
　
祭
り
の
本
質
は
神
の
歓か

ん
た
い待

で
す
。
普
遍
的

な
願
い
で
あ
る
天
下
泰
平
、
五
穀
豊
穣
な
ど
、

人
々
の
祈
り
や
感
謝
を
伝
え
る
た
め
に
、
神

を
招
き
、
仕
え
、
奉
る
と
と
も
に
供
え
物
や

芸
能
娯
楽
を
も
っ
て
神
々
を
も
て
な
し
ま
す
。

神
は
人
と
似
て
非
な
る
も
の
で
す
が
、
民
俗

の
世
界
で
は
人
が
喜
ぶ
こ
と
は
神
も
喜
ぶ
と

考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
今
日
の
祭
り
で

行
わ
れ
る
芸
能
の
基
礎
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
政
治
の
こ
と
を
「
ま
つ
り
ご
と
」

と
も
呼
ぶ
の
は
、
古
代
日
本
で
は
、
祭さ

い

し祀
を

司
る
者
と
政
治
を
司
る
者
が
一
致
し
た
体
制

で
あ
っ
た
た
め
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
の
祭
り
文
化

特
集

歴
史
と
文
化
が
香
る 

信
州
中
野
の
秋
祭
り

　
信
州
中
野
の
秋
の
夜
―
。
市
内
各

地
区
で
秋
祭
り
が
行
わ
れ
、
心
待
ち

に
し
て
い
た
地
域
の
皆
さ
ん
は
自
然

と
笑
顔
に
包
ま
れ
ま
す
。

　
獅
子
舞
の
華
麗
な
舞
や
、
笛
と
太

鼓
の
心
弾
ま
せ
る
音
色
は
、
今
と
昔

を
つ
な
ぐ
「
歴
史
と
文
化
」
を
運
ん

で
き
ま
す
―
。

④⑤

祭
り
の
目
的

　
農
村
に
お
い
て
の
祭
り
は
、
春
祭
り
と
秋

祭
り
に
分
か
れ
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
で

す
が
、
そ
の
目
的
と
し
て
は
、
春
は
そ
の
年

の
豊
作
を
祈
り
、
秋
は
収
穫
に
感
謝
す
る
祭

り
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
春
祭
り

に
は
ど
こ
と
な
く
緊
張
感
が
あ
り
ま
す
が
、

秋
は
緊
張
か
ら
解
放
さ
れ
た
人
々
が
一
丸
と

な
っ
て
収
穫
を
喜
び
合
う
た
め
、
大
変
賑
や

か
な
も
の
と
な
り
ま
す
。

　
娯
楽
の
少
な
い
時
代
、
祭
り
は
村
人
が
一

同
に
集
ま
る
貴
重
な
機
会
で
あ
り
、
そ
こ
で

奉
納
さ
れ
る
芸
能
を
皆
が
楽
し
み
ま
し
た
。

そ
れ
は
同
時
に
来
訪
し
た
神
を
「
皆
で
も
て

な
す
こ
と
」
と
同
義
で
も
あ
り
ま
し
た
。
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※
こ
の
特
集
は
平
成
26
年
11
月
に
行
わ
れ
た
も
の
で
す
。



※１、２、３：南永江区　※４、５：西江部区　※６、７：桜沢区

①

②

③

⑥⑦

　
お
祭
り
の
獅
子
舞
や
お
囃
子
が
自
発
的
に

作
ら
れ
た
と
い
う
所
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ

ん
。
ほ
か
の
地
域
か
ら
学
ん
だ
り
伝
わ
っ
た

も
の
が
発
祥
の
起
源
と
な
る
場
合
が
多
く
、

獅
子
舞
や
お
囃
子
は
、
近
隣
の
村
や
地
域
と

と
て
も
密
接
な
関
係
に
あ
り
ま
す
。

　
例
え
ば
、
神
楽
に
三
味
線
を
用
い
る
と
こ

ろ
を
よ
く
「
イ
タ
コ
」
と
呼
び
ま
す
が
、
こ

の
三
味
線
を
用
い
た
神
楽
が
市
内
南
部
の
延

徳
、
平
野
、
高
丘
一
帯
に
広
が
っ
て
い
ま
す
。

市
内
だ
け
で
な
く
、
そ
の
範
囲
が
小
布
施
町

や
長
野
市
豊
野
方
面
へ
と
街
道
筋
に
沿
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
、
道
中
で
伝
え
合
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
竹
原
区
で
行
わ
れ
る
花
火
は
、
秋

祭
り
の
奉
納
花
火
の
先
駆
的
存
在
で
あ
り
、

こ
れ
が
起
点
と
な
っ
て
、
市
内
各
地
で
奉
納

花
火
を
上
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
る
こ
と
も
大
変
興
味
深
い
も
の
で
す
。

信
州
中
野
と
祭
り

芸
能
の
起
源
と
伝
承

　
市
内
北
部
で
は
、
獅
子
舞
を
行
わ
ず
大
太

鼓
を
盛
大
に
叩
き
鳴
ら
し
、
獅
子
舞
の
代
わ

り
に
奉
納
す
る
様
子
も
見
ら
れ
ま
す
。
こ
の

よ
う
に
、
市
内
だ
け
で
も
数
多
く
の
特
徴
を

持
っ
た
獅
子
舞
や
お
囃
子
が
存
在
し
ま
す
。

　「
大
勢
の
人
が
皆
で
楽
し
む
。」
祭
り
の
本

質
で
あ
る
こ
の
こ
と
は
、
昔
も
今
も
変
わ
り

は
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
あ
、
信
州
中
野
の
祭
り

を
知
り
、
生
ま
れ
育
っ
た
地
域
の
祭
り
に
思

い
を
馳
せ
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
こ
に
は
き
っ

と
、
過
去
か
ら
脈
々
と
続
く
、
地
域
の
歴
史

と
文
化
の
香
り
を
感
じ
と
れ
る
は
ず
で
す
。

【
参
考
資
料
】
ふ
る
さ
と
の
祭
り
（
中
野
市
中
央
公
民
館
・

高
井
地
方
史
研
究
会
）
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