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高山　四十九所神社の流鏑馬
　
大
隅
半
島（
お
お
す
み
は
ん

と
う
）の
代
表
的
な
伝
統
を
守

る
お
祭
り
の
ひ
と
つ
に
流
鏑
馬（

や
ぶ
さ
め
）が
あ
る
。　
疾
走
す

る
馬
上
か
ら
的
に
鏑
矢（
か
ぶ

ら
や
）を
射
る
、日
本
の
伝
統

的
な
騎
射
の
技
術
・
稽
古
・
儀

式
の
こ
と
を
言
い
、現
在
で
は
、

肝
付
町
の
高
山
四
十
九
所
神

社
の
流
鏑
馬（
肝
属
郡
肝
付
町

新
富
四
十
九
所
神
社
）と
末
吉

町
住
吉
神
社
の
流
鏑
馬（
曽
於

市
末
吉
町
二
之
方
住
吉
）で
行

わ
れ
て
い
る
。

10月第3日曜日

　
狩
衣
装
束
に
あ
や
い
笠
を
身
に
ま
と

い
、弓
受
け
の
儀
に
よ
り
神
の
使
い
と

な
っ
た
射
手
は
神
馬
と
と
も
に
馬
場
を

疾
走
し
ま
す
。

　
約
330
メ
ー
ト
ル
の
馬
場
を
3
回
駆
け

抜
け
な
が
ら
、合
計
9
本
の
矢
を
放
ち

ま
す
。

　
引
手
の
か
け
声
と
共
に
駆
け
出
し
、

矢
が
的
に
命
中
し
た
音
と
馬
の
疾
走
す

る
足
音
が
共
鳴
し
た
瞬
間
、神
社
の
杜

に
大
き
な
歓
声
が
響
き
ま
す
。

　
全
国
的
に
成
人
の
射
手
が
多
い
流
鏑

馬
で
す
が
、肝
付
町
で
行
わ
れ
る
流
鏑

馬
の
射
手
は
中
学
生
が
務
め
、毎
年
変

わ
り
ま
す
。

　
流
鏑
馬
は
鎌
倉
時
代
に
始
ま
り
、国

家
安
泰
、五
穀
豊
饒
、悪
疫
退
散
を
祈

願
す
る
年
占
い
で
、今
も
こ
の
願
は
こ
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
日
本
に
お
け
る
流
鏑
馬
の
起
源
は
、

白
河
天
皇
の
御
代
、永
長
元
年

（
1
0
9
6
年
）に
始
め
た
と
記
録
に
あ

り
、鎌
倉
初
期
の
保
元
平
治
物
語
の
中

に
も
流
鏑
馬
の
こ
と
が
出
て
い
ま
す
。

　
四
十
九
所
神
社
を
創
建
し
た
伴
兼
行

の
孫
、伴
兼
貞
が
長
元
9
年

（
1
0
3
6
年
）に
肝
付
郡
の
弁
済
使
に

な
っ
て
い
ま
す
が
、高
山
で
流
鏑
馬
が
始

ま
っ
た
の
は
そ
れ
か
ら
100
年
位
後
に
な
る

よ
う
で
、900
年
近
い
歴
史
が
あ
る
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
流
鏑
馬
の
期
日
は
、昔
は
10
月
19
日

の
四
十
九
所
神
社
大
祭
日
で
し
た
が
、

現
在
は
10
月
第
3
日
曜
日
に
行
わ
れ
て

い
ま
す
。

肝付町高山

平成22年 The湾岸フォトコン「一矢入魂」

平成22年 The湾岸フォトコン
「高山の流鏑馬」

無形民俗文化財
　
今
回
は
、鹿
児
島
県
の
太

平
洋
湾
岸
に
残
る
伝
統
的

な
お
祭
り
を
と
り
あ
げ
て
み

た
。　
鹿
児
島
市
を
中
心

と
す
る
薩
摩
半
島
各
地
に

残
る
六
月
灯（
ろ
っ
が
っ
ど

う
）は
、こ
の
地
で
は
あ
ま
り

見
ら
れ
な
い
が
、鹿
児
島
県

南
部
の
奄
美
地
方
に
も
残

る
八
月
踊
り
が
継
承
さ
れ
て

い
る
。肝
属
川
流
域
で
は
、

集
落
単
位
で
各
地
で
棒
踊

り
、鎌
踊
り
が
続
い
て
い
る
。

鹿
児
島
県
内
で
は
３
ケ
所

に
残
る
流
鏑
馬
な
ど
ル
ー
ツ

を
探
し
て
旅
に
出
る
の
も

面
白
い
。

　
着
目
し
て
み
た
い
の
が
衣

装
で
あ
る
。い
つ
も
見
る
地

域
の
祭
り
に
な
る
と
、ご
く

自
然
で
当
り
前
な
の
だ
が
、

他
の
地
域
や
他
の
国
と
比

べ
る
と
特
色
が
あ
る
こ
と
に

気
付
く
。

　
大
隅
半
島
の
歴
史
は
古

く
黒
潮
と
い
う
潮
流
に
よ
っ

て
古
く
は
交
通
の
ア
ク
セ
ス

も
非
常
に
よ
く
、交
易
な
ど

で
栄
え
て
い
た
。伝
統
文
化

芸
能
と
い
う
痕
跡
を
た
ど
っ

て
、そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
考
証

を
す
る
の
も
祭
り
を
見
る

楽
し
み
に
も
な
り
ま
す
。

　
お
祭
り
種
類
の
分
布
図

を
作
っ
て
み
る
の
も
楽
し
そ

う
で
す
。　
　（
ほ
り
）

　
荒
佐
祭
り
は
、大
崎
町
野
方
の
荒
佐

に
あ
る
照
日
神
社
の
春
祭
り
と
し
て
、

毎
年
３
月
第
二
日
曜
日
に
例
祭
が
行
わ

れ
る
。荒
佐
祭
り（
照
日
神
社
春
祭
り
）

は
昔
か
ら
曽
於
郡
三
大
祭
り
と
し
て
歴

史
と
伝
統
あ
る
祭
り
で
、縁
結
び
の
神

様
と
し
て
も
親
し
ま
れ
て
い
る
。神
社
境

内
で
は
恒
例
の
神
舞
奉
納
・
演
芸
大
会
・

剣
道
大
会
が
開
催
さ
れ
、町
内
外
か
ら

の
た
く
さ
ん
の
人
出
で
に
ぎ
わ
う
。

　
荒
佐
祭
り
の
特
色
の
ひ
と
つ
に
伝
統

芸
能
の
神
舞
奉
納
が
あ
る
。神
舞
保
存

会
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
、２
０
０
９
年

の
春
祭
り
で
は
67
年
ぶ
り
に「
浦
安
の

舞
」が
復
活
し
た
。照
日
神
社
の
神
舞

は
、同
町
仮
宿
に
あ
る
都
万
神
社
の
神

舞
を
受
け
継
ぎ
、明
治
26
年
２
月
５
日

に
初
め
て
照
日
神
社
で
踊
ら
れ
た
と
い

う
。神
舞
に
は「
小
鬼
神
の
一
人
舞
」、

「
地
割（
ぢ
わ
り
）舞（
弓
舞
）」、「
矢
立

（
や
た
て
）」、「
矢
抜（
や
ぬ
き
）」、「
四
人

鬼
神
」、「
杵
舞（
き
ね
ま
い
）」、「
田
之

神
」な
ど
19
の
舞
が
あ
り
、「
照
日
神
社

神
舞
保
存
会
」に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
い

る
。

曽於郡大崎町

平成23年 The湾岸フォトコン
「春の祭り」

３月第２日曜日

荒佐祭り
（照日神社春祭り）

11月23日

　「
蓬
原
熊
野
神
社
の
神
舞
」の
歴
史

は
古
く
、江
戸
時
代
初
期
な
い
し
は
そ
れ

以
前(

4
0
0
年
前
）か
ら
伝
わ
り
現
在

に
至
っ
て
お
り
ま
す
。

　
昭
和
46
年
当
時
の
青
年
団
を
中
心

に
、本
神
舞
を
故
西
山
太
吉
氏
の
指
導

の
も
と
、全
段
復
活
し
昭
和
54
年
に
は

鹿
児
島
県
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
に

指
定
さ
れ
ま
し
た
。今
は
毎
年
11
月
23

日
に
熊
野
神
社
に
舞
を
奉
納
し
て
い
ま

す
。

　
42
段
の
神
舞
の
中
か
ら「
四
人
鬼
神

舞
」(

よ
っ
た
い
き
じ
ん
ま
い)

と「
剣
神
師

舞
」(

12
人
つ
る
ぎ
ま
い)

を
ご
紹
介
し
ま

す
。

　
四
人
鬼
神
舞
は
、東
方
・
南
方
・
西
方
・

北
方
の
4
人
の
鬼
神
が
一つ
の
鉾(

ほ
こ)

を
争
う
舞
で
す
。東
方
が
白
、南
方
が

赤
、西
方
が
黄
色
、北
方
が
青
で
、古
く

か
ら
神
社
に
伝
わ
る
舞
衣(

め
ぎ
ん)

を

ま
と
っ
て
の
荘
厳
な
舞
で
す
。道
具
は
、

葉
う
ち
わ
・
棒
・
鉾
で
す
。

　
剣
神
師
舞
は
、全
員
が
剣
と
鈴
を
も

ち
、中
央(

ち
ほ
う)

と
立
ち
分
か
れ
て
す

る
舞
で
、あ
る
時
は
厳
か
に
そ
し
て
激
し

く
舞
う
舞
で
す
。

蓬原熊野神社の神舞
志布志市有明町蓬原

無形民俗文化財

写真提供：志布志市



　
お
釈
迦
様
の
誕
生
日
と
さ
れ
る
４
月

８
日
を
祝
う
行
事
で
、奈
良
時
代
に
建

立
と
伝
え
ら
れ
、観
音
様
を
祀
る
宝
満

寺
を
中
心
に
お
祭
り
が
開
催
さ
れ
ま

す
。「
４
月
８
日（
し
が
つ
よ
う
か
）」が
な

ま
り「
し
が
っ
じ
ょ
か
」と
呼
ば
れ
親
し
ま

れ
て
お
り
、鹿
児
島
県
三
大
祭
り
に
数
え

ら
れ
る
。　
古
く
は
江
戸
時
代
か
ら
盛

大
に
祝
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
、現
在
は
４

月
29
日
の
み
ど
り
の
日
に
行
わ
れ
て
い
ま

す
。

　
宝
満
寺
は
安
産
に
御
利
益
が
あ
る
こ

と
か
ら
、花
嫁
を
馬
の
背
に
乗
せ
花
婿
が

手
綱
を
ひ
く
シ
ャ
ン
シ
ャ
ン
馬
行
列
や
籠

に
担
が
れ
た
稚
児
行
列（
籠
に
乗
せ
ら
れ

た
幼
児
）、武
者
行
列
な
ど
が
町
中
を
パ

レ
ー
ド
し
、盛
大
に
行
わ
れ
ま
す
。　
宝

満
寺
は「
律
宗
秘
山
密
教
院
宝
満
寺
」

と
称
し
、奈
良
時
代
の
神
亀
年
間
に
聖

武
天
皇
が
皇
国
鎮
護
の
た
め
に
創
建
さ

れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、正
和
５
年

（
１
３
１
６
年
）信
仙
上
人
が
再
建
し
、

本
山
の
奈
良
西
大
寺
か
ら
運
慶
作
の
如

意
輪
観
音
像
を
移
し
本
尊
と
し
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。廃
仏
毀
釈
で
壊
さ
れ
た

後
お
寺
は
途
絶
え
て
い
ま
し
た
が
、昭
和

10
年
に
旧
宝
満
寺
境
内
に
現
在
の
観
音

堂
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

お釈迦祭り 志布志市志布志町

　
毎
年
、８
月
第
４
金
・
土
曜
日
に
か
け

て
都
井
岬
で
行
わ
れ
る
火
祭
り
は
、串

間
市
最
大
の
お
祭
り
、ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な

炎
の
乱
舞
が
夜
空
を
焦
が
す
ク
ラ
イ
マ
ッ

ク
ス
は
、息
を
飲
む
迫
力
で
す
。

　
古
く
か
ら「
十
五
夜
柱
祭
り
」と
し
て

親
し
ま
れ
て
き
た
こ
の
祭
り
は
、昔
、

人
々
を
苦
し
め
て
き
た
大
蛇
を
衛
徳
坊

（
え
い
と
く
ぼ
う
）と
い
う
お
坊
さ
ん
が
火

攻
め
で
退
治
し
た
と
い
う
伝
説
を
再
現

し
た
も
の
。高
さ
30
メ
ー
ト
ル
の
柱
松
を

大
蛇
に
見
立
て
、て
っ
ぺ
ん
に
は
大
蛇
の

口
を
藁
で
表
現
し
、そ
れ
に
め
が
け
て

都井岬の火祭り

　
　
毎
年
１
月
７
日
、曽
於
市
末
吉
町

の
熊
野
神
社
で「
鬼
追
い
」が
行
わ
れ
ま

す
。

　
こ
の
鬼
は
、招
福
除
災（
し
ょ
う
ふ
く

じ
ょ
さ
い
）の
善
鬼
と
さ
れ
、
25

歳
の
厄
男
が
鬼
と
な
っ
て
、無
数
の
御
幣

を
身
に
纏
っ
た
鬼
と（
付
添
い
役
）が
縦

横
無
尽
に
駆
け
巡
り
ま
す
。鬼
が
暴
れ

れ
ば
暴
れ
る
ほ
ど
そ
の
年
は
五
穀
豊
穣
、

無
病
息
災
に
な
る
と
言
い
伝
え
ら
れ
て

い
る
伝
統
行
事
。　
鬼
の
御
幣
を
ち
ぎ

り
取
れ
ば
1
年
健
康
で
あ
る
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

　「
鬼
追
い
」は
、年
頭
に
五
穀
豊
穣
と

天
下
泰
平
を
祈
願
す
る
伝
統
行
事
の
修

正
会（
し
ゅ
し
ょ
う
え
）を
起
源
と
す
る

祭
り
で
、1
2
5
0
年
来
の
伝
統
を
持

つ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
元
々
、熊
野
神
社
の
近
所
に

あ
っ
た
光
明
寺
と
い
う
寺
院
で
行
わ
れ

て
い
た
も
の
が
、明
治
維
新
後
の
廃
仏
毀

釈（
は
い
ぶ
つ
き
し
ゃ
く
）で
寺
院
が
廃
止

さ
れ
た
た
め
、熊
野
神
社
に
引
き
継
が
れ

た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。

　*

修
正
会（
し
ゅ
し
ょ
う
え
）と
は
、仏

教
寺
院
で
毎
年
1
月
に
行
わ
れ
る
法
会

。前
年
を
反
省
し
て
悪
を
正
し
、新
年
の

国
家
安
泰
、五
穀
豊
穣
な
ど
を
祈
願
す

る
も
の
で
あ
る
。期
間
は
基
本
的
に
7

日
間
で
あ
る
が
、寺
院
な
ど
に
よ
っ
て
期

間
が
異
な
る
。追
儺
式
と
し
て
鬼
追
式

な
ど
が
行
わ
れ
る
。

曽於市末吉町深川

　
内
之
浦
地
区
市
街
地
の
下
浜
で
、毎

年
１
月
７
日
に
行
わ
れ
る
鬼
火
焚
き
の

祭
で
す
。

　
ド
ヤ
ド
ヤ
の
語
源
は
不
明
で
す
が
、俳

句
新
年
の
季
題
に「
ど
ん
ど
焼
き
」「
ど

ん
ど
正
月
」な
ど
が
あ
り
新
年
の
飾
り

類
を
焚
い
て
、そ
の
ほ
て
り
で
新
し
い
年

の
悪
事
災
難
を
払
う
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。

　
ド
ヤ
ド
ヤ
サ
ー
は
、孟
宗
竹
を
束
ね
て

立
て
た
先
端
に
、日
の
丸
の
扇
子
や
、５

色
の
布
、折
り
紙
な
ど
を
飾
り
、干
支
に

な
ぞ
っ
た
１２
本
の
縄
尻
を
、生
ま
れ
月
ご

と
に
子
供
達
が
持
ち
ま
す
。

勢
い
よ
く
燃
え
上
が
る
火
柱
で
、青
竹
が

は
じ
け
る
と「
オ
ー
」と
子
供
達
は
一
斉
に

歓
声
を
あ
げ
ま
す
。竹
柱
が
燃
え
尽
き

て
倒
れ
る
と
、飾
り
や
竹
笹
は
魔
除
け

に
、孟
宗
竹
は
輪
切
り
に
し
て
貯
金
箱
に

す
る
習
わ
し
が
あ
り
ま
す
。

　
現
在
で
は
、七
草
祝
い
の
子
供
も
一
緒

に
お
は
ら
い
を
し
て
、縄
の
先
端
を
持
ち

ま
す
。

ドヤドヤサー　鬼火たき
肝属郡肝付町内之浦

4月29日
みどりの日

１月７日

無形民俗文化財

１月７日

写真提供：曽於市

写真提供：曽於市

「
と
ん
と
こ
と
っ
て
〜
え
い
と
く
ぼ
う
〜

（
と
う
と
う
討
ち
取
っ
た
衛
徳
坊
）」の

掛
け
声
で
松
明
を
投
げ
入
れ
ま
す
。

　
暗
闇
の
中
で
放
物
線
を
描
き
、投
げ

上
げ
ら
れ
た
松
明
が
見
事
柱
松
に
命
中

す
る
と
、激
し
く
炎
が
上
が
り
、祭
り
は

最
高
潮
と
な
る
。火
花
が
吹
き
出
す
様

子
は
、大
蛇
が
退
治
さ
れ
た
時
に「
火
炎

の
よ
う
な
血
潮
を
吹
き
出
し
た
」と
い
う

伝
説
に
ち
な
ん
だ
も
の
。２
日
間
に
わ
た

り
多
く
の
見
物
客
が
、豪
快
な
火
祭
り

に
酔
う
。 8月第4金曜・土曜日

串間市都井岬

写真提供：串間市観光協会

平成23年 The湾岸フォトコン
「馬上の花嫁たち」

鬼追い
末吉町熊野神社の

写真提供：肝付町

　
毎
年（
新
暦
）、
11
月
３
日
午
前
２
時

に
，弥
五
郎
ど
ん
起
こ
し
の
行
事
が
始
ま

り
ま
す
。起
こ
し
太
鼓
を
打
ち
な
が
ら

神
社
周
辺
を
廻
っ
て
神
事
が
行
わ
れ
、

午
前
３
時
頃
、弥
五
郎
ど
ん
の
組
み
立

て
を
始
め
ま
す
。本
体
に
は
竹
籠
で
25

反
も
あ
る
梅
染
め
の
木
綿
の
単
衣
を
着

せ
て
、午
前
５
時
頃
、弥
五
郎
ど
ん
起
こ

し
の
太
鼓
が
鳴
り
響
く
中
で
、弥
五
郎

ど
ん
を
四
輪
の
台
車
に
立
て
ま
す
。高
さ

は
４
．８
５
メ
ー
ト
ル
で
す
。午
後
１
時
浜

下
り
と
な
り
、子
供
た
ち
に
引
か
れ
た
弥

五
郎
ど
ん
が
、市
街
地
を
練
り
歩
き
ま

す
。

　
御
旅
所
の
大
隅
中
央
公
民
館
で
神

事
が
あ
り
、岩
川
小
学
校
の
校
庭
で
は
、

約
１
０
０
０
人
規
模
の
柔
道
・
剣
道
・
弓

道
・
相
撲
な
ど
の
武
道
大
会
が
奉
納
さ

れ
ま
す
。馬
場
の
通
り
は
出
店
が
軒
を

連
ね
、神
社
の
境
内
で
は
甘
酒
や
こ
ん

に
ゃ
く
が
振
る
舞
わ
れ
ま
す
。

　
伝
説
に
よ
る
と
、弥
五
郎
ど
ん
は
武

内
宿
弥
の
化
身
あ
る
い
は
隼
人
族
の
首

領
と
も
言
わ
れ
、昭
和
63
年
県
指
定
無

形
民
俗
文
化
財
と
な
っ
て
い
ま
す
。　
弥

五
郎
ど
ん
祭
り
は
九
州
南
部
の
３
カ
所

で
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、宮
崎
県
北
諸
県

郡
山
之
口
町
が
長
男
、鹿
児
島
県
曽
於

市
が
次
男
、宮
崎
県
日
南
市
飫
肥
が
三

男
と
言
わ
れ
て
お
り
、「
三
国
名
勝
図
会

」に記
載
が
あ
る
と

さ
れ
る
。

岩川八幡神社の
弥五郎どん祭り

曽於市岩川町

11月3日

無形民俗文化財

住吉神社の流鏑馬末吉
11月23日　勤労感謝の日

　
住
吉
神
社
の
流
鏑
馬
は
、県
下
三
ヶ

所（
他
に
肝
付
町
高
山
の
四
十
九
所
神

社,

日
置
市
吹
上
町
の
大
汝
牟
遅
神
社
）

で
行
わ
れ
る
流
鏑
馬
の
一つ
で
、江
戸
時

代
末
に
は
既
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
、

三
国
名
勝
図
会
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

い
つ
頃
か
ら
行
わ
れ
た
か
は
不
明
で
す
。

時
期
は
秋
の
豊
祭
で
、か
つ
て
は
11
月

19
日
で
し
た
が
、今
は
11
月
23
日
の
勤

労
感
謝
の
日
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
行
事
の
性
格
は
国
家
安
泰
・
五
穀
豊

穣
で
、的
に
矢
が
た
く
さ
ん
当
た
れ
ば
翌

年
は
豊
作
に
な
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
56
年
に
県
指
定
無
形
民
俗
文
化

財
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
当
日
は
午
後
１
時
頃
か
ら
神
事
が
あ

り
、本
儀
は
２
時
頃
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

二
百
数
十
メ
ー
ト
ル
の
参
道
に
3
つ
の
的

が
設
置
さ
れ
て
お
り
、馬
を
鳥
居
か
ら
神

社
方
向
へ
走
ら
せ
て
、馬
上
か
ら
弓
で
矢

を
放
ち
、的
を
射
る
勇
壮
な
行
事
で
す
。

射
手
の
装
束
は
、鎌
倉
時
代
の
巻
狩
の

姿
と
言
わ
れ
ま
す
。

　
境
内
で
は
奉
納
武
道
大
会
も
あ
り
、

豊
祭
料
理
の
コ
ン
ニ
ャ
ク
や
甘
酒
が
振
る

舞
わ
れ
ま
す
。

曽於市末吉町

無形民俗文化財

写真提供：曽於市



　
お
釈
迦
様
の
誕
生
日
と
さ
れ
る
４
月

８
日
を
祝
う
行
事
で
、奈
良
時
代
に
建

立
と
伝
え
ら
れ
、観
音
様
を
祀
る
宝
満

寺
を
中
心
に
お
祭
り
が
開
催
さ
れ
ま

す
。「
４
月
８
日（
し
が
つ
よ
う
か
）」が
な

ま
り「
し
が
っ
じ
ょ
か
」と
呼
ば
れ
親
し
ま

れ
て
お
り
、鹿
児
島
県
三
大
祭
り
に
数
え

ら
れ
る
。　
古
く
は
江
戸
時
代
か
ら
盛

大
に
祝
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
、現
在
は
４

月
29
日
の
み
ど
り
の
日
に
行
わ
れ
て
い
ま

す
。

　
宝
満
寺
は
安
産
に
御
利
益
が
あ
る
こ

と
か
ら
、花
嫁
を
馬
の
背
に
乗
せ
花
婿
が

手
綱
を
ひ
く
シ
ャ
ン
シ
ャ
ン
馬
行
列
や
籠

に
担
が
れ
た
稚
児
行
列（
籠
に
乗
せ
ら
れ

た
幼
児
）、武
者
行
列
な
ど
が
町
中
を
パ

レ
ー
ド
し
、盛
大
に
行
わ
れ
ま
す
。　
宝

満
寺
は「
律
宗
秘
山
密
教
院
宝
満
寺
」

と
称
し
、奈
良
時
代
の
神
亀
年
間
に
聖

武
天
皇
が
皇
国
鎮
護
の
た
め
に
創
建
さ

れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、正
和
５
年

（
１
３
１
６
年
）信
仙
上
人
が
再
建
し
、

本
山
の
奈
良
西
大
寺
か
ら
運
慶
作
の
如

意
輪
観
音
像
を
移
し
本
尊
と
し
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。廃
仏
毀
釈
で
壊
さ
れ
た

後
お
寺
は
途
絶
え
て
い
ま
し
た
が
、昭
和

10
年
に
旧
宝
満
寺
境
内
に
現
在
の
観
音

堂
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

お釈迦祭り 志布志市志布志町

　
毎
年
、８
月
第
４
金
・
土
曜
日
に
か
け

て
都
井
岬
で
行
わ
れ
る
火
祭
り
は
、串

間
市
最
大
の
お
祭
り
、ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な

炎
の
乱
舞
が
夜
空
を
焦
が
す
ク
ラ
イ
マ
ッ

ク
ス
は
、息
を
飲
む
迫
力
で
す
。

　
古
く
か
ら「
十
五
夜
柱
祭
り
」と
し
て

親
し
ま
れ
て
き
た
こ
の
祭
り
は
、昔
、

人
々
を
苦
し
め
て
き
た
大
蛇
を
衛
徳
坊

（
え
い
と
く
ぼ
う
）と
い
う
お
坊
さ
ん
が
火

攻
め
で
退
治
し
た
と
い
う
伝
説
を
再
現

し
た
も
の
。高
さ
30
メ
ー
ト
ル
の
柱
松
を

大
蛇
に
見
立
て
、て
っ
ぺ
ん
に
は
大
蛇
の

口
を
藁
で
表
現
し
、そ
れ
に
め
が
け
て

都井岬の火祭り

　
　
毎
年
１
月
７
日
、曽
於
市
末
吉
町

の
熊
野
神
社
で「
鬼
追
い
」が
行
わ
れ
ま

す
。

　
こ
の
鬼
は
、招
福
除
災（
し
ょ
う
ふ
く

じ
ょ
さ
い
）の
善
鬼
と
さ
れ
、
25

歳
の
厄
男
が
鬼
と
な
っ
て
、無
数
の
御
幣

を
身
に
纏
っ
た
鬼
と（
付
添
い
役
）が
縦

横
無
尽
に
駆
け
巡
り
ま
す
。鬼
が
暴
れ

れ
ば
暴
れ
る
ほ
ど
そ
の
年
は
五
穀
豊
穣
、

無
病
息
災
に
な
る
と
言
い
伝
え
ら
れ
て

い
る
伝
統
行
事
。　
鬼
の
御
幣
を
ち
ぎ

り
取
れ
ば
1
年
健
康
で
あ
る
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

　「
鬼
追
い
」は
、年
頭
に
五
穀
豊
穣
と

天
下
泰
平
を
祈
願
す
る
伝
統
行
事
の
修

正
会（
し
ゅ
し
ょ
う
え
）を
起
源
と
す
る

祭
り
で
、1
2
5
0
年
来
の
伝
統
を
持

つ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
元
々
、熊
野
神
社
の
近
所
に

あ
っ
た
光
明
寺
と
い
う
寺
院
で
行
わ
れ

て
い
た
も
の
が
、明
治
維
新
後
の
廃
仏
毀

釈（
は
い
ぶ
つ
き
し
ゃ
く
）で
寺
院
が
廃
止

さ
れ
た
た
め
、熊
野
神
社
に
引
き
継
が
れ

た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。

　*

修
正
会（
し
ゅ
し
ょ
う
え
）と
は
、仏

教
寺
院
で
毎
年
1
月
に
行
わ
れ
る
法
会

。前
年
を
反
省
し
て
悪
を
正
し
、新
年
の

国
家
安
泰
、五
穀
豊
穣
な
ど
を
祈
願
す

る
も
の
で
あ
る
。期
間
は
基
本
的
に
7

日
間
で
あ
る
が
、寺
院
な
ど
に
よ
っ
て
期

間
が
異
な
る
。追
儺
式
と
し
て
鬼
追
式

な
ど
が
行
わ
れ
る
。

曽於市末吉町深川

　
内
之
浦
地
区
市
街
地
の
下
浜
で
、毎

年
１
月
７
日
に
行
わ
れ
る
鬼
火
焚
き
の

祭
で
す
。

　
ド
ヤ
ド
ヤ
の
語
源
は
不
明
で
す
が
、俳

句
新
年
の
季
題
に「
ど
ん
ど
焼
き
」「
ど

ん
ど
正
月
」な
ど
が
あ
り
新
年
の
飾
り

類
を
焚
い
て
、そ
の
ほ
て
り
で
新
し
い
年

の
悪
事
災
難
を
払
う
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。

　
ド
ヤ
ド
ヤ
サ
ー
は
、孟
宗
竹
を
束
ね
て

立
て
た
先
端
に
、日
の
丸
の
扇
子
や
、５

色
の
布
、折
り
紙
な
ど
を
飾
り
、干
支
に

な
ぞ
っ
た
１２
本
の
縄
尻
を
、生
ま
れ
月
ご

と
に
子
供
達
が
持
ち
ま
す
。

勢
い
よ
く
燃
え
上
が
る
火
柱
で
、青
竹
が

は
じ
け
る
と「
オ
ー
」と
子
供
達
は
一
斉
に

歓
声
を
あ
げ
ま
す
。竹
柱
が
燃
え
尽
き

て
倒
れ
る
と
、飾
り
や
竹
笹
は
魔
除
け

に
、孟
宗
竹
は
輪
切
り
に
し
て
貯
金
箱
に

す
る
習
わ
し
が
あ
り
ま
す
。

　
現
在
で
は
、七
草
祝
い
の
子
供
も
一
緒

に
お
は
ら
い
を
し
て
、縄
の
先
端
を
持
ち

ま
す
。

ドヤドヤサー　鬼火たき
肝属郡肝付町内之浦

4月29日
みどりの日

１月７日

無形民俗文化財

１月７日

写真提供：曽於市

写真提供：曽於市

「
と
ん
と
こ
と
っ
て
〜
え
い
と
く
ぼ
う
〜

（
と
う
と
う
討
ち
取
っ
た
衛
徳
坊
）」の

掛
け
声
で
松
明
を
投
げ
入
れ
ま
す
。

　
暗
闇
の
中
で
放
物
線
を
描
き
、投
げ

上
げ
ら
れ
た
松
明
が
見
事
柱
松
に
命
中

す
る
と
、激
し
く
炎
が
上
が
り
、祭
り
は

最
高
潮
と
な
る
。火
花
が
吹
き
出
す
様

子
は
、大
蛇
が
退
治
さ
れ
た
時
に「
火
炎

の
よ
う
な
血
潮
を
吹
き
出
し
た
」と
い
う

伝
説
に
ち
な
ん
だ
も
の
。２
日
間
に
わ
た

り
多
く
の
見
物
客
が
、豪
快
な
火
祭
り

に
酔
う
。 8月第4金曜・土曜日

串間市都井岬

写真提供：串間市観光協会

平成23年 The湾岸フォトコン
「馬上の花嫁たち」

鬼追い
末吉町熊野神社の

写真提供：肝付町

　
毎
年（
新
暦
）、
11
月
３
日
午
前
２
時

に
，弥
五
郎
ど
ん
起
こ
し
の
行
事
が
始
ま

り
ま
す
。起
こ
し
太
鼓
を
打
ち
な
が
ら

神
社
周
辺
を
廻
っ
て
神
事
が
行
わ
れ
、

午
前
３
時
頃
、弥
五
郎
ど
ん
の
組
み
立

て
を
始
め
ま
す
。本
体
に
は
竹
籠
で
25

反
も
あ
る
梅
染
め
の
木
綿
の
単
衣
を
着

せ
て
、午
前
５
時
頃
、弥
五
郎
ど
ん
起
こ

し
の
太
鼓
が
鳴
り
響
く
中
で
、弥
五
郎

ど
ん
を
四
輪
の
台
車
に
立
て
ま
す
。高
さ

は
４
．８
５
メ
ー
ト
ル
で
す
。午
後
１
時
浜

下
り
と
な
り
、子
供
た
ち
に
引
か
れ
た
弥

五
郎
ど
ん
が
、市
街
地
を
練
り
歩
き
ま

す
。

　
御
旅
所
の
大
隅
中
央
公
民
館
で
神

事
が
あ
り
、岩
川
小
学
校
の
校
庭
で
は
、

約
１
０
０
０
人
規
模
の
柔
道
・
剣
道
・
弓

道
・
相
撲
な
ど
の
武
道
大
会
が
奉
納
さ

れ
ま
す
。馬
場
の
通
り
は
出
店
が
軒
を

連
ね
、神
社
の
境
内
で
は
甘
酒
や
こ
ん

に
ゃ
く
が
振
る
舞
わ
れ
ま
す
。

　
伝
説
に
よ
る
と
、弥
五
郎
ど
ん
は
武

内
宿
弥
の
化
身
あ
る
い
は
隼
人
族
の
首

領
と
も
言
わ
れ
、昭
和
63
年
県
指
定
無

形
民
俗
文
化
財
と
な
っ
て
い
ま
す
。　
弥

五
郎
ど
ん
祭
り
は
九
州
南
部
の
３
カ
所

で
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、宮
崎
県
北
諸
県

郡
山
之
口
町
が
長
男
、鹿
児
島
県
曽
於

市
が
次
男
、宮
崎
県
日
南
市
飫
肥
が
三

男
と
言
わ
れ
て
お
り
、「
三
国
名
勝
図
会

」に記
載
が
あ
る
と

さ
れ
る
。

岩川八幡神社の
弥五郎どん祭り

曽於市岩川町

11月3日

無形民俗文化財

住吉神社の流鏑馬末吉
11月23日　勤労感謝の日

　
住
吉
神
社
の
流
鏑
馬
は
、県
下
三
ヶ

所（
他
に
肝
付
町
高
山
の
四
十
九
所
神

社,

日
置
市
吹
上
町
の
大
汝
牟
遅
神
社
）

で
行
わ
れ
る
流
鏑
馬
の
一つ
で
、江
戸
時

代
末
に
は
既
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
、

三
国
名
勝
図
会
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

い
つ
頃
か
ら
行
わ
れ
た
か
は
不
明
で
す
。

時
期
は
秋
の
豊
祭
で
、か
つ
て
は
11
月

19
日
で
し
た
が
、今
は
11
月
23
日
の
勤

労
感
謝
の
日
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
行
事
の
性
格
は
国
家
安
泰
・
五
穀
豊

穣
で
、的
に
矢
が
た
く
さ
ん
当
た
れ
ば
翌

年
は
豊
作
に
な
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
56
年
に
県
指
定
無
形
民
俗
文
化

財
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
当
日
は
午
後
１
時
頃
か
ら
神
事
が
あ

り
、本
儀
は
２
時
頃
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

二
百
数
十
メ
ー
ト
ル
の
参
道
に
3
つ
の
的

が
設
置
さ
れ
て
お
り
、馬
を
鳥
居
か
ら
神

社
方
向
へ
走
ら
せ
て
、馬
上
か
ら
弓
で
矢

を
放
ち
、的
を
射
る
勇
壮
な
行
事
で
す
。

射
手
の
装
束
は
、鎌
倉
時
代
の
巻
狩
の

姿
と
言
わ
れ
ま
す
。

　
境
内
で
は
奉
納
武
道
大
会
も
あ
り
、

豊
祭
料
理
の
コ
ン
ニ
ャ
ク
や
甘
酒
が
振
る

舞
わ
れ
ま
す
。

曽於市末吉町

無形民俗文化財

写真提供：曽於市



曽於市末吉町　住吉神社の 流鏑馬
　
住吉神社
〒899-8605 
鹿児島県曽於市末吉町二之方3995-1
31.630702,131.038377

　九州新幹線は総延長２５７キロで、博多と鹿児島中央の間を最短で
１時間１９分、山陽新幹線との直通列車で新大阪と鹿児島中央の間を
 最短で３時間４５分で結びます。

九州新幹線

 1 月

 2 月

 2 月  3 月  4 月  8 月

 3 月  4 月  8 月  9 月

 10月

 11月

志布志町田之浦　山宮神社の ダゴ祭り
　
〒899-7212 
鹿児島県志布志市志布志町田之浦559 
31.560372,131.130956

志布志町安楽　山宮神社の 春祭り
　
〒899-7104 
鹿児島県志布志市志布志町安楽1520 
31.485278, 131.075972

肝付町野崎・波見・（宮富）　 棒祭り・鎌踊り
　
住吉神社（波見地区）〒893-1202
鹿児島県肝属郡肝付町波見3038
31.354228,131.010144
伊勢神社（野崎地区）〒893-1201
鹿児島県肝属郡肝付町野崎2800
31.341185,130.981386 

曽於郡大崎町  荒佐祭り（照日神社春祭り）

〒899-8313
鹿児島県曽於郡大崎町野方荒佐野
31.501653,130.931003

志布志市志布志町 　お釈迦祭り
　
〒899-7102 
鹿児島県志布志市志布志町帖6539
31.481019,131.109796

肝属郡東串良町 　柏原大相撲（相撲甚句祭り）
　
〒893-1615 
鹿児島県肝属郡東串良町川東 
31.36584,131.012328

肝属郡肝付町岸良 　ナゴシドン（夏越祭）

〒893-1511
鹿児島県肝属郡肝付町岸良
31.217509,131.005912

串間市都井岬 　火祭り
〒888-0221
宮崎県串間市 大納字御崎42-3 
31.366481,131.332905

肝属郡肝付町本町 　八月踊り

〒893-1207
肝属郡肝付町本町付近
31.347507,130.949092

肝属郡肝付町高山 　四十九所神社の流鏑馬

四十九所神社
〒893-1207
鹿児島県肝属郡肝付町新富5580
31.343301,130.946807

曽於市岩川 　岩川八幡神社の弥五郎どん祭り

岩川八幡神社
〒899-8102
鹿児島県曽於市大隅町岩川5745
31.594648,130.9869

志布志市有明町蓬原 　熊野神社の神舞 

〒899-7503　
鹿児島県志布志市有明町蓬原1441 
31.484829,131.027555

曽於市末吉町　熊野神社の 鬼追い
　
熊野神社
〒899-8606 
鹿児島県曽於市末吉町深川5892 
31.690613,130.988021

ドヤドヤサー　鬼火たき
　
〒893-1402 
鹿児島県肝属郡肝付町南方付近 
31.276378,131.080713

曽於市末吉町　熊野神社の 鬼追い
　
熊野神社
〒899-8606 
鹿児島県曽於市末吉町深川5892 
31.690613,130.988021

ドヤドヤサー　鬼火たき
　
〒893-1402 
鹿児島県肝属郡肝付町南方付近 
31.276378,131.080713

 11月

 11月

 1 月

半島に行こう！

新幹線  つばめ、さくら

マップ祭大隅湾岸

  観光案内所
串間市観光協会赤池事業所　　0987-74-1039
都井岬岬の駅観光案内所　　　0987-76-1230
志布志市総合観光案内所　　　099-472-2224
おおさき総合案内所　　　　　099-477-2400
鹿屋市観光案内所　　　　　　0994-43-8900
※土、日曜 問い合わせに対応しています。

フェリー

さんふらわあ【大阪南港～志布志】
（株）フェリーさんふらわあ　志布志支店

電話： 099-473-8185

マルエーフェリー【東京～志布志～（名瀬）
～（与論）～那覇】

第一海運志布志営業所
電話： 099-473-2700

鹿児島空港から

　◇バス≪大隅交通ネットワーク空港リムジン≫で
　　→ 鹿屋市まで約１時間４０分（２０００円）
　　→ 志布志まで約１時間５０分
　　・大隅交通ネットワーク（鹿屋）　　 電話 0994-65-2258
　　・大隅交通ネットワーク（志布志）　電話 099-472-1181

鹿児島中央駅から

　◇直行バス≪大隅交通ネットワーク・鴨池～垂水フェリー経由≫で
　　→鹿屋市（リナシティかのや）まで約１時間３０分（１３００円）
　◇路線バス≪大隅交通ネットワーク≫で → 志布志まで約３時間

バス

JAL KAL 【鹿児島～ソウル】95 分
JAL CES【鹿児島～上海】50 分
JAL ANA SKY SNA【鹿児島～東京】105 分
FDA【鹿児島～静岡】90 分
ANA 【鹿児島～中部国際】75 分
JAL ANA 【鹿児島～伊丹】75 分
SKY【鹿児島～神戸】65 分
JAL 【鹿児島～松山】55 分
JAL 【鹿児島～福岡】55 分
ANA ORC【鹿児島～長崎】35 分

鹿児島空港観光総合案内所　電話： 0995-58-2740
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棒踊り・鎌踊り　
３
月
に
な
る
と
町
内
３
カ
所
で
棒
踊

り
・
鎌
踊
り
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。　
こ

れ
ら
の
伝
統
行
事
は
昔
は
旧
暦
の
２
月

に
年
穀
の
豊
饒
を
祈
願
す
る
祭
り
と
し

て
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
高
山
は
肝
付
氏
の
城
下
と
し
て
繁
栄

し
て
お
り
、当
時
農
耕
の
中
心
と
し
て
栄

え
た
の
で
こ
れ
ら
の
行
事
が
い
ま
な
お

残
っ
て
お
り
ま
す
。

○
野
崎
の
鎌
踊
り

鎌
や
な
た
を
地
面
に
打
ち
付
け
る「
も

ち
つ
き
」と
鎌
踊
り
、手
踊
り
を
奉
納
し

ま
す
。（
場
所
：
伊
勢
神
社
）

○
波
見
の
棒
・
鎌
踊
り

　
通
常
４
集
落
が
踊
り
に
参
加
し
、子

供
達
が
中
心
に
な
り
、歌
い
手
の
囃
子
に

合
わ
せ
踊
り
ま
す
。そ
の
後
そ
れ
ぞ
れ
の

集
落
を
回
り
五
穀
豊
穣
を
祈
願
し
ま
す

。（
場
所
：
住
吉
神
社
）

○
宮
富
の
棒
踊
り

宮
下
集
落
と
富
山
集
落
が
参
加
し
そ
れ

ぞ
れ
伝
来
の
仕
方
に
よ
り
踊
り
が
若
干

違
い
ま
す
。踊
っ
た
子
供
達
に
よ
る「
か

ぎ
引
き
」や
木
製
の
黒
牛
を
引
く「
牛

使
い
」な
ど
の
後
、田
の
神
舞
が
披
露
さ

れ
ま
す
。（
場
所
：
桜
迫
神
社
）  

　
八
月
踊
り
の
起
源
に
は
、開
田
、用
水

路
竣
工
祝
、豊
年
祭
、慰
霊
、安
泰
祈
願

等
の
諸
説
が
あ
り
ま
す
。江
戸
時
代
寛

文
11
年（
1
6
7
1
年
）の
春
に
高
山
用

水
工
事
が
竣
工
し
、田
高
２
千
石
が
開

発
さ
れ
、新
溝
記
念
碑
が
建
立
さ
れ
た

と
き
、奉
納
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。こ
の
性
格
は
神
事
芸
能
で
あ
り
、神

霊
祭
祀
の
祈
願
と
感
謝
祭
で
あ
る
と
い

え
ま
す
。

　
当
日
は
、集
落
の
水
神
様
の
前
で
鉦

踊
の
法
楽
を
行
い
、そ
の
次
に
講
元
で
踊

り
、夜
に
な
っ
て
集
落
の
櫓
の
あ
る
場
所

で
八
月
踊
り
を
行
い
ま
す
。

　
三
味
線
、胡
弓
、太
鼓
で
哀
愁
を
誘

う
し
ら
べ
を
伴
奏
に
、唄
い
手
が
櫓
の
上

で
唄
い
始
め
る
と
、音
頭（
踊
り
上
手
）が

先
頭
に
立
ち
輪
に
な
っ
て
踊
り
ま
す
。踊

り
手
は
大
体
15
歳
か
ら
30
歳
ぐ
ら
い
が

主
で
し
た
が
、近
年
は
若
者
が
少
な
い
た

め
、小
中
学
生
や
高
齢
者
も
参
加
す
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
踊
り
手
の
服
装
は
、男
子
は
浴
衣
に

黒
紋
付
羽
織
、藺
草
で
造
っ
た
鳥
追
笠
・

草
履
ば
き
、女
子
は
浴
衣
に
黒
帯
、（
波

見
、本
町
で
の
若
い
娘
の
衣
装
は
優
美
）

中
年
の
婦
人
は
黒
の
お
高
祖
頭
巾
に
白

鉢
巻
姿
で
、顔
の
両
面
に
金
箔
銀
箔
の

紙
片
を
下
げ
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。 

本町の
八月踊り

肝属郡肝付町本町

肝属郡肝付町

　
柏
原
相
撲
甚
句
は
，柏
原
大
相
撲
と

と
も
に
，旧
暦
９
月
15
日
に
年
中
行
事

の
一つ
と
し
て
，柏
原
海
岸
の
松
林
で
行

な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。こ
の
行
事
は
，当

時
疫
病
の
流
行
で
苦
し
め
ら
れ
て
い
た

漁
民
や
町
の
人
々
が
，疫
病
退
散
と
大

漁
・
安
全
を
祈
願
し
て
始
ま
っ
た
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
往
時
は
，近
郷
近
在
は
も
ち
ろ
ん
，遠

方
よ
り
大
勢
の
見
物
客
が
つ
め
か
け
，盛

大
な
も
の
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
，過
疎

化
に
よ
り
昭
和
50
年
頃
途
絶
え
て
し
ま

い
ま
し
た
。し
か
し
平
成
元
年
，柏
原
地

区
の
婦
人
が
中
心
と
な
り
，こ
の
踊
り
を

復
活
さ
せ
，平
成
５
年
に
は
保
存
会
と
し

て
再
結
成
さ
れ
ま
し
た
。

柏原大相撲 肝属郡東串良町

　
大
隅
半
島
に
は
、志
布

志
市
田
之
浦
、志
布
志
市

安
楽
、鹿
屋
市
串
良
の
三

箇
所
に
山
宮
神
社
が
あ

り
、そ
れ
ぞ
れ
の
神
社
で

は
豊
作
を
祈
願
し
て
春
祭

り
が
行
わ
れ
、春
の
風
物

詩
と
な
っ
て
い
る
。　
　

山
宮
神
社
の
春
祭
り
で

は
、「
お
田
植
」と
い
っ
て
、

稲
に
似
せ
た
竹
串
を
境
内

に
植
え
る
行
事
や
、浜
下

り
が
あ
り
ま
す
。安
楽
神

山宮神社の春祭り

　
　
ダ
ゴ
祭
り
は
、県
内
一
早
い
春
祭
り

行
事
と
い
わ
れ
て
お
り
、そ
の
年
の
豊
作

を
祈
念
す
る
農
耕
の
祭
り（
予
祝
行
事
）

で
す
。現
在
は
２
月
の
第
１
日
曜
日
に

行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
神
社
に
奉
納
す
る
ダ
ゴ
花
は
、２
ｍ
ほ

ど
の
太
い
竹
竿
の
先
に
ワ
ラ
を
巻
き
付

け
、そ
れ
に
300
本
以
上
の
団
子
の
串
を

さ
し
た
も
の
で
す
。串
に
は
米
の
粉
で
つ

く
っ
た
紅
白
の
団
子
と
ニ
ン
ジ
ン
、ピ
ー
マ

ン
な
ど
が
さ
し
て
あ
り
ま
す
。こ
の
串
の

ほ
か
、椿
や
梅
、

南
天
、キ
ン
カ
ン
の
枝
な
ど
も

さ
し
、ダ
ゴ
花
は
色
彩
り

豊
か
な
美
し
い
も
の

と
な
り
ま
す
。こ
の
ダ
ゴ
花
は

稲
穂
に
み
た
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

志布志町田之浦山宮神社のダゴ祭り志布志市志布志町田之浦

　
平
田
神
社
の
神
舞
は
、主
に
毎
年
８

月
中
旬
に
岸
良
の
浜
辺
で
奉
納
さ
れ
ま

す
。平
田
神
社
の
祭
神
は
大
山
祇
命
・
金

山
彦
命
・
猿
田
彦
命
の
三
体
で
、三
体
と

も
鏡
で
す
。正
月
２
日
の
テ
コ
テ
ン
ド
ン

北
岳
参
詣
の
時
に
も
奉
納
さ
れ
る
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
が
、現
在
で
は
8
月
の
ナ

ゴ
シ
ド
ン（
夏
越
し
祭
）に
奉
納
さ
れ
て
い

ま
す
。戦
前
の
神
舞
は
盛
大
で
、夕
方
か

ら
境
内
の
舞
台
で
夜
を
徹
し
て
催
さ
れ

ま
し
た
。 

　
岩
戸
舞
は
、天
岩
戸
に
隠
れ
こ
も
っ
た

天
照
大
神
の
神
話
を
神
舞
で
表
現
し
た

も
の
で
、日
の
神
を
外
に
導
く
場
面
に

な
る
と
夜
も
白
み
始
め
、観
客
も
出
演

者
も
崇
高
な
感
動
に
酔
っ
た
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。

ナゴシドン　夏越祭
肝属郡肝付町岸良

志布志市志布志町安楽

4月中旬

２月第１日曜日

無形民俗文化財

　
祭
典
の
後
、田
の
神
舞
、四
方

鬼
神
舞
、十
二
神
剣
舞
な
ど
の
神

舞（
か
ん
め
）が
奉
納
さ
れ
ま
す
。

祭
り
の
最
後
に
は
、ダ
ゴ
花
の
取

り
合
い
が
あ
り
ま
す
。こ
の
ダ
ゴ
を

食
べ
る
と
、一
年
中
無
事
に
過
ご

す
こ
と
が
で
き
る
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。

８月中旬

　
平
田
神
社
の
神
舞
の
故
事
来
歴
は
不

詳
で
す
が
、数
あ
る
面
や
鹿
の
角
、肝
付

氏
第
11
代
当
主
の
兼
元
の
御
宝
殿
修
造

1
4
0
7
年（
応
永
14
年
）棟
札
な
ど
が

残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、神
舞
は
古
く

か
ら
平
田
神
社
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
も

の
と
思
わ
れ
ま
す
。

無形民俗文化財

平成23年 The湾岸フォトコン「八月踊り」

平成22年 The湾岸フォトコン「健康祈願土俵入り」

平成22年 The湾岸フォトコン
「相撲甚句祭り」

　
烏
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，｢

揃
た
ヤ
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ウ
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入
り
，弓
取
り
式

へ
と
続
き
ま
す
。踊
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士
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入
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化
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関

取
衆
が
，三
味
線
や
太
鼓
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囃
子
に
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っ

て
弧
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が
ら
踊
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様
は
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ー
モ

ラ
ス
で
豪
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す
。　
最
後
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力
士
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ん
に
貸
し
た
お
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は
，ア
ヒ
ル
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タ
マ
ゴ
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返
す
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さ
ら
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な
い｣

と
場
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沸
か

し
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が
ら
退
場
し
ま
す
。

写真提供：志布志市

無形民俗文化財

2月第２土日曜日

平成22年 The湾岸フォトコン「山宮神社の正月踊り」

写真提供：肝付町

社
で
は
、境
内
を
田
に
見
た
て
て
水
鍬
で

耕
す「
田
打
」、牛
面
を
被
っ
て
モ
カ
を

引
く「
牛
使
い
」、種
籾
を
ま
く「
種
ま

き
」が
あ
り
ま
す
。ま
た
拝
殿
の
中
で

は
、モ
ロ
ム
ギ
の
枝
を
も
っ
た
神
職
に
よ
っ

て
舞
わ
れ
る「
田
植
舞
」が
あ
り
ま
す
。

境
内
で
は
青
壮
年
た
ち
が
、田
を
打
つ
カ

ギ
で「
カ
ギ
ヒ
キ
」を
し
ま
す
。い
ず
れ
の

祭
り
で
も
、黒
頭
巾
で
覆
面
し
、紋
付
羽

織
に
モ
モ
ヒ
キ
姿
で
踊
る「
正
月
踊
り
」

が
行
わ
れ
ま
す
。

写真提供：肝付町

３月

隔年
9月第4土曜日



棒踊り・鎌踊り　
３
月
に
な
る
と
町
内
３
カ
所
で
棒
踊

り
・
鎌
踊
り
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。　
こ

れ
ら
の
伝
統
行
事
は
昔
は
旧
暦
の
２
月

に
年
穀
の
豊
饒
を
祈
願
す
る
祭
り
と
し

て
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
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し
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繁
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時
農
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の
中
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と
し
て
栄

え
た
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で
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行
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お

残
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て
お
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ま
す
。

○
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鎌
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鎌
や
な
た
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地
面
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打
ち
付
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る「
も

ち
つ
き
」と
鎌
踊
り
、手
踊
り
を
奉
納
し

ま
す
。（
場
所
：
伊
勢
神
社
）

○
波
見
の
棒
・
鎌
踊
り

　
通
常
４
集
落
が
踊
り
に
参
加
し
、子

供
達
が
中
心
に
な
り
、歌
い
手
の
囃
子
に

合
わ
せ
踊
り
ま
す
。そ
の
後
そ
れ
ぞ
れ
の

集
落
を
回
り
五
穀
豊
穣
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祈
願
し
ま
す

。（
場
所
：
住
吉
神
社
）

○
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棒
踊
り
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落
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富
山
集
落
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加
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方
に
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が
若
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違
い
ま
す
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供
達
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よ
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か

ぎ
引
き
」や
木
製
の
黒
牛
を
引
く「
牛

使
い
」な
ど
の
後
、田
の
神
舞
が
披
露
さ

れ
ま
す
。（
場
所
：
桜
迫
神
社
）  

　
八
月
踊
り
の
起
源
に
は
、開
田
、用
水

路
竣
工
祝
、豊
年
祭
、慰
霊
、安
泰
祈
願

等
の
諸
説
が
あ
り
ま
す
。江
戸
時
代
寛

文
11
年（
1
6
7
1
年
）の
春
に
高
山
用

水
工
事
が
竣
工
し
、田
高
２
千
石
が
開

発
さ
れ
、新
溝
記
念
碑
が
建
立
さ
れ
た

と
き
、奉
納
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。こ
の
性
格
は
神
事
芸
能
で
あ
り
、神

霊
祭
祀
の
祈
願
と
感
謝
祭
で
あ
る
と
い

え
ま
す
。

　
当
日
は
、集
落
の
水
神
様
の
前
で
鉦

踊
の
法
楽
を
行
い
、そ
の
次
に
講
元
で
踊

り
、夜
に
な
っ
て
集
落
の
櫓
の
あ
る
場
所

で
八
月
踊
り
を
行
い
ま
す
。

　
三
味
線
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弓
、太
鼓
で
哀
愁
を
誘

う
し
ら
べ
を
伴
奏
に
、唄
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手
が
櫓
の
上

で
唄
い
始
め
る
と
、音
頭（
踊
り
上
手
）が

先
頭
に
立
ち
輪
に
な
っ
て
踊
り
ま
す
。踊

り
手
は
大
体
15
歳
か
ら
30
歳
ぐ
ら
い
が

主
で
し
た
が
、近
年
は
若
者
が
少
な
い
た

め
、小
中
学
生
や
高
齢
者
も
参
加
す
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
踊
り
手
の
服
装
は
、男
子
は
浴
衣
に

黒
紋
付
羽
織
、藺
草
で
造
っ
た
鳥
追
笠
・

草
履
ば
き
、女
子
は
浴
衣
に
黒
帯
、（
波

見
、本
町
で
の
若
い
娘
の
衣
装
は
優
美
）

中
年
の
婦
人
は
黒
の
お
高
祖
頭
巾
に
白

鉢
巻
姿
で
、顔
の
両
面
に
金
箔
銀
箔
の

紙
片
を
下
げ
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。 

本町の
八月踊り

肝属郡肝付町本町
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な
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兼
元
の
御
宝
殿
修
造

1
4
0
7
年（
応
永
14
年
）棟
札
な
ど
が

残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、神
舞
は
古
く

か
ら
平
田
神
社
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
も

の
と
思
わ
れ
ま
す
。

無形民俗文化財

平成23年 The湾岸フォトコン「八月踊り」

平成22年 The湾岸フォトコン「健康祈願土俵入り」

平成22年 The湾岸フォトコン
「相撲甚句祭り」

　
烏
帽
子
の
袴
姿
の
行
事
を
先
頭
に
，｢

揃
た
ヤ
エ
揃
い
ま
し
た
ハ
ア
，関
取
衆
ウ

ウ
揃
た
ド
ス
コ
イ｣

と
囃
子
に
の
っ
て
露

払
い
に
続
き
，見
事
な
化
粧
ま
わ
し
を
つ

け
た
横
綱
が
，太
刀
持
ち
を
従
え
入
場

し
ま
す
。そ
し
て
土
俵
入
り
，弓
取
り
式

へ
と
続
き
ま
す
。踊
り
で
は
，人
気
力
士

の
名
入
り
の
化
粧
ま
わ
し
を
つ
け
た
関

取
衆
が
，三
味
線
や
太
鼓
の
囃
子
に
の
っ

て
弧
を
描
き
な
が
ら
踊
る
様
は
，ユ
ー
モ

ラ
ス
で
豪
快
で
す
。　
最
後
は｢

力
士
さ

ん
に
貸
し
た
お
金
は
，ア
ヒ
ル
の
タ
マ
ゴ
，

返
す
心
は
さ
ら
に
な
い｣

と
場
内
を
沸
か

し
な
が
ら
退
場
し
ま
す
。

写真提供：志布志市

無形民俗文化財

2月第２土日曜日

平成22年 The湾岸フォトコン「山宮神社の正月踊り」

写真提供：肝付町

社
で
は
、境
内
を
田
に
見
た
て
て
水
鍬
で

耕
す「
田
打
」、牛
面
を
被
っ
て
モ
カ
を

引
く「
牛
使
い
」、種
籾
を
ま
く「
種
ま

き
」が
あ
り
ま
す
。ま
た
拝
殿
の
中
で

は
、モ
ロ
ム
ギ
の
枝
を
も
っ
た
神
職
に
よ
っ

て
舞
わ
れ
る「
田
植
舞
」が
あ
り
ま
す
。

境
内
で
は
青
壮
年
た
ち
が
、田
を
打
つ
カ

ギ
で「
カ
ギ
ヒ
キ
」を
し
ま
す
。い
ず
れ
の

祭
り
で
も
、黒
頭
巾
で
覆
面
し
、紋
付
羽

織
に
モ
モ
ヒ
キ
姿
で
踊
る「
正
月
踊
り
」

が
行
わ
れ
ま
す
。

写真提供：肝付町

３月

隔年
9月第4土曜日
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志
布
志
湾
岸
お
祭
り
大
百
科

特集

伝
統
ま
つ
り
大
隅

【
編
集
後
記
】

高山　四十九所神社の流鏑馬
　
大
隅
半
島（
お
お
す
み
は
ん

と
う
）の
代
表
的
な
伝
統
を
守

る
お
祭
り
の
ひ
と
つ
に
流
鏑
馬（

や
ぶ
さ
め
）が
あ
る
。　
疾
走
す

る
馬
上
か
ら
的
に
鏑
矢（
か
ぶ

ら
や
）を
射
る
、日
本
の
伝
統

的
な
騎
射
の
技
術
・
稽
古
・
儀

式
の
こ
と
を
言
い
、現
在
で
は
、

肝
付
町
の
高
山
四
十
九
所
神

社
の
流
鏑
馬（
肝
属
郡
肝
付
町

新
富
四
十
九
所
神
社
）と
末
吉

町
住
吉
神
社
の
流
鏑
馬（
曽
於

市
末
吉
町
二
之
方
住
吉
）で
行

わ
れ
て
い
る
。

10月第3日曜日

　
狩
衣
装
束
に
あ
や
い
笠
を
身
に
ま
と

い
、弓
受
け
の
儀
に
よ
り
神
の
使
い
と

な
っ
た
射
手
は
神
馬
と
と
も
に
馬
場
を

疾
走
し
ま
す
。

　
約
330
メ
ー
ト
ル
の
馬
場
を
3
回
駆
け

抜
け
な
が
ら
、合
計
9
本
の
矢
を
放
ち

ま
す
。

　
引
手
の
か
け
声
と
共
に
駆
け
出
し
、

矢
が
的
に
命
中
し
た
音
と
馬
の
疾
走
す

る
足
音
が
共
鳴
し
た
瞬
間
、神
社
の
杜

に
大
き
な
歓
声
が
響
き
ま
す
。

　
全
国
的
に
成
人
の
射
手
が
多
い
流
鏑

馬
で
す
が
、肝
付
町
で
行
わ
れ
る
流
鏑

馬
の
射
手
は
中
学
生
が
務
め
、毎
年
変

わ
り
ま
す
。

　
流
鏑
馬
は
鎌
倉
時
代
に
始
ま
り
、国

家
安
泰
、五
穀
豊
饒
、悪
疫
退
散
を
祈

願
す
る
年
占
い
で
、今
も
こ
の
願
は
こ
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
日
本
に
お
け
る
流
鏑
馬
の
起
源
は
、

白
河
天
皇
の
御
代
、永
長
元
年

（
1
0
9
6
年
）に
始
め
た
と
記
録
に
あ

り
、鎌
倉
初
期
の
保
元
平
治
物
語
の
中

に
も
流
鏑
馬
の
こ
と
が
出
て
い
ま
す
。

　
四
十
九
所
神
社
を
創
建
し
た
伴
兼
行

の
孫
、伴
兼
貞
が
長
元
9
年

（
1
0
3
6
年
）に
肝
付
郡
の
弁
済
使
に

な
っ
て
い
ま
す
が
、高
山
で
流
鏑
馬
が
始

ま
っ
た
の
は
そ
れ
か
ら
100
年
位
後
に
な
る

よ
う
で
、900
年
近
い
歴
史
が
あ
る
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
流
鏑
馬
の
期
日
は
、昔
は
10
月
19
日

の
四
十
九
所
神
社
大
祭
日
で
し
た
が
、

現
在
は
10
月
第
3
日
曜
日
に
行
わ
れ
て

い
ま
す
。

肝付町高山

平成22年 The湾岸フォトコン「一矢入魂」

平成22年 The湾岸フォトコン
「高山の流鏑馬」

無形民俗文化財
　
今
回
は
、鹿
児
島
県
の
太

平
洋
湾
岸
に
残
る
伝
統
的

な
お
祭
り
を
と
り
あ
げ
て
み

た
。　
鹿
児
島
市
を
中
心

と
す
る
薩
摩
半
島
各
地
に

残
る
六
月
灯（
ろ
っ
が
っ
ど

う
）は
、こ
の
地
で
は
あ
ま
り

見
ら
れ
な
い
が
、鹿
児
島
県

南
部
の
奄
美
地
方
に
も
残

る
八
月
踊
り
が
継
承
さ
れ
て

い
る
。肝
属
川
流
域
で
は
、

集
落
単
位
で
各
地
で
棒
踊

り
、鎌
踊
り
が
続
い
て
い
る
。

鹿
児
島
県
内
で
は
３
ケ
所

に
残
る
流
鏑
馬
な
ど
ル
ー
ツ

を
探
し
て
旅
に
出
る
の
も

面
白
い
。

　
着
目
し
て
み
た
い
の
が
衣

装
で
あ
る
。い
つ
も
見
る
地

域
の
祭
り
に
な
る
と
、ご
く

自
然
で
当
り
前
な
の
だ
が
、

他
の
地
域
や
他
の
国
と
比

べ
る
と
特
色
が
あ
る
こ
と
に

気
付
く
。

　
大
隅
半
島
の
歴
史
は
古

く
黒
潮
と
い
う
潮
流
に
よ
っ

て
古
く
は
交
通
の
ア
ク
セ
ス

も
非
常
に
よ
く
、交
易
な
ど

で
栄
え
て
い
た
。伝
統
文
化

芸
能
と
い
う
痕
跡
を
た
ど
っ

て
、そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
考
証

を
す
る
の
も
祭
り
を
見
る

楽
し
み
に
も
な
り
ま
す
。

　
お
祭
り
種
類
の
分
布
図

を
作
っ
て
み
る
の
も
楽
し
そ

う
で
す
。　
　（
ほ
り
）

　
荒
佐
祭
り
は
、大
崎
町
野
方
の
荒
佐

に
あ
る
照
日
神
社
の
春
祭
り
と
し
て
、

毎
年
３
月
第
二
日
曜
日
に
例
祭
が
行
わ

れ
る
。荒
佐
祭
り（
照
日
神
社
春
祭
り
）

は
昔
か
ら
曽
於
郡
三
大
祭
り
と
し
て
歴

史
と
伝
統
あ
る
祭
り
で
、縁
結
び
の
神

様
と
し
て
も
親
し
ま
れ
て
い
る
。神
社
境

内
で
は
恒
例
の
神
舞
奉
納
・
演
芸
大
会
・

剣
道
大
会
が
開
催
さ
れ
、町
内
外
か
ら

の
た
く
さ
ん
の
人
出
で
に
ぎ
わ
う
。

　
荒
佐
祭
り
の
特
色
の
ひ
と
つ
に
伝
統

芸
能
の
神
舞
奉
納
が
あ
る
。神
舞
保
存

会
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
、２
０
０
９
年

の
春
祭
り
で
は
67
年
ぶ
り
に「
浦
安
の

舞
」が
復
活
し
た
。照
日
神
社
の
神
舞

は
、同
町
仮
宿
に
あ
る
都
万
神
社
の
神

舞
を
受
け
継
ぎ
、明
治
26
年
２
月
５
日

に
初
め
て
照
日
神
社
で
踊
ら
れ
た
と
い

う
。神
舞
に
は「
小
鬼
神
の
一
人
舞
」、

「
地
割（
ぢ
わ
り
）舞（
弓
舞
）」、「
矢
立

（
や
た
て
）」、「
矢
抜（
や
ぬ
き
）」、「
四
人

鬼
神
」、「
杵
舞（
き
ね
ま
い
）」、「
田
之

神
」な
ど
19
の
舞
が
あ
り
、「
照
日
神
社

神
舞
保
存
会
」に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
い

る
。

曽於郡大崎町

平成23年 The湾岸フォトコン
「春の祭り」

３月第２日曜日

荒佐祭り
（照日神社春祭り）

11月23日

　「
蓬
原
熊
野
神
社
の
神
舞
」の
歴
史

は
古
く
、江
戸
時
代
初
期
な
い
し
は
そ
れ

以
前(

4
0
0
年
前
）か
ら
伝
わ
り
現
在

に
至
っ
て
お
り
ま
す
。

　
昭
和
46
年
当
時
の
青
年
団
を
中
心

に
、本
神
舞
を
故
西
山
太
吉
氏
の
指
導

の
も
と
、全
段
復
活
し
昭
和
54
年
に
は

鹿
児
島
県
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
に

指
定
さ
れ
ま
し
た
。今
は
毎
年
11
月
23

日
に
熊
野
神
社
に
舞
を
奉
納
し
て
い
ま

す
。

　
42
段
の
神
舞
の
中
か
ら「
四
人
鬼
神

舞
」(

よ
っ
た
い
き
じ
ん
ま
い)

と「
剣
神
師

舞
」(

12
人
つ
る
ぎ
ま
い)

を
ご
紹
介
し
ま

す
。

　
四
人
鬼
神
舞
は
、東
方
・
南
方
・
西
方
・

北
方
の
4
人
の
鬼
神
が
一つ
の
鉾(

ほ
こ)

を
争
う
舞
で
す
。東
方
が
白
、南
方
が

赤
、西
方
が
黄
色
、北
方
が
青
で
、古
く

か
ら
神
社
に
伝
わ
る
舞
衣(

め
ぎ
ん)

を

ま
と
っ
て
の
荘
厳
な
舞
で
す
。道
具
は
、

葉
う
ち
わ
・
棒
・
鉾
で
す
。

　
剣
神
師
舞
は
、全
員
が
剣
と
鈴
を
も

ち
、中
央(

ち
ほ
う)

と
立
ち
分
か
れ
て
す

る
舞
で
、あ
る
時
は
厳
か
に
そ
し
て
激
し

く
舞
う
舞
で
す
。

蓬原熊野神社の神舞
志布志市有明町蓬原

無形民俗文化財

写真提供：志布志市


