
が
誇
る
13
台
の
山
車
は
、
朱
塗
り
が
基
本
。
旗
や
提
灯
（
ち
ょ

う
ち
ん
）
で
豪
華
に
飾
ら
れ
、
祭
り
の
主
役
を
演
じ
る
。

松
宝
丸
（
陣
屋
町
、
海
岸
町
）
は
北
前
船
を
か
た
ど
っ
た
。

そ
の
他
の
12
台
は
２
段
構
造
。
上
段
に
歴
史
上
の
人
物
の
像
を

乗
せ
、
下
段
で
太
鼓
を
た
た
く
。

山
車
の
サ
イ
ズ
は
高
さ
約
４
メ
ー
ト
ル
、
幅
約
３
メ
ー
ト
ル
、

長
さ
約
４
メ
ー
ト
ル
。
松
宝
丸
だ
け
は
低
く
て
縦
長
だ
が
、
そ

の
分
、
松
を
あ
し
ら
っ
た
大
き
な
帆
を
掲
げ
て
い
る
。
神
功

（
じ
ん
ぐ
う
）
皇
后
の
京
人
形
が
乗
っ
た
神
功
山
（
愛
宕
町
）

と
松
宝
丸
は
道
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

山
車
と
共
に
奏
で
ら
れ
る
囃
子
は
京
都
・
祇
園
の
流
れ
を
く

む
。
行
進
し
て
い
る
と
き
の
滑
ら
か
な
「
行
き
山
」
神
社
や
各

家
の
前
で
止
ま
る
と
き
の
荘
厳
な
「
立
て
山
」
宿
に
帰
る
と
き

の
テ
ン
ポ
の
速
い
「
帰
り
山
」
と
使
い
分
け
ら
れ
る
。

◆
宵
宮
祭

祭
り
初
日
の
９
日
は
宵
宮
祭
。「
魂
入
れ
」
の
後
、
子
供
た

ち
が
町
内
で
山
車
を
引
き
回
し
た
。
夜
、
行
列
の
先
頭
を
行
く

山
車
が
神
前
で
決
め
ら
れ
た
。

◆
本
祭
初
日

10
日
、
各
町
内
か
ら
山
車
が
姥
神
大
神
宮
に
集
合
。
午
後
１

時
ご
ろ
、
猿
田
彦
と
神
輿
（
み
こ
し
）
の
神
社
行
列
を
先
頭
に
、

上
町
地
区
に
渡
御
行
列
が
出
発
し
た
。
昼
は
子
供
た
ち
が
中
心

で
、
笛
を
吹
く
の
も
太
鼓
を
打
つ
の
も
子
供
た
ち
。
大
人
は
あ

ま
り
顔
を
見
せ
な
い
。
今
年
の
祭
り
は
、
小
雨
の
降
る
あ
い
に

く
の
天
気
だ
っ
た
が
、
子
供
た
ち
の
奏
で
る
荘
厳
な
囃
子
が
古

い
街
並
み
に
マ
ッ
チ
し
て
神
秘
的
な
雰
囲
気
に
包
ま
れ
た
。

そ
し
て
夜
。
大
人
の
数
が
一
挙
に
増
え
て
祭
り
気
分
が
み
な

ぎ
っ
た
。
山
車
を
引
っ
張
る
男
た
ち
は
、
行
く
先
々
の
家
々
に

「
結
構
な
お
祭
り
で
」
と
あ
い
さ
つ
し
て
、
ず
か
ず
か
と
入
っ

て
い
っ
た
。
家
人
は
嫌
な
顔
一
つ
せ
ず
、
ご
ち
そ
う
や
酒
を
振

る
舞
い
ご
祝
儀
を
渡
し
た
。
男
た
ち
も
ど
の
山
車
の
所
属
か
を

示
す
名
刺
を
渡
し
、
時
に
は
お
礼
の
切
り
声
を
大
声
で
歌
っ
た
。

ご
祝
儀
の
よ
く
出
る
家
に
は
長
く
と
ど
ま
っ
た
。
祭
り
の
経
費

は
ご
祝
儀
で
ま
か
な
わ
れ
る
た
め
、
各
山
車
は
必
死
だ
。
も
っ

と
も
、
結
局
は
持
ち
出
し
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
。

午
後
７
時
ご
ろ
、
愛
宕
町
の
狭
い
道
を
電
灯
を
き
ら
め
か
せ

て
山
車
が
行
進
。
囃
子
は
激
し
く
大
き
く
な
っ
た
。
さ
ら
に
、

午
後
10
時
ご
ろ
、
大
神
宮
の
鳥
居
前
に
集
合
。
夜
の
間
も
小
雨

は
断
続
的
に
降
っ
て
い
た
が
、
祭
り
の
テ
ン
シ
ョ
ン
は
上
が
る

ば
か
り
だ
っ
た
。
山
車
の
行
進
の
間
に
、
姥
神
大
神
宮
で
午
後

９
時
か
ら
神
事
「
宿
入
れ
の
儀
」。
町
内
を
練
り
歩
い
た
３
基

の
神
輿
が
戻
っ
た
。

た
い
ま
つ
の
炎
で
参
道
を
掃
き
清
め
、
白
い
衣
の
男
た
ち
が

神
輿
を
担
ぎ
参
道
を
通
っ
て
石
段
を
駆
け
上
が
っ
た
。
拝
殿
に

入
ろ
う
と
す
る
が
、
一
度
で
は
神
に
許
さ
れ
な
い
。
１
基
目
は

７
回
目
、２
基
目
は
５
回
目
、３
基
目
は
３
回
目
で
や
っ
と
納
め

ら
れ
た
。
最
後
の
神
輿
が
拝
殿
に
納
め
ら
れ
た
瞬
間
、
息
を
の

ん
で
い
た
観
衆
か
ら
大
き
な
歓
声
と
拍
手
が
沸
き
起
こ
っ
た
。

◆
最
終
日

11
日
、
山
車
は
下
町
地
区
を
行
進
。
昼
間
は
前
日
と
変
わ
ら

な
い
が
、
夜
、
祭
り
は
最
大
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
迎
え
た
。

午
後
９
時
半
ご
ろ
、
山
車
が
繁
華
街
の
新
地

町
に
集
合
。
山
車
を
紹
介
し
「
２
日
間
の
巡
行
、

ご
苦
労
様
で
す
」
と
い
う
ア
ナ
ウ
ン
ス
の
た
び

に
歓
声
が
上
が
っ
た
。

照
明
に
輝
く
13
台
が
通
り
に
並
び
、
そ
れ
ぞ

れ
固
有
の
囃
子
を
奏
で
る
様
は
ま
さ
に
壮
観
。

江
差
の
中
心
街
の
通
り
が
、
山
車
と
観
客
で
す

し
詰
め
状
態
に
な
っ
た
。
山
車
の
照
明
と
ネ
オ

ン
が
熱
狂
す
る
人
達
の
顔
も
照
ら
し
出
し
、
光

と
歓
声
と
囃
子
が
ま
ち
を
包
み
込
ん
だ
。

山
車
を
引
っ
張
っ
て
き
た
若
者
た
ち
が
、
最

も
熱
狂
す
る
の
が
「
ば
か
囃
子
」
だ
。
若
者
ら
は
「
１
銭
け
れ
、

１
銭
け
れ
。
１
銭
も
ら
っ
て
何
す
ん
の
！
」
と
絶
叫
。
太
鼓
の

た
た
き
手
は
力
の
限
り
ば
ち
を
振
る
い
、
山
車
の
上
に
乗
り
電

線
か
ら
山
車
を
守
る
「
線
取
り
」
が
棒
を
床
に
た
た
き
つ
け
た
。

若
者
た
ち
は
何
か
に
つ
か
れ
た
よ
う
に
肩
を
組
ん
で
激
し
く
騒

ぎ
、
息
を
つ
く
間
も
な
く
何
十
分
も
囃
子
を
続
け
た
。
感
極
ま

っ
て
泣
き
出
し
て
し
ま
う
若
い
男
性
の
姿
も
あ
っ
た
。

◆
祭
り
の
あ
と

祭
り
が
終
わ
っ
て
も
、
山
車
は
な
か
な
か
動
こ
う
と
し
な
い
。

何
度
も
注
意
さ
れ
「
か
え
り
山
」
を
奏
で
な
が
ら
、
名
残
を
惜

し
み
、
し
ぶ
し
ぶ
と
引
き
揚
げ
宿
に
山
車
を
戻
し
た
。

そ
の
あ
と
、
静
か
に
祝
宴
が
開
か
れ
た
。
み
ん
な
疲
れ
き
っ

て
い
る
。
何
か
を
や
り
遂
げ
た
よ
う
な
、
そ
れ
で
い
て
寂
し
げ

な
表
情
。
清
正
山
の
頭
取
・
番
重
守
さ
ん
（
57
）
は
「
祭
り
が

終
わ
る
と
寂
し
く
な
る
。
で
も
明
日
か
ら
は
も
う
、
次
の
祭
り

が
早
く
こ
な
い
か
と
頭
の
中
で
考
え
出
し
て
し
ま
う
ん
だ
」
と

笑
っ
た
。

祭
り
の
数
日
後
に
の
ぞ
い
た
祭
り
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
「
姥

神
大
神
宮
祭
ま
で
あ
と
３
６
０
日
」
と
書
き
込
ん
で
あ
っ
た
。

姥神大神宮 
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開陽丸 

追分会館 江差町役場 

江差署 

（上町巡行） （下町巡行）

山車の巡行コース 
JR江差駅 

新地町繁華街 

●お問合せ先

江差町観光協会 Tel.01395-2-4815
江差町商工観光課 Tel.01395-2-1020

Data
日程：8月9日～11日（毎年）

人出：3日間で約7万人

山車：13基


