま
す
。

　
佐
久
島
に
あ
る
 八
  剱
 神
社
・

は
っ
 け
ん

神
明
社
合
殿
は
、
県
有
形
文
化

財
に
指
定
さ
れ
て
い
て
、
熱
田

 大
  神
 と

お
お
 
か
み

 天
 

あ
ま

 照
 

て
ら
す

 大
  神
 が
祭
ら
れ
て

お
お
 
か
み

い
ま
す
。
毎
年
１
月
８
日
に
は
、

市
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ

れ
て
い
る
八
剱
神
社
 八
  日
  講
 祭

よ
う
 
か
 
こ
う

が
行
わ
れ
ま
す
。
神
社
に
秘
伝

書
と
し
て
厳
重
に
保
管
さ
れ
て

い
る
『
 氷
  岐
  女
  鳴
  弦
  伝
 』
に
は

ひ
 

き
 

め
 
め
い
 
げ
ん
 で
ん

「
夫
、
氷
岐
女
は
神
代
の
遺
風

に
し
て
陽
神
を
増
長
し
陰
邪
を

退
散
し
、
己
を
直
し
人
を
正
し
、

妖
怪
を
避
け
障
擬

を
壤
い
手
に
弓
箭

を
執
り
術
は
虚
を

的
と
し
て
心
は
実

を
射
る
…
」
と
記

さ
れ
て
い
ま
す
。

八
日
講
祭
は
こ
れ

ら
の
形
を
取
り
入

れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
邪
悪
を
退
散

さ
せ
る
祭
り
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
神

衣
御
覧
の
儀
（
裃

を
捧
げ
て
拝
礼
）
、

歩
射
の
儀
（
弓
矢

を
拝
礼
し
て
拝
殿

か
ら
 鬼
  張
 

お
に
 は
り

 秡
 を
矢

ば
つ

で
射
る
）
な
ど
の

儀
式
が
行
わ
れ
ま
す
が
、
非
常
に
難

し
い
所
作
で
行
わ
れ
、
古
代
を
し
の

ば
せ
ま
す
。
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
、

「
鬼
」
と
書
か
れ
た
鬼
張
秡
（
八
角

形
の
た
こ
）
を
射
る
 鳴
  弦
 式
で
す
。

め
い
 
げ
ん

２
人
の
役
男
が
「
 天
  筆
  和
  合
  楽
 」「

て
ん
 
ぴ
つ
 
わ
 
ご
う
 
ら
く

 地
 
ち

 福
  開
  円
  満
 」
と
唱
え
た
後
に
、
弓
で

ふ
く
 
か
い
 
え
ん
 
ま
ん

矢
を
放
ち
ま
す
。
参
列
者
は
矢
で
射

ら
れ
た
鬼
張
秡
を
奪
い
合
い
、
骨
組

み
を
取
っ
て
家
に
持
ち
帰
り
、
年
中

の
災
難
除
け
と
し
ま
す
。

　
松
木
島
に
あ
る
松
木
島
八
幡
社
に

は
、
 誉
  田
 

ほ
ん
 
だ

 別
  尊
 が
祭
ら
れ
て
い
ま
す
。

わ
け
の
 
み
こ
と

７
月
の
雷
祭
り
と
、
　
月
の
秋
の
祭

１０

礼
で
は
、
御
神
楽
、
打
ち
込
み
太
鼓
、

ち
り
か
ら
 囃
  子
 、
獅
子
舞
な
ど
が
奉

ば
や
 
し

納
さ
れ
ま
す
。
中
で
も
、
ち
り
か
ら

囃
子
は
、
一
色
町
で
は
松
木
島
だ
け

の
伝
統
芸
能
で
す
。
つ
り
太
鼓
や
大

皮
太
鼓
、
笛
、
三
味
線
、
鼓
な
ど
の

音
頭
に
合
わ
せ
、
若
い
衆
が
身
振
り

手
振
り
を
付
け
て
、
面
白
く
太
鼓
を

打
ち
鳴
ら
し
ま
す
。
公
民
館
な
ど
の

催
し
で
も
披
露
さ
れ
、
松
木
島
ち
り

か
ら
囃
子
保
存
会
が
守
り
伝
え
て
い

ま
す
。
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赤羽木遣太鼓保存会の木遣と打ち込み太鼓

毎年１月８日に佐久島で行われる八日講祭（上段）
松木島ちりから囃子保存会によるちりから囃子（下段）

未
来
へ
受
け
継
ぎ
た
い
一
色
の
祭
り
行
事


