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て
い
る
の
か
。文
化
庁
の
調
査
事
業
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

調
査
は
文
化
庁
の
文
化
遺
産
地
域
活
性
化
推
進
事
業

の
一
環
で
す
。
調
査
員
の
国
学
院
大
教
授
の
茂
木
栄
さ

ん
（
62
）、
御お
ん

嶽た
け

山さ
ん

御
嶽
神し
ん

明め
い

社し
ゃ

禰ね

宜ぎ

の
佐
藤
一か
ず

伯の
り

さ

ん
（
44
）
が
、
祭
り
の
期
間
中
、
町
に
入
り
ま
し
た
。

各
団
体
の
関
係
者
の
聞
き
取
り
調
査
を
し
、
一
連
の
例

大
祭
の
行
事
を
見
学
し
ま
し
た
。

　

町
の
郷
土
芸
能
は
、
町
内
の
そ
れ
ぞ
れ
の
集
落
で
、

親
か
ら
子
、
子
か
ら
孫
へ
と
伝
承
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

江
戸
時
代
に
創
作
さ
れ
た
と
さ
れ
る
吉
里
吉
里
虎
舞
講

中
の
よ
う
に
町
の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い

る
も
の
も
あ
れ
ば
、
城
山
虎
舞
の
よ
う
に
平
成
に
入
っ

て
か
ら
活
動
を
始
め
た
団
体
も
あ
り
ま
す
。
同
じ
よ
う

な
郷
土
芸
能
が
、
並
存
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
す
。

　

町
郷
土
芸
能
保
存
団
体
連
合
会
は
平
成
4

（
1
9
9
2
）
年
に
結
成
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
は

互
い
に
張
り
合
い
、
ぶ
つ
か
り
合
う
こ
と
も
あ
っ
た
そ

う
で
す
。

　

祭
り
を
見
た
茂
木
さ
ん
は「
独
自
色
が
濃
い
地
域
が
、

競
い
合
い
、継
承
さ
れ
て
き
た
」
と
分
析
し
て
い
ま
す
。

佐
藤
さ
ん
は
「
震
災
後
、
祭
り
は
、
復
興
に
向
け
て
町

民
が
心
を
一
つ
に
す
る
場
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ

ま
し
た
」
と
話
し
て
い
ま
す
。

臼
澤
鹿
子
踊

金
澤
鹿
子
踊

上
亰
鹿
子
踊

吉
里
吉
里
鹿
子
踊

徳
並
鹿
子
踊

安
渡
大
神
楽

吉
里
吉
里
大
神
楽

城
内
大
神
楽

中
須
賀
大
神
楽

浪
板
大
神
楽

花
輪
田
神
楽

松
の
下
大
神
楽

安
渡
虎
舞

大
槌
城
山
虎
舞

吉
里
吉
里
虎
舞
講
中

向
川
原
虎
舞

陸
中
弁
天
虎
舞

雁
舞
道
七
福
神

後
5
時
過
ぎ
に

戻
っ
て
き
ま
し

た
。
交
代
し
て

担
ぐ
と
は
い
え
、

途
中
で
走
っ
た

り
、
神
輿
を
ぐ

る
ぐ
る
回
し
た

り
す
る
た
め
、

肉
体
的
に
楽
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

担
ぎ
手
は
募

集
さ
れ
、
衣
装

は
神
社
で
準
備

さ
れ
ま
し
た
。

「
大
槌
を
離
れ
て
い
て
も
、
祭
り
に
は
戻
っ
て
き
て
神

輿
を
担
ぐ
人
が
少
な
く
な
い
」
と
社
人
会
会
長
の
三
浦

順
さ
ん
（
40
）。
昨
年
、
初
め
て
担
ぎ
手
に
応
募
し
た

埼
玉
県
上
尾
市
の
大
学
4
年
生
鈴
木
健
太
さ
ん
（
23
）

は
「
3
年
、
担
が
な
い
と
御
利
益
が
な
い
と
い
う
の
で

今
年
も
応
募
し
ま
し
た
」
と
話
し
、
町
役
場
の
応
援
職

員
中
村
彬あ
き

良ら

さ
ん
（
24
）
は
「
つ
ら
か
っ
た
け
れ
ど
沿

道
の
声
援
で
頑
張
れ
た
」
と
語
っ
て
い
ま
す
。

　
集
落
に
根
付
く
郷
土
芸
能

　
　
　
～
文
化
庁
が
調
査
を
始
め
る

　

鹿
子
踊
、
神
楽
、
虎
舞
…
…
。
町
内
に
は
20
を
超
え

る
郷
土
芸
能
の
団
体
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
18
団
体
が
町

郷
土
芸
能
保
存
団
体
連
合
会
に
加
盟
し
て
い
ま
す
。
な

ぜ
、
数
多
く
の
郷
土
芸
能
団
体
が
地
域
に
根
付
い
て
活

動
し
て
い
る
の
か
。
ど
の
よ
う
に
し
て
後
継
者
を
育
て

　
祭
り
を
彩
る
山
車
を
制
作

　
　
　
～
宮
大
工
の
小
石
幸
悦
さ
ん

　

町
内
の
仮
設
住
宅
に
住
む
宮
大
工
の
小
石
幸こ
う

悦え
つ

さ
ん

（
66
）
は
、
次
男
の
幸こ
う

輝き

さ
ん
（
32
）
と
と
も
に
、
震

災
後
4
基
の
山
車
を
制
作
し
ま
し
た
。
震
災
で
失
わ
れ

た
中な
が

須す

賀が

大
神
楽
、
城
内
大
神
楽
、
吉
里
吉
里
大
神
楽
、

雁が
ん

舞ま
い

堂ど
う

七し
ち

福ふ
く

神じ
ん

の
山
車
で
す
。
ヒ
ノ
キ
造
り
の
、
す
が

す
が
し
い
山
車
は
、
町
民
の
復
興
へ
願
い
を
乗
せ
て
、

大
槌
の
祭
り
を
盛
り
上
げ
ま
し
た
。

　

小
石
さ
ん
は
中
心
市
街
地
に
住
ん
で
い
て
被
災
し
、

母
親
、
姉
、
お
い
を
失
く
し
ま
し
た
。
仕
事
場
も
津
波

に
襲
わ
れ
、
道

具
類
は
ほ
と
ん

ど
が
流
さ
れ
ま

し
た
。
山
車
の

注
文
に
応
じ
ら

れ
る
状
況
で
は

あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
し
か
し
、

小
石
さ
ん
は
、

こ
う
考
え
ま
し

た
。
祭
り
は
ま

ち
を
元
気
に
す

る
。
地
域
再
生
、

雁舞堂七福神の山車と小石幸悦さん＝ 9月 6日、小鎚

神輿渡御を控えた担ぎ手たち＝9月23日、小鎚神社

祭りの調査の打ち合わせをする
茂木栄さん（右）と佐藤一伯さ
ん（左）＝9月23日、小鎚神社

　
「
吉
里
吉
里
祭
り
」
は
、
8
月
25
日
、
天
照
御み
お
や祖
神
社
を
中
心
に
開

か
れ
ま
し
た
。
繰
り
出
し
た
神
輿
の
列
に
、
鹿
子
踊
、
大
神
楽
、
虎
舞

が
加
わ
り
、
祭
り
を
盛
り
上
げ
ま
し
た
。

　

午
前
9
時
前
、
神
輿
が
出
発
し
ま
し
た
。「
オ
ー
ヨ
」「
オ
ー
ヨ
」
と

い
う
掛
け
声
が
浜
風
に
乗
っ
て
、
周
辺
に
こ
だ
ま
し
ま
し
た
。
鹿
子
踊

が
先
導
役
で
、
大
神
楽
、
神
輿
と
続
き
、
神
輿
を
虎
舞
が
後
押
し
し
ま

し
た
。
神
輿
の
列
は
吉
里
吉
里
海
岸
に
向
か
い
、
砂
浜
で
、
震
災
犠
牲

者
の
慰
霊
と
鎮
魂
の
た
め
に
、
大お
お

祓
は
ら
え

式し
き

を
執
り
行
い
ま
し
た
。
神
輿

の
列
は
そ
の
後
、
吉
里
吉
里
地
区
内
を
練
り
歩
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
ど

こ
ろ
で
、
郷
土
芸
能
の
演
舞
が
あ
り
、
沿
道
に
集
ま
っ
た
人
た
ち
の
目

を
楽
し
ま
せ
ま
し
た
。

　

午
後
1
時
過
ぎ
に
、
神
社
前
の
広
場
で
フ
ィ
ナ
ー
レ
を
迎
え
、
神
輿
、

鹿
子
踊
、
大
神
楽
、
虎
舞
の
四
者
で
混こ
ん

沌と
ん

と
し
た
輪
が
出
来
ま
し
た
。

１
ヵ
月
早
く
「
吉
里
吉
里
祭
り
」

祭
り
舞
台
裏
の
人
た
ち

復
興
へ
の
足
が
か
り
に
な
る
。
何
と
し
て
も
山
車
を

造
っ
て
祭
り
を
盛
り
上
げ
よ
う
と
。

　

す
べ
て
の
山
車
が
総
ヒ
ノ
キ
造
り
。
彫
刻
、
屋
根
の

銅
板
葺ぶ
き

ま
で
、
親
子
で
手
が
け
ま
し
た
。
中
央
部
が
弓

型
で
、
左
右
両
端
が
反
り
返
っ
た
唐か
ら

破は

風ふ

作
り
に
、
四

方
千
鳥
の
屋
根
を
組
み
合
わ
せ
た
山
車
は
、
奈
良
や
京

都
で
修
業
し
て
身
に
付
け
た
技
術
が
生
か
さ
れ
て
い
ま

す
。
山
車
制
作
に
は
日
本
財
団
な
ど
か
ら
の
助
成
金
が

充
て
ら
れ
ま
し
た
。

　

小
石
さ
ん
は
「
こ
れ
か
ら
も
、
持
っ
て
い
る
技
術
を

生
か
し
、ま
ち
を
元
気
づ
け
た
い
」
と
話
し
て
い
ま
す
。

　
担
ぎ
手
に
全
国
か
ら
108
人

　
　
　

～
２
基
の
神
輿
渡
御
の
応
援
に

　

小
鎚
神
社
に
は
神
輿
の
担
ぎ
手
に
よ
る
「
社し
ゃ

人に
ん

会か
い

」

と
い
う
団
体
が
あ
り
ま
す
。
固
定
し
た
メ
ン
バ
ー
は
15

人
ほ
ど
。
神
輿
渡
御
で
は
、
全
国
か
ら
の
応
援
組
が
加

わ
り
、
1
0
8
人
で
神
輿
を
担
ぎ
ま
し
た
。

　

小
鎚
神
社
に
は
2
基
の
神
輿
が
あ
り
ま
す
。
担
ぎ
手

は
身
長
1
7
0
セ
ン
チ
以
上
、
以
下
の
2
組
に
分
か

れ
て
担
ぎ
ま
し
た
。
身
長
に
差
が
あ
る
人
が
入
り
混
じ

る
と
、
う
ま
く
担
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
で
す
。

　

神
輿
は
神
社
か
ら
午
前
9
時
ご
ろ
に
繰
り
出
し
、
午

大
槌
町
郷
土
芸
能
保
存
団
体

連
合
会
加
盟
の
18
団
体

�

（
※
五
十
音
順
）

町
を
あ
げ
て
の
祭
り
が
今
年
も
盛
大
に
催
さ
れ
ま
し
た
。
祭
り
を
盛
り
上
げ
た
舞
台
裏
の
人
た
ち
を
追
い
ま
し
た
。


