
粋 勇
壮
に
舞
う

　長
い
槍
を
持
つ
お
目
付
け
奴
を

先
頭
に
、
掛
け
声
を
出
さ
ず
に
静

か
に
進
む
小
方
奴
。
一
つ
一
つ
の

仕
草
に
緊
張
感
が
伝
わ
る
。

　威
勢
の
良
い
掛
け
声
を
ま
ち
に
響

か
せ
な
が
ら
進
む
玖
波
奴
。
豪
快
な

振
り
込
み
や
槍
さ
ば
き
が
多
く
の
見

物
客
を
魅
了
し
た
。

大竹の秋を彩る「祭り」。

五穀豊穣や家族の安全を願い、感謝する習わしとして

古くから受け継がれてきた。

時代の流れのなかで少しずつ形を変えてきた祭り。

それでも常に、人は「祭り」に心躍らせる。

三
者
三
様

〜
奴
行
列
〜

や
っ
こ

大竹奴

玖波奴

小方奴

　小
方
・
玖
波
・
大
竹
の
秋
祭
り
は
、
い

ず
れ
も
勇
壮
な
奴
行
列
が
ま
ち
を
練
り
歩

く
。　こ

れ
は
、
江
戸
時
代
の
大
名
行
列
や
参

勤
交
代
の
と
き
に
、
武
器
や
武
具
を
兵
員

と
と
も
に
携
行
さ
せ
て
い
た
こ
と
の
名
残

で
あ
る
。
奴
に
は
、
直
属
の
兵
員
の
ほ

か
、
地
元
の
住
民
が
雇
わ
れ
て
行
列
に
加

わ
っ
て
振
り
を
披
露
し
て
い
た
こ
と
か

ら
、
現
在
も
広
く
各
地
で
奴
行
列
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
。

　明
治
時
代
に
大
名
行
列
は
消
滅
し
た

が
、
そ
の
と
き
の
道
具
一
式
を
神
社
が
引

き
取
っ
た
こ
と
が
多
く
、
「
祭
り
」
と
い

う
形
で
現
代
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。

　一
見
す
る
と
、
ど
れ
も
同
じ
よ
う
な
行

列
だ
が
、
比
べ
て
み
る
と
、
声
や
振
り
方

な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
が
あ
る
。

　町
ご
と
の
歴
史
や
成
り
立
ち
の
違
い
に

よ
り
、
趣
の
異
な
る
奴
行
列
が
、
勇
壮
に

秋
の
西
国
街
道
を
練
り
歩
く
。

　掛け声に合わせて、するどい眼差しで進む大竹
奴。毛槍を投げて渡す姿は大竹だけ。受け渡しが
成功すると沿道から大きな拍手が沸き起こる。
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まちを動かす　ひと・夢・こころ

おおたけの奴行列のお話
周年
企画60

◀は槍など、〇は人　　　　　　　※　人数により変更することがあります。

小方奴行列の形

 

◀は槍など、〇は人　　　　　　　※　人数により変更することがあります。

玖波奴行列の形

（上）和田家で槍と衣装を借
り受け、祭に向けて気を引き
締める。（右）奴の後ろを子
ども侍が続く。（下）地域の
人によるバザーを開き、祭り
を盛り上げた。

（左）巫女が荘厳な舞を奉
納する。（下）重たい御輿
を上下に振り、沿道の見物
客を魅了した。

（左）出発前の準備に気合が入る。
（上）わらじを履いて道中をねり歩く。
終わる頃には底がすり切れている。

（上）慎重にガード下をくぐる。
（右）右へ左へと豪快に練り歩く、
御輿の担ぎ手たち。

迫力ある猿田彦におもわず顔が
こわばる子どもたち。

　
小
方
奴
は
静
寂
の
な
か
を
行
く
。

「
掛
け
声
」
も
な
け
れ
ば
、
槍
も
交

代
し
な
い
。
拍
子
木
か
ら
響
く
音
に

合
わ
せ
て
、
粛
々
と
進
ん
で
い
く
。

こ
れ
は
、
小
方
の
奴
行
列
が
亀
居
城

か
ら
出
発
す
る
と
き
の
「
出
立
ち
」

の
所
作
を
継
承
し
て
い
る
た
め
と
言

わ
れ
て
い
る
。

　
通
常
、「
出
立
ち
」
の
朝
は
早
い
。

そ
の
た
め
、
城
の
周
り
で
は
物
音
を

立
て
な
い
よ
う
、
ま
た
、
派
手
さ
を

押
さ
え
た
所
作
に
な
っ
た
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
小
方
奴
が
「
忍
び
奴
」

と
呼
ば
れ
る
の
は
、
こ
の
た
め
だ
。

　
先
頭
を
行
く
ひ
と
き
わ
長
い
槍
が

目
を
引
く
。
長
さ
は
４
メ
ー
ト
ル
半

を
超
え
、
他
の
槍
と
比
べ
て
も
突
出

し
て
い
る
。

　
こ
の
長
槍
は
「
御
目
付
奴
」
と
呼

ば
れ
、
か
つ
て
割
庄
屋
で
あ
っ
た
和

田
家
が
現
在
も
保
管
し
て
い
る
。
祭

り
の
前
日
に
は
、
御
目
付
奴
を
務
め

る
者
が
力
強
い
口
上
を
述
べ
た
後
、

槍
と
衣
装
を
借
り
受
け
る
。

　
こ
の
細
く
長
い
槍
は
、
終
始
、
寸

分
た
り
と
も
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
い
。一

点
を
見
つ
め
、一糸
乱
れ
ぬ
様
で
進
ん

で
い
く
。

　
行
列
を
包
む
静
け
さ
が
、
む
し
ろ
、

そ
の
美
し
さ
を
際
立
た
せ
て
い
る
か

と
思
え
る
ほ
ど
、
息
の
合
っ
た
振
り

を
見
せ
る
。

一
糸
乱
れ
ぬ
美
し
さ

小方祭
～忍び奴～

　
玖
波
は
、
か
つ
て
西
国
街
道
の
宿
場
と

し
て
栄
え
、
32
番
宿
と
し
て
大
名
が
宿

泊
す
る
本
陣「
洪
量
館
」が
置
か
れ
て
い
た
。

　
玖
波
奴
は
、
大
名
が
本
陣
に
入
る
と
き
、

案
内
の
た
め
「
先
払
い
」
と
し
て
行
っ
た

所
作
を
継
承
し
て
い
る
た
め
「
陣
入
奴
」

と
呼
ば
れ
る
。

　
抑
揚
の
効
い
た
独
特
の
掛
け
声
が
行

列
の
到
来
を
知
ら
せ
る
。
先
頭
の
箱
奴
の

「
イ
ン
ヨ
ー
ヒ
ー
」
の
声
に
、中
奴
が
「
イ

ン
ヨ
ー
ト
マ
ー
ジ
」
と
続
く
。
最
後
尾
の

大
奴
が
「
イ
ン
ヨ
ー
ガ
ヘ
ノ
ヘ
」
と
締
め
る
。

　「
イ
ン
ヨ
ー
」
と
は
中
国
易
学
の
「
陰

陽
」
を
指
す
と
さ
れ
、一
連
の
掛
け
声
は

「
相
反
す
る
２
つ
の
性
質
が
調
和
し
交
わ

る
こ
と
に
よ
り
、
何
事
も
前
進
す
る
こ
と

が
で
き
る
」と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
槍
は
二
人
一
組
で
担
ぐ
た
め
、
随
所
で

交
代
す
る
。
華
麗
な
舞
い
を
見
せ
な
が
ら

前
後
入
れ
替
わ
っ
た
か
と
思
う
と
、
槍
を

受
け
渡
す
瞬
間
、一気
に
力
強
さ
を
増
す
。

見
せ
場
は
、
本
陣
に
到
着
し
た
と
き
に
行

う
”振
り
込
み
“で
あ
る
。

　
卯
建
の
残
る
ま
ち
並
み
を
、
厳
粛
な

空
気
に
包
ま
れ
て
力
強
く
行
列
が
進
む

様
は
、
歴
史
の
重
さ
と
当
時
の
風
情
を

思
い
起
こ
さ
せ
る
。

厳
か
に 

力
強
く

玖波祭
～陣入奴～

お
め
つ
け
や
っ
こ

こ
う
り
ょ
う
か
ん

じ
ん
い
り
や
っ
こ
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まちを動かす　ひと・夢・こころ

おおたけの奴行列のお話
周年
企画60

◀は槍など、〇は人　　　　　　　※　人数により変更することがあります。

大竹奴行列の形

力
強
い
太
鼓
の
音
色
を
響
か
せ
た

大
瀧
太
鼓
の
メ
ン
バ
ー
。

（上）威勢のいい掛け声で練り歩
く女性だけの華御輿。（左）「ワッ
ショイ、ワッショイ」と子どもた
ちの元気のいい声が響いた。（下）
各地区が作った巨大な山車の行列
が見物客を圧倒。

市
制
施
行
60
周
年
記
念
の
市
民

提
案
事
業
と
し
て
、
８
月
23
日

に
歴
史
研
究
会
の
主
催
で
「
ス

ラ
イ
ド
で
見
る
ふ
る
さ
と
の
歴

史
・
文
化
財
」
と
題
し
て
講
演

会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

そ
の
な
か
で
、
会
長
で
文
化
財

審
議
会
委
員
長
で
も
あ
る
、
畠

中
　
朧
さ
ん
か
ら
、
撮
り
た
め

た
写
真
を
駆
使
し
て
大
竹
祭
、

小
方
祭
、
玖
波
祭
の
奴
行
列
の

特
徴
と
違
い
に
つ
い
て
、
解
説

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の

内
容
と
企
画
し
た
思
い
を
伺
い

ま
し
た
。

　
こ
の
企
画
を
し
た
動
機
は
、
ど

う
し
て
も
こ
の
ま
ち
に
祭
り
と
い
う

文
化
を
残
し
た
い
と
い
う
思
い
か
ら

で
し
た
。

　
大
竹
市
に
は
、
大
き
な
祭
り
が

沿
岸
部
を
中
心
に
３
つ
あ
り
ま

す
。
御
輿
や
奴
行
列
と
内
容
は
ど

れ
も
似
通
って
い
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ

れ
に
三
者
三
様
の
特
徴
が
あ
り
ま

す
。
御
輿
に
は
大
き
さ
や
担
ぎ
方

な
ど
に
違
い
が
あ
り
ま
す
。
奴
に
も

槍
の
振
り
方
や
掛
け
声
に
違
い
が

あ
り
ま
す
。
違
い
に
は
ち
ゃ
ん
と
そ

れ
ぞ
れ
に
由
来
が
あ
る
ん
で
す
ね
。

そ
う
い
う
歴
史
的
背
景
を
知
る
こ

と
で
、
祭
り
を
も
っ
と
身
近
に
感
じ

て
い
た
だ
き
た
か
っ
た

の
で
す
。

　
昔
は
、
祭
り
の
時

期
に
は
里
帰
り
す
る
人

が
多
く
て
、
同
級
生
の

姿
を
よ
く
見
か
け
て
い

た
も
の
で
す
。
祭
り
が

来
た
ら
、
家
々
に
提
灯

を
飾
っ
た
り
、
商
店
街

で
は
ア
ー
チ
を
こ
し
ら

え
た
り
、
そ
う
い
う
も

の
も
、
い
つ
の
時
代
か

ら
か
次
第
に
な
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
奴
に
し
て
も
、
巫
女
の
舞
に
し
て

も
何
カ
月
も
前
か
ら
、
相
当
練
習

を
し
て
い
ま
す
。
当
日
は
当
日
で
、

く
た
び
れ
た
顔
も
せ
ず
、一心
不
乱

に
槍
を
振
っ
た
り
、
踊
っ
た
り
し
て

い
る
。
見
る
人
も
心
し
て
見
て
あ
げ

な
く
て
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
ど
の
祭
り
も
そ
う
で
す

が
、
そ
れ
以
外
に
も
大
勢
の
人
た

ち
が
祭
り
を
盛
り
上
げ
よ
う
と
い

う
気
持
ち
で
準
備
を
し
、
当
日
も

た
いへ
ん
な
ご
尽
力
を
さ
れ
て
い
ま

す
。

　
そ
う
い
う
「
地
域
の
文
化
を
守

ろ
う
」
と
い
う
姿
勢
が
、
大
竹
市

を
盛
り
上
げ
、
引
い
て
は
生
ま
れ

育
っ
た
”ま
ち
“を
愛
す
る
気
持
ち
に

つ
な
が
っ
て
い
く
と
信
じ
て
い
ま

す
。

わ
が 

ふ
る
さ
と
に
舞
う 

三
大
祭

３つの奴行列が勢ぞろい
奴フェスティバル

「
大
竹
市
の
文
化
を
知
っ
て
ほ
し
い
」
と
語
る
畠
中
さ
ん
。

講演会の様子

問い合わせ　大竹奴フェスティバル実行委員会（中原携帯 ☎090‐1353‐1467）

　秋祭りを彩る大竹・小方・玖波の奴行列が一堂
に会して練り歩きます。
　それぞれに趣の異なる行列を見比べながら、勇壮
な姿をお楽しみください。

と　き
　11月９日㈰
　10時 30分～11時 30分（小雨決行）
ところ
　大竹駅前～翠橋（約 400ｍ）

総合市民
会館

翠 

橋大竹駅

歩行区間
（10時30分～12時
  は車両進入禁止）

〔出発予定〕
小方奴  10時30分　   大竹奴  10時50分
玖波奴  11時10分　   ※　各20～30分程度

　「
ア
ー
ヨ
イ
ナ
」「
ア
イ
ヤ
サ
ノ
サ
ー
」
威

勢
の
よ
い
掛
け
声
に
乗
って
行
列
が
進
む
。

　
大
竹
祭
は
、
宗
像
三
女
神
の
三
女
で
あ

る
湍
津
姫
が
次
女
の
田
心
姫
に
会
い
に
行

く
様
を
表
し
て
い
る
。
そ
の
道
の
り
を
に
ぎ

や
か
に
し
、
楽
し
ま
せ
る
た
め
、
山
車
や

奴
行
列
が
飾
り
立
て
案
内
し
て
い
る
。

　
大
竹
奴
は
、
江
戸
時
代
か
ら
の
大
名
行

列
を
直
接
引
き
継
い
だ
も
の
で
は
な
く
、

岩
国
市
関
戸
地
区
か
ら
伝
承
さ
れ
た
と
言

わ
れ
て
い
る
。
そ
の
歴
史
は
古
く
、
明
治

初
期
に
は
、
す
で
に
奴
行
列
が
祭
り
に
彩

り
を
添
え
て
い
た
そ
う
だ
。

　「
道
中
奴
」
と
呼
ば
れ
る
大
竹
奴
は
華

麗
さ
が
際
立
っ
て
い
る
。
終
始
、
足
を
高

く
上
げ
な
が
ら
軽
や
か
に
進
む
様
は
独
創

的
で
、
そ
れ
だ
け
で
も
見
応
え
が
あ
る
。

　
槍
の
交
代
と
も
な
る
と
な
お
さ
ら
で
、

受
け
手
が
舞
い
な
が
ら
前
に
出
て
反
転

す
る
と
、
放
た
れ
た
槍
は
、
直
立
の

ま
ま
見
事
そ
の
手
に
納
ま
る
。

　
こ
の
所
作
は
、
前
後
左
右
４
人
が

呼
吸
を
合
わ
せ
て
行
う
。
左
右
２
人

の
受
け
手
が
、
頃
合
い
を
見
計
ら
い

「
ア
ー
ヨ
ー
イ
ナ
」
と
発
す
る
。
こ
れ

が
交
代
を
打

診
す
る
合
図

で
あ
る
。
持

ち
手
の
「
ア

イ
ヤ
サ
ノ

サ
ー
」
が
了

解
の
返
事
と

な
り
、一
連

の
動
作
が
始

ま
る
。

　一
般
的
に

宿
場
や
城
か
ら
離
れ
た
道
中
で
は
、
あ
る

程
度
、
自
由
な
所
作
が
許
さ
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
槍
を
投
げ
放
っ
て
の

交
換
は
、
全
国
的
に
も
珍
し
い
も
の
と
言

わ
れ
て
い
る
。

　
華
や
か
で
小
気
味
よ
い
「
道
中
奴
」
が
、

情
緒
豊
か
に
秋
祭
り
を
締
め
く
く
る
。

軽
快
に 

華
や
か
に

大竹祭
～道中奴～

み
こ
し

み 

こ

し
ゅ
ん
ろ
う

た
き
つ
ひ
め

ど
う
ち
ゅ
う
や
っ
こ

た
ご
り
ひ
め

む
な
か
た
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