
ふ
る
さ
と
の
祭
り

～

八
並
不
動
様

八
並

占
部

善
鹿

八
並
公
民
館
横
の
脇
道
よ
り
、
東
方
の
山
門
に
向
か
っ

て
緩
や
か
な
坂
道
が
延
び
て
い
る
。
山
門
を
潜
る
と
一

転
、
急
勾
配
の
参
道
に
入
り
、
そ
の
突
き
あ
た
り
か
ら
,

石
段
６
０
段
を
登
る
と
小
高
い
丘
の
上
の
境
内
に
至
る
。

正
面
に
通
夜
堂
、
そ
の
裏
に
本
堂
が
あ
り
、
そ
の
右
手

に
小
さ
な
諸
堂
が
建
立
さ
れ
て
い
る
。

境
内
の
周
囲
に
鬱
蒼
と
茂
る
樹
林
の
中
に
は
樹
齢
百

年
を
超
え
る
椎
木
が
点
在
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、

手
水
舎
の
横
手
の
崖
の
ご
神
木
と
よ
ば
れ
て
い
る
も
の

は
、
幹
の
周
り
が
約
５
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
。

本
堂
に
は
本
尊
で
あ
る
不
動
明
王
の
座
像
（
木
造
、
座

高
４
５
ｃ
ｍ
）
が
安
置
さ
れ
て
お
り
「
八
並
不
動
様
」

と
い
う
呼
び
名
で
親
し
ま
れ
て
い
る
。
五
色
で
塗
ら
れ

た
本
尊
は
不
動
明
王
独
特
の
非
常
に
厳
し
い
、
恐
ろ
し

い
姿
を
し
て
お
り
、
憤
怒
相
（
ふ
ん
ぬ
そ
う
）
と
呼
ば

れ
る
険

し
い
顔

つ
き
で
、

紅
蓮
の

炎
を
背

負
い
、

右
手
に

は
剣
を

左
手
に

は
羂
索
（
け
ん
じ
ゃ
く
）
を
携
え
て
い
る
（
現
在
本
尊

の
塗
色
は
褪
せ
て
剝
げ
落
ち
た
部
分
が
多
く
、
左
右
の

剣
、
羂
索
は
虫
食
い
に
よ
っ
て
僅
か
に
跡
形
を
残
す
の

み
）
。
不
動
様
の
創
建
時
期
は
不
明
で
あ
り
、
山
号
、

院
号
、
寺
号
も
無
く
、
詳
し
い
資
料
も
無
い
が
「
筑
前

国
続
風
土
記
拾
遺
」
に
は
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

「
不
動
堂
古
田
に
あ
り
、
木
佛
な
り
。
昔
此
処
の
畑
の

岸
よ
り
、
穿
出
せ
り
。
昔
其
の
上
に
キ
セ
ン
庵
と
て
寺

あ
り
、
此
像
は
其
の
寺
の
本
尊
な
る
べ
し
と
い
ふ
。
庵

の
跡
に
は
古
墓
今
も
残
り
て
あ
り
」
と
。
ま
た
境
内
に

は
奉
納
寄
進
年
が
正
確
に
読
み
取
れ
る
。
最
も
古
い
石

造
り
の
常
夜
灯
が
あ
り
、
「
文
化
九

壬
甲
年
（
西
暦

一
八
一
二
年
）
」
と
い
う
文
字
列
を
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
に
基
づ
い
て
考
察
す
る
と
、

八
並
不
動
様
の
創
建
時
期
は
江
戸
時
代
後
期
か
と
推
測

さ
れ
る
。

２
月
２
８
日
大
祭
日
御
座

八
並
不
動
様
の
縁
日
は
毎
月
２
８
日
、
そ
の
う
ち
２

月
２
８
日
が
大
祭
日
で
あ
り
、
今
日
に
至
る
ま
で
大
祭

日
に
は
御
座
と
呼
ば
れ
る
祭
事
が
連
綿
と
執
り
行
わ
れ

て
来
た
。
そ
の
歴
史
は
１
０
０
年
以
上
に
遡
る
こ
と
が

で
き
る
。
日
頃
は
閑
散
と
し
た
境
内
も
、
こ
の
伝
統
祭

事
の
当
日
は
、
家
内
繁
盛
、
災
厄
除
け
を
願
う
信
者
た

ち
が
地
元
か
ら
も
遠
方
か
ら
も
押
し
寄
せ
て
大
勢
で
賑

わ
う
。
通
夜
堂
で
は
、
地
元
住
民
信
者
で
つ
く
る
保
存

会
の
人
が
ぜ
ん
ざ
い
を
振
る
舞
い
、
参
拝
者
た
ち
を
も

て
な
す
。

百
度
参
り

現
在
で
は
絶
え
て
い
る
が
、
戦
前
に
は
百
度
参
り
が

盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
。
百
度
参
り
は
願
い
を
叶
え
て

も
ら
お
う
と
、
神
仏
に
百
回
お
参
り
し
て
祈
願
す
る
こ

と
。
八
並
不
動
様
で
行
わ
れ
て
い
た
百
度
参
り
は
、
本

堂
か
ら
百
度
石
を
回
り
、
本
堂
ま
で
戻
る
こ
と
を
百
回

繰
り
返
す
．
そ
の
際
足
は
は
だ
し
で
回
数
を
間
違
え
な

い
方
法
と
し
て
、
前
述
の
神
木
（
椎
木
）
の
葉
っ
ぱ
を

百
枚
用
意
し
て
お
き
、
礼
拝
の
度
に
一
枚
を
本
堂
に
供

え
て
行
き
、
百
枚
目
供
え
た
と
こ
ろ
で
願
解
き
が
終
え

る
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
家
族
が
長
患
い
を
す
る
と

病
気
の
平
癒
を
願
っ
て
願
掛
け
の
礼
拝
を
し
て
病
気
が

治
っ
た
ら
願
解
き
の
礼
拝
を
す
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
一
人
で
百
枚
の
葉
っ
ぱ
を
持
ち
運
ぶ
こ
と
が

な
か
な
か
大
変
な
こ
と
も
あ
り
、
家
族
を
伴
っ
て
百
度

参
り
を
す
る
人
も
あ
っ
た
。
願
解
き
が
終
わ
れ
ば
、
不

動
様
に
祈
願
の
成
就
を
報
告
し
感
謝
の
気
持
ち
を
伝
え
、

通
夜
堂
で
家
族
等
と
共
に
弁
当
を
頂
く
仕
来
り
が
あ
っ

た
。

お
わ
り
に

八
並
不
動
様
は
、
許
斐
山
西
麓
の
高
台
に
あ
り
ま
す
。

森
に
包
ま
れ
た
境
内
は
静
か
で
す
。
街
の
喧
騒
か
ら
離

れ
て
、
こ
の
清
ら
か
な
空
気
の
中
を
歩
い
て
い
る
と
、

心
身
を
洗
わ
れ
る
よ
う
な
気
持
に
な
り
ま
す
。
是
非
一

度
参
拝
に
足
を
運
ん
で
く
だ
さ
い
。
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