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▼
今
月
号
は
大
槌
祭
り
を
特
集
し

て
い
ま
す
。
祭
り
に
参
加
で
き
な

か
っ
た
人
に
、
少
し
で
も
祭
り
の

雰
囲
気
を
伝
え
ら
れ
れ
ば
、
と
思

い
な
が
ら
作
成
し
ま
し
た
。
広
報

担
当
に
な
り
6
ヵ
月
が
経
過
し
ま

し
た
。
町
民
の
皆
さ
ん
に
、
行
政

情
報
を
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
こ

と
を
心
掛
け
、
こ
れ
か
ら
も
頑
張

り
ま
す
。（
台
野
）
▼
今
月
号
か

ら
、
一
部
ペ
ー
ジ
の
取
材
か
ら
編

集
ま
で
外
部
に
委
託
し
作
成
し
て

も
ら
い
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
、
目

に
見
え
る
復
興
事
業
が
加
速
し
、

ど
ん
ど
ん
元
気
に
な
っ
て
い
く
大

槌
を
町
民
み
な
さ
ん
の
視
点
か

ら
、
よ
り
分
か
り
や
す
く
、
よ
り

確
実
に
発
信
し
て
い
く
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。（
花
石
）
▼

「
大
槌
祭
り
」
を
3
日
間
、
追
い

か
け
、
郷
土
芸
能
を
演
じ
る
団
体

の
多
さ
、
内
容
の
多
彩
さ
に
驚
か

さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
が
、「
お

ら
が
地
元
が
一
番
」
と
思
い
、
切

磋
琢
磨
し
て
い
る
こ
と
が
、
エ
ネ

ル
ギ
ー
に
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ

う
。
祭
り
の
盛
り
上
が
り
が
、
復

興
の
力
に
つ
な
が
る
と
信
じ
て
い

ま
す
。（
但
木
）
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　浮世絵師勝川春章の筆になる、町指定有形
文化財「絹

けん

本
ぽん

著
ちゃく

色
しょく

菊池祖睛画像」。裏面に、
天明８（1788）年に画

か

かれたとある。左端
縦一行に、「庵ちかく・・・」、と記されてい
る。長く菊池家に伝わってきたが、今回の震
災で失われた。
　写真は、花石公夫著、平成 10（1998）年
発刊「閉

へ

伊
い

の木
もく

食
じき

慈泉と祖睛」より。

　

一
部
の
紹
介
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ

ら
は
、
御
社
地
を
開
い
た
、
菊
池
祖そ

睛せ
い

の
歌
で

す
。

　

祖
睛
和
尚
は
、
全
国
を
行
脚
し
た
の
ち
、
自

身
造
営
の
東
梅
社
に
お
け
る
修
行
の
傍
ら
、
こ

う
し
た
思
い
を
、
経
典
書
写
の
巻
末
や
、
掛
け

軸
な
ど
に
残
し
て
い
ま
す
。
無
情
の
世
界
観
と

捉
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、

未
来
へ
の
希
望
と
受
け
止
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　
「
蓬
莱
島
」
は
、
も
と
は
「
珊さ
ん

瑚ご

島じ
ま

」
と
呼

ば
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。
琵
琶
法
師
が
語
っ
た

と
さ
れ
る
「
平
家
物
語
」。
琵
琶
の
標
準
的
な

大
き
さ
が
三
尺
五
寸
だ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
琵

琶
を
抱
え
る
弁
財
天
、
そ
れ
を
お
祀ま
つ

り
し
て
い

る
島
を
、
三
尺
五
寸
か
ら
、
三
と
五
、「
さ
ん
」

「
ご
」、
珊
瑚
、
珊
瑚
島
、
と
呼
ん
だ
、
と
も
言

わ
れ
て
い
ま
す
が
、
確
た
る
証
拠
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　

音
楽
が
、
あ
る
ひ
と
と
き
の
時
間
を
留
め
る

こ
と
が
で
き
る
「
装
置
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、

文
学
は
或あ
る

い
は
文
字
は
、
記
憶
を
呼
び
起
こ
す

だ
け
で
は
な
く
、
好
奇
心
を
か
き
立
て
る
「
媒

体
」
で
し
ょ
う
。

　

盛
者
必
衰
の
理
、
お
ご
れ
る
人
も
久
し
か
ら

ず
・
・
・
・
、

　

泡う
た
か
た沫

の
恋
、
よ
ど
み
に
浮
か
ん
で
い
た
の
で

し
ょ
う
か
。

　

祖
睛
和
尚
の
教
え
、
現
代
に
も
、
そ
し
て
未

来
に
も
通
じ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

（
大
槌
町
教
育
委
員
会
事
務
局

�
生
涯
学
習
課
長　

佐
々
木
健
）

　

こ
れ
ら
が
、
大
槌
と
、「
大
槌
学
の
す
ゝ
め
」

と
な
に
が
関
係
あ
る
の
？
と
訝
い
ぶ
か
る
方
も
お
あ
り

か
も
。

良
し
津
に
も　

悪
し
き
と
こ
ろ
も
身
の
船
は　

心
の
舵か

じ

の
取
る
に
ま
か
せ
む

庵
近
く　

植
え
し
桜
の
咲
く
を
観み

て　

人
知
る

ら
め
や
花
の
心
を

蒔ま

く
種
の　

生お

う
る
た
め
し
は
み
な
人
の　

知

れ
ど
空む
な

し
く
す
ぐ
る
世
の
中

　
「
津
」
は
、
ど
う
し
て
も
津
波
の
印
象
が
あ

る
で
し
ょ
う
け
ど
、
も
と
も
と
は
「
湊
み
な
と

」
と
い

う
意
味
。「
良
い
湊
に
、
或
い
は
ど
う
し
よ
う

も
な
い
と
こ
ろ
に
行
き
着
く
こ
と
も
、
自
分
自

身
を
船
に
喩た
と

え
る
な
ら
、
心
の
持
ち
よ
う
な
の

で
し
ょ
う
、
心
の
舵
の
取
り
よ
う
で
す
」
と
な

り
ま
し
ょ
う
か
。

⑥
心
の
舵
の
取
る
に
ま
か
せ
む

大
槌
学
の

　
す
ゝ
め

　
「
平
家
物
語
」
の
冒
頭
、
ご
記
憶
の
方
、
多

い
こ
と
で
し
ょ
う
。
い
や
、悩
ま
さ
れ
た
方
が
、

で
し
ょ
う
か
。

祗ぎ

園お
ん

精
し
ょ
う

舎じ
ゃ

の
鐘
の
声

諸
行
無
常
の
響
き
あ
り

娑し
ゃ

羅ら

双そ
う

樹じ
ゅ

の
花
の
色

盛じ
ょ
う

者し
ゃ

必ひ
っ

衰す
い

の
理
こ
と
わ
りを

あ
ら
は
す

お
ご
れ
る
人
も
久
し
か
ら
ず

唯た
だ

春
の
夜
の
夢
の
ご
と
し

た
け
き
者
も
遂つ

い

に
は
ほ
ろ
び
ぬ

偏ひ
と
えに

風
の
前
の
塵ち
り

に
同
じ

　

一
方
、「
方
丈
記
」。

行
く
川
の
な
が
れ
は
絶
え
ず
し
て
、
し
か
も
本

の
水
に
あ
ら
ず
。
よ
ど
み
に
浮
ぶ
う
た
か
た
は
、

か
つ
消
え
か
つ
結
び
て
久
し
く
と
ゞ
ま
る
こ
と

な
し
。


