
地
車「
だ
ん
じ
り
」

り
」
は
曳
行
の
時
に
だ
ん
じ
り
本
体

を
揺
ら
し
た
り
、
回
転
さ
せ
た
り
し

て
進
み
ま
す
が
「
下
だ
ん
じ
り
」
は

た
だ
た
だ
突
っ
走
る
こ
と
を
身
上
と

し
ま
す
。
大
阪
狭
山
で
は
今
熊
の
だ

ん
じ
り
だ
け
が「
下
だ
ん
じ
り
」で
す
。

　
今
回
こ
の
特
集
を
組
む
に
あ
た

り
、
各
地
区
の
だ
ん
じ
り
祭
代
表
の

方
々
か
ら
「
だ
ん
じ
り
」
に
対
す
る

思
い
等
を
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

一
番
わ
く
わ
く
す
る
時
は
？

○
祭
が
始
ま
り
曳
き
出
し
の
太
鼓
の

音
が
響
く
と
勇
気
が
湧
い
て
く

る
。
子
ど
も
の
頃
太
鼓
の
音
に
つ

ら
れ
て
親
に
抱
か
れ
見
に
行
っ
た

思
い
が
続
い
て
い
る
。

○
年
齢
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
ゆ
く
が
、

小
学
生
に
な
り
初
め
て
曳
き
綱
を

握
っ
た
時
、
ま
た
青
年
団
に
入
り

ハ
ッ
ピ
を
着
た
時
、
言
葉
に
出
来

な
い
喜
び
を
感
じ
た
。

最
も
充
実
感
を
覚
え
る
時
は
？

○
祭
が
終
わ
り
、
無
事
「
だ
ん
じ
り

小
屋
」
に
帰
り
着
き
、※
落
索
の

時
の
乾
杯
の
一
飲
に
無
事
故
で
終

わ
っ
た
安
堵
と
連
体
感
の
尊
さ
を

思
う
。

　
※
落
索
＝
後
宴
す
な
わ
ち
祭
の
後
の
慰
労
会

　
こ
れ
は
全
員
の
一
致
し
た
返
答
で

し
た
。

現
状
で
感
じ
る
問
題
点
は
？

○
全
体
的
に
い
え
る
こ
と
は
、
各
地

区
住
民
だ
け
で
は
曳
き
手
が
足
り

な
く
、
他
所
か
ら
応
援
を
余
儀

な
く
さ
れ
て
い
る
。

○
だ
ん
じ
り
祭
を
単
な
る
騒
ぎ
の
場

と
考
え
、
年
代
相
互
間
の
礼
儀

が
疎
か
に
な
っ
て
い
る
。

○
昔
か
ら
の
地
区
と
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン

地
区
で
の
だ
ん
じ
り
祭
に
対
す
る

受
け
止
め
方
の
違
い
。

　
等
に
つ
い
て
の
発
言
が
あ
り
、
共

同
社
会
の
中
で
の
「
個
」
と
「
連
帯
」

に
つ
い
て
様
々
な
考
え
方
が
課
題
と

な
っ
て
い
ま
す
。

最
後
に
「
皆
さ
ん
に
と
っ
て

　《
だ
ん
じ
り
》
と
は
…
」

○
地
域
が
持
つ
歴
史
の
再
確
認
を

し
、
そ
こ
に
集
う
人
を
新
し
く
変

化
さ
せ
る
媒
体
。

○
親
子
、
友
達
、
異
世
代
間
の
大

切
な
交
流
の
場
。

○
自
分
の
心
の
中
の
「
よ
り
ど
こ

ろ
」。「
S
O
U
L
」
と
も
云
う
べ

き
も
の
。

○
昔
か
ら
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
物
体

で
あ
り
物
心
共
の
財
産
。

○
だ
ん
じ
り
は
同
窓
会
。

○
一つ
の
目
的
に
向
か
っ
て
上
か
ら
下

ま
で
の
年
代
が
話
し
合
い
、
共
に

働
く
こ
と
の
出
来
る「
繋
ぎ
」の
場
。

○
宝
物

○
人
と
の
交
き
合
い
の
根
本
と
な
る

も
の
。

　
皆
さ
ん
等
し
く
「
心
の
よ
り
ど
こ

ろ
」
と
い
う
内
容
の
言
葉
が
返
っ
て

き
ま
し
た
。

　
最
後
に
は
𠮷
田
友
好
市
長
の
「
私

か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
（
11
月
）」
か
ら

の
市
長
の
言
葉
を
お
か
り
し
て
こ
の

稿
を
終
え
ま
す
。

　「
い
ざ
と
い
う
時
に
力
を
合
わ
せ
ら

れ
る
よ
う
、
各
地
域
で
の
防
災
訓
練

は
も
と
よ
り
、
地
車
ま
つ
り
や
盆
踊

り
、
文
化
祭
や
運
動
会
な
ど
、
地

区
会
や
自
治
会
な
ど
の
様
々
な
活
動

を
通
じ
て
、
人
と
人
と
の
つ
な
が
り

を
強
め
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
す
。」

ま
と
め

　
も
と
も
と
「
だ
ん
じ
り
」
の
起
り

と
は
そ
の
年
の
五
穀
豊
穣
を
神
に
感

謝
す
る
秋
祭
り
で
神
社
に
奉
納
す
る

行
事
で
、
今
の
言
葉
で
云
え
ば
村
人

こ
ぞ
っ
て
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
し
た
。

特集

松
谷 

湖
塔

2
0
1
4
年
秋
。

今
年
も
大
阪
の
南
部
、摂
・
河
・
泉
の
都
市
、

町
々
に「
だ
ん
じ
り
」祭
の
笛
・
太
鼓
・
鉦
の
音
と

若
人
た
ち
の
元
気
な
掛
声
が
充
ち
み
ち
ま
し
た
。

ん
じ
り
」
を
特
集
し
ま
す
。

　
大
阪
狭
山
市
に
は
連
合
会
に
所

属
し
て
い
る
だ
ん
じ
り
が
、
池
之
原
、

今
熊
、
大
野
、
隠
、
川
向
、
茱
萸

木
（
北
・
南
）、
狭
山
、
山
伏
、
山

本
の
9
地
区
で
10
台
あ
り
ま
す
。（
茱

萸
木
は
北
・
南
そ
れ
ぞ
れ
1
台
持

つ
）。
毎
年
10
月
初
旬
の
だ
ん
じ
り

祭
に
は
こ
の
10
台
が
町
中
を
練
る
の

で
す
が
、こ
こ
で
簡
単
に「
だ
ん
じ
り
」

を
解
説
し
ま
す
と
、
地
車
（
だ
ん
じ

り
）
は
、
神
社
の
祭
礼
で
用
い
ら
れ

る
屋
台
・「
山
車
」
の
一
種
。
主
に

関
西
地
方
で
多
く
見
ら
れ
、
大
小
2

つ
に
分
か
れ
た
独
特
の
破
風
屋
根
を

持
つ
曳
き
山
で
、
多
く
の
彫
刻
が
組

み
込
ま
れ
、
刺
繍
幕
や
金
の
綱
、
提

灯
や
ぼ
ん
ぼ
り
、
旗
・
幟
な
ど
の
装

飾
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
主
に
欅（
ケ

ヤ
キ
）
を
用
い
て
造
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
コ
マ
に
は
松
が
用
い
ら
れ
ま
す
。

金
具
の
装
飾
な
ど
以
外
に
は
釘
は
使

用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
宮
大
工
の
技
術

が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
な
お
地
車

を
「
だ
ん
じ
り
」
と
読
む
の
は
あ
く

ま
で
俗
な
呼
び
名
・
当
て
字
で
あ
り
、

地
車
の
本
来
の
読
み
方
は
「
じ
ぐ
る

ま
（
ぢ
ぐ
る
ま
）」
で
す
。
又
「
だ

ん
じ
り
」
に
は
「
上
だ
ん
じ
り
」「
下

だ
ん
じ
り
」の
2
つ
の
形
が
あ
り
、「
上

だ
ん
じ
り
」
に
は
住
吉
型
・
神
戸
型
・

堺
型
と
あ
り
、「
下
だ
ん
じ
り
」
は

岸
和
田
型
の
1
つ
だ
け
で
す
。

　
次
に
曳
き
方
で
す
が
「
上
だ
ん
じ

時
代
が
移
る
に
従
い
そ
の
精
神
は
残

る
も
実
体
は
変
っ
て
地
区
会
や
自
治

会
の
行
事
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し

秋
祭
り
の
日
に
、
老
若
男
女
子
ど

も
も
共
に
自
分
達
の
住
む
地
域
の

「
だ
ん
じ
り
」
を
曳
く
と
い
う
共
通

の
目
的
に
向
か
っ
て
行
動
し
て
ゆ
く

姿
は
、
昔
も
今
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。

技
術
革
新
を
中
心
と
し
た
現
代
文

明
の
進
む
中
で
失
わ
れ
て
い
く
異
世

代
間
の
人
と
人
と
の
交
流
が
、
こ
こ

で
は
保
た
れ
て
い
る
の
で
す
。

　「
だ
ん
じ
り
」
は
今
は
稀
薄
と
な
っ

た
家
族
や
隣
人
と
の
交
わ
り
を
、

又
世
代
間
遊
離
を
繋
ぎ
戻
す
媒
体

と
し
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い

る
の
で
す
。

　
大
阪
狭
山
市
も
10
月
11
日
、
12

日
の
2
日
間
に
亘
り
、
だ
ん
じ
り

が
町
中
を
勇
壮
に
又
華
や
か
に
曳

行
し
、
沿
道
の
歓
声
を
受
け
ま
し

た
。
そ
の
中
で
ひ
と
き
わ
誇
ら
し

気
に
胸
を
張
り
曳
き
廻
る
ピ
カ
ピ

カ
の
一
台
が
目
に
つ
き
ま
し
た
。
曳

き
手
の
背
に
は
麗
々
し
く
「
池
之

原
」
の
文
字
…
。
そ
れ
は
、
池
之

原
地
区
が
今
秋
新
調
し
た
念
願
の

だ
ん
じ
り
で
し
た
。
大
正
15
年

（
1
9
2
6
年
）
奈
良
県
大
和
高
田

村
か
ら
当
時
の
金
額
「
70
円
」
で

中
古
で
買
い
取
り
、
昨
年
ま
で
88
年

間
、
池
之
原
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
曳

き
続
け
て
き
た
以
前
の
だ
ん
じ
り

は
、
年
と
と
も
に
劣
化
し
随
時
に

部
分
改
修
を
行
い
ど
う
に
か
安
全

性
を
保
っ
て
き
た
の
で
す
が
、
最
近

は
特
に
全
体
の
老
朽
化
が
著
し
く

進
ん
で
き
て
い
ま
し
た
。
平
成
24
年

9
月
、
池
之
原
地
区
会
は
臨
時
総

会
で
意
を
決
し
、
だ
ん
じ
り
新
調

を
決
定
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
2

年
、
財
源
調
達
も
克
服
し
新
調
に

向
か
っ
て
地
区
住
民
は
総
力
を
あ
げ

て
努
力
し
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、

平
成
26
年
9
月
21
日
、
念
願
待
望

の
新
調
だ
ん
じ
り
が
完
成
。
入
魂

式
、
お
披
露
目
曳
行
を
終
え
て
の

初
登
場
で
し
た
。

　
そ
こ
で
A
G
U
A
今
季
号
は
、

こ
の
池
之
原
地
区
の
だ
ん
じ
り
新

調
を
祝
っ
て
大
阪
狭
山
市
の
「
だ

だ
ん
じ
り
が 
屋
根
を
こ
す
っ
て 

秋
祭
り

池之原地区 狭山地区

茱萸木地区（北）茱萸木地区（南）

隠地区川向地区

大野地区 今熊地区

山本地区 山伏地区

父
が
曳
き

今
年
は
二
人
の
兄
が
曳
く

小
さ
な
町
の
秋
の
お
祭
り

　
　
　
　
　
　
杉
本
ま
ゆ
み

大屋根小屋根池之原地区の新調地車（だんじり）

大
阪
狭
山
市
の

・
・
・
・
・

・
・

・

・
・
・

・
・
・

大阪狭山市
地車連合会
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