
あ
ら
い
祭
り
の
由
来

　
江
戸
時
代
末
期
、
中
村
檀
林
（
現
在

の
多
古
町
日
本
寺
）
へ
修
行
に
来
て
い

た
僧
が
、
山
田
村
の
農
家
に
一
夜
の
宿

を
頼
み
ま
し
た
。
家
の
主
人
は
喜
ん
で

僧
を
泊
め
て
も
て
な
し
、
村
の
子
ど
も

た
ち
が
健
康
に
育
た
な
い
こ
と
、
村
に

災
難
が
多
い
こ
と
を
話
し
ま
し
た
。
僧

は
「
神
社
に
参
拝
し
て
祭
礼
を
行
え
ば

よ
い
」
と
教
え
ま
し
た
。
そ
こ
で
主
人

は
皆
と
相
談
し
、
嘉
永
3
（
１
８
５
０
）

年
か
ら
祭
礼
を
始
め
ま
し
た
。
す
る
と

子
ど
も
は
元
気
に
育
つ
よ
う
に
な
り
、

村
を
襲
う
災
難
も
な
く
な
っ
て
繁
栄
す

る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

５
年
に
１
度
の
大
役

　
祭
礼
前
日
の
12
月
13
日
、
こ
の
年
の

当
番
で
あ
る
一
本
松
組
の
人
々
が
集
会

所
に
集
ま
り
祭
礼
の
準
備
を
し
ま
す
。

以
前
は
当
番
組
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
当

番
の
家
「
ヤ
ド
」
で
祭
事
を
行
っ
て
い

た
た
め
、
経
済
力
が
あ
り
家
も
大
き
く

な
け
れ
ば
ヤ
ド
を
受
け
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
そ
う
で
す
。

　
男
性
は
、
集
会
所
の
前
に
の
ぼ
り
を

立
て
ま
す
。「
当
番
が
回
っ
て
く
る
の

は
5
年
に
1
度
。
分
か
ら
な
い
こ
と
だ

ら
け
で
す
」
と
鈴
木
邦
男
さ
ん
は
準
備

の
手
を
止
め
て
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

女
性
は
祭
礼
当
日
の
食
事
の
仕
込
み
を

行
い
ま
す
。「
当
日
は
大
勢
の
人
が
食

その二．
　あらい祭り

芝
山
の祭
り

べ
に
く
る
か
ら
、
20
人
分
程
度
仕
込
み

ま
す
」
と
、
忙
し
そ
う
に
準
備
を
し
て

い
ま
す
。

ご
ち
そ
う
と
獅
子
舞

　
14
日
の
祭
礼
当
日
、
集
会
所
で
は
、

男
性
陣
は
座
敷
の
用
意
、
女
性
陣
は
料

理
の
準
備
に
余
念
が
あ
り
ま
せ
ん
。
午

前
11
時
を
過
ぎ
る
と
、
地
区
の
人
た
ち

が
ご
ち
そ
う
を
食
べ
に
や
っ
て
き
ま

す
。
出
さ
れ
る
料
理
は
、
白
和
え
や
煮

物
な
ど
、
昔
か
ら
引
き
継
が
れ
て
き
た

献
立
で
す
。
そ
こ
へ
突
然
獅
子
舞
が
座

敷
に
乱
入
。
ヒ
モ
ト
キ
と
十
五
祝
い
の

子
ど
も
の
頭
を
噛
ん
で
厄
落
と
し
を
し

ま
す
。「
以
前
は
お
囃
子
が
伝
わ
っ
て

い
ま
し
た
が
、
途
絶
え
て
し
ま
い
ま
し

た
。
20
年
位
前
に
復
活
さ
せ
よ
う
と
し

た
の
で
す
が
、
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
で

し
た
」
と
小
川
宏
治
さ
ん
が
説
明
し
て

く
れ
ま
し
た
。
お
い
し
い
料
理
と
獅
子

舞
で
話
も
盛
り
上
が
り
、
座
敷
に
い
る

皆
の
顔
か
ら
笑
顔
が
こ
ぼ
れ
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
に
よ
る
「
大
根
投
げ
」

　
食
事
が
終
わ
る
と
、
い
よ
い
よ
大
根

投
げ
の
時
間
。
神
主
や
役
員
は
一
本
松

集
会
所
か
ら
山
田
集
会
所
へ
向
か
い
ま

す
。
子
ど
も
た
ち
は
神
社
手
前
の
道
に

陣
取
り
、
大
根
を
手
に
し
て
準
備
万

端
。
大
根
を
投
げ
る
の
は
小
学
1
年
生

か
ら
中
学
3
年
生
ま
で
で
、
こ
の
日
ば

か
り
は
山
田
地
区
の
子
ど
も
た
ち
は
学

校
を
早
退
で
き
る
そ
う
で
す
。

祭
り

　子どもたちが神主に大根を投げつける――。そんな

不謹慎ともいえる祭りが、山田・一本松地区の鎮守・

大宮神社で続けられています。大根を投げることから

「大根祭り」とも呼ばれているこの祭りは、全国的に

も珍しく、「奇祭」と呼ばれています。

　今月号の広報は「あらい祭り」と芝山町各地で行わ

れている「オビシャ」の２本立てでお届けします。

　
し
ば
ら
く
す
る
と
、
ご
ざ
を
盾
に
し

て
神
主
一
行
が
神
社
へ
向
か
っ
て
や
っ

て
き
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
待
っ
て
ま

し
た
と
ば
か
り
に
、
大
根
を
力
い
っ
ぱ

い
投
げ
つ
け
ま
す
。
大
根
を
投
げ
る
意

味
は
よ
く
分
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
が
、
一
説
に
は
、
こ
の
地
で
起
き
た

合
戦
を
後
世
に
伝
え
、
地
域
の
安
泰
を

祈
る
た
め
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。「
奇

祭
」
を
一
目
見
よ
う
と
集
ま
っ
た
カ
メ

ラ
マ
ン
た
ち
も
、
子
ど
も
た
ち
が
大
根

を
投
げ
る
た
び
に
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
切
り

ま
す
。
神
主
一
行
は
大
根
の
集
中
砲
火

を
防
ぎ
つ
つ
、
脇
道
か
ら
神
社
へ
入
り

ま
す
。
す
る
と
、
境
内
に
建
て
ら
れ
た

「
や
ぐ
ら
」
に
火
が
付
け
ら
れ
ま
す
。
や

ぐ
ら
の
材
料
の
竹
が
燃
え
て
は
じ
け
る

音
が
と
ど
ろ
く
中
、
神
社
本
殿
で
は
神

主
の
祝
詞
の
声
が
響
き
、
祭
り
は
終
盤

を
迎
え
ま
す
。

　
今
年
の
あ
ら
い
祭
り
で
の
大
根
投
げ

が
最
後
と
い
う
小
川
真
慧
く
ん
（
中
3
）

は
語
り
ま
す
。「
小
学
校
1
年
生
の
時

か
ら
参
加
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は

大
人
と
し
て
祭
り
を
運
営
す
る
側
に
な

る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
伝
統
あ
る
祭

り
を
続
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
」。

　
あ
ら
い
祭
り
は
大
根
を
投
げ
る
子
ど

も
、
そ
れ
を
防
ぐ
神
主
や
役
員
、
ご
ち

そ
う
を
食
べ
に
く
る
地
区
の
人
々
、
皆

が
楽
し
げ
に
参
加
し
て
い
ま
す
。
祭
り

は
子
ど
も
や
ム
ラ
を
災
い
か
ら
守
り
、

参
加
す
る
人
々
が
笑
顔
で
喜
ぶ「
喜
祭
」

と
も
い
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

協
力
に
感
謝

　
祭
り
に
つ
い
て
は
何
も
分
か
ら
な

か
っ
た
の
で
、
祭
り
が
終
わ
り
ホ
ッ

と
し
て
い
ま
す
。
地
区
の
皆
さ
ん
の

協
力
が
な
け
れ
ば
大
役
を
無
事
に
果

た
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、

と
て
も
感
謝
し
て
い
ま
す
。
小
さ
い

地
区
な
の
で
、
皆
で
助
け
合
わ
な
い

と
祭
り
は
続
け
ら
れ
な
い
で
す
ね
。

地
区
全
体
で
取
り
組
ん
だ
の
で
、
よ

り
団
結
で
き
た
と
感
じ
ま
す
。

祭
り
の
将
来
に
不
安

　
昔
の
祭
り
は
子
ど
も
が
多
く
て
、

30
人
位
は
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。

中
学
3
年
生
が
親
方
に
な
っ
て
指
示

し
て
い
ま
し
た
。
今
で
は
七
五
三
や

十
五
祝
い
を
や
る
子
ど
も
も
い
な
い

し
、
こ
の
先
祭
り
が
続
け
ら
れ
な
い

ん
じ
ゃ
な
い
か
と
心
配
し
て
い
ま
す
。

7

19 18広報しばやま 2016. ３月号

ヤドの当主総代

岩内　直さん木内　平さん

1

2

4

6

13

5

①子どもたちは力いっぱい大根を投げつける
②火が付けられたやぐら
③今年は4人の子どもが大根を投げた
④ごちそうを食べると自然と笑顔に
⑤祭りで出される食事
⑥�獅子舞を舞うのは「シタド（来年の当番）」の
役目
⑦�大根投げの前に厳かに行われる当番の引き
継ぎ


