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（
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ま
の
み
こ
と
）

半纏の駒六紋鶴谷八幡宮入祭時の「百人踊り」

鶴谷八幡宮入祭

地域の人たちの憩いの場でもある諏訪神社

平成9年、境内に移転新築された「山車蔵」 福寿の井戸 諏訪神社拝殿 神社額

伝えられる六軒町の御囃子明治40年に撮影された六軒町の山車 （六軒町・辰野氏所蔵）

こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
、地
域
の
方
々
か
ら
の
聞
き
取
り
を
中
心
に
、さ
ま
ざ
ま
な
文
献
・
史
料
か
ら
の
情
報
を
加
え
て
編
集
し
て
い
ま
す
。内
容
等
に
つ
き
ま
し
て
ご
指
摘

や
ご
意
見
等
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、ぜ
ひ
ご
連
絡
い
た
だ
き
、ご
教
示
賜
り
た
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

諏
訪
神
社
の
創
建
は
、享
保
九
年（
一
七
二
四
）に
は
住
民
に

よ
り
諏
訪
講
が
作
ら
れ
た
記
録
が
あ
り
、そ
の
後
に
町
の
繁
栄

と
大
漁
、海
上
安
全
な
ど
の
諸
願
成
就
の
祈
願
を
こ
め
て
建
立
さ
れ
た
と
言
わ
れ

ま
す
。主
祭
神
は
父
神
が
大
国
主
神（
大
黒
様
）で
あ
る
建
御
名
方
神
で
、古
来
よ

り
氏
子
達
に
限
り
な
く
恵
み
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る「
水
と
狩
猟
・
農
耕
」の
神
と

し
て
、ま
た「
武
神
」と
し
て
も
崇
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

例
年
九
月
の
敬
老
の
日
直
前
の

土
・
日（
昔
は
九
月
十
四
日
・
十
五
日
）

に
執
り
行
わ
れ
て
い
る「
や
わ
た
ん

ま
ち（
安
房
国
司
祭
）」に
山
車
を
出

祭
し
ま
す
。「
や
わ
た
ん
ま
ち
」と
は

「
八
幡
の
祭
り
」が
訛
っ
た
言
い
方

で
、近
隣
町
村
十
の
神
社
よ
り
、安
房

総
社
と
し
て
の
鶴
谷
八
幡
宮
へ
神
輿

を
渡
御
さ
せ
る
大
祭
で
す
。

　

六
軒
町
の
山
車
出
祭
は
、祭
礼
を

取
り
仕
切
る
諏
方
神
社
奉
賛
会
を
筆

頭
に
祭
礼
委
員
会
が
組
織
さ
れ
、町

内
の
総
勢
三
百
人
以
上
の
人
た
ち
で

行
わ
れ
ま
す
。

　
「
や
わ
た
ん
ま
ち
」で
は
二
日
間
の

山
車
曳
き
回
し
が
行
わ
れ
ま
す
。二

日
間
と
も
午
前
中
は
、朝
早
く
か
ら

町
内
曳
き
回
し
が
行
わ
れ
、初
日
の

夕
刻
に
は
旧
北
条
村
村
社
で
あ
る
北

条
神
明
神
社
祭
典
に
出
祭
し
ま
す
。

　

二
日
目
の
午
前
中
に
は
数
年
前
か

ら
一
般
の
人
々
を
対
象
に
、山
車
曳
き

回
し
の
魅
力
を
味
わ
っ
て
も
ら
お
う

祭
神由

緒

や
わ
た
ん
ま
ち
出
祭

と「
お
祭
り
体
験
学
習
」と
い
う
時
間

を
設
け
て
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
二
日
目
の
午
後
、鶴
谷
八

幡
宮
へ
の
宮
入
が
行
わ
れ
ま
す
。六

軒
町
は
じ
め
北
条
地
区
の
山
車
、新

宿
の
御
船
は
昔
か
ら
こ
の
大
祭
へ
の

出
祭
を
許
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、そ

の
時
が「
や
わ
た
ん
ま
ち
」の
最
大
の

盛
り
上
が
り
を
見
せ
る
場
面
と
な
り
、

鶴
谷
八
幡
宮
境
内
は
立
錐
の
余
地
も

な
い
ほ
ど
の
賑
わ
い
を
み
せ
ま
す
。

　

六
軒
町
の
鶴
谷
八
幡
宮
へ
の
入
祭

は
、ま
ず
勢
い
を
つ
け
た
山
車
が
一

の
鳥
居
を
く
ぐ
っ
た
と
こ
ろ
で
ピ
タ

リ
と
止
ま
っ
て
か
ら
、子
ど
も
か
ら

大
人
ま
で
の
女
衆
に
よ
る「
百
人
踊

り
」が
行
わ
れ
ま
す
。こ
の
踊
り
は
、

祭
前
の
練
習
や
手
作
り
の
扇
な
ど
六

軒
町
女
衆
の
活
躍
に
よ
る
も
の
で
、

参
道
に
集
ま
っ
た
大
勢
の
見
物
人
た

ち
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
ま
す
。

　

そ
し
て
二
の
鳥
居
か
ら
鶴
谷
八
幡

宮
拝
殿
ま
で
は
六
軒
町
ら
し
い
小
気

味
良
く
力
強
い
お
囃
子

と
と
も
に
拝
殿
ま
で
一

気
に
つ
け
る
迫
力
あ
る

曳
き
回
し
が
最
大
の
見

せ
場
で
す
。

　

こ
の
と
き
、全
員
が

伝
統
の
駒
六
の
半
纏
を

し
っ
か
り
と
着
る
こ
と

や
、拝
殿
に
つ
け
た
後

に
み
ん
な
が
御
賽
銭
を

投
げ
入
れ
入
祭
を
祝
う

こ
と
な
ど
、六
軒
町
ら

し
い
こ
だ
わ
り
を
魅
せ

て
く
れ
ま
す
。

　

先
人
た
ち
が
築
い
た

伝
統
と
仕
来
り
を
守
り

な
が
ら
、遊
び
心
の
あ

る
人
た
ち
と
花
の
あ
る

山
車
が
相
ま
っ
て
、六
軒

町
ら
し
い
山
車
祭
が
執

り
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

諏
訪
神
社
は
地
域
の
人
々
か
ら

「
お
諏
訪
様
」と
呼
び
親
し
ま
れ
て

い
ま
す
。約
九
〇
〇
坪
の
境
内
は

悉
く
整
備
さ
れ
、春
に
は
桜
の
花

が
と
て
も
き
れ
い
な
地
区
民
の
憩

い
の
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。境
内

に
は
市
杵
島
神
社（
弁
財
天
）や
白

壁
蔵
造
り
の「
山
車
蔵
」、水
琴
窟

と
呼
ば
れ
る
神
秘
的
な
水
の
音
を

奏
で
る
カ
メ
を
応
用
し
た「
手
水

舎
」、お
諏
訪
様
の
お
い
し
い
水
が

頂
け
る「
福
寿
の
井
戸
」な
ど
が
あ

り
ま
す
。

●
例
祭
日 
： 

七
月
十
五
日

●
宮
司 
： 
酒
井
昌
義

●
社
紋 

： 
諏
訪
梶

●
本
殿 

： 

瓦
葺
神
明
造

●
拝
殿 

： 

瓦
葺

●
鳥
居 

： 

明
神
鳥
居

●
境
内
坪
数 

： 

約
九
〇
〇
坪


