
他県の十七夜祭

(参考)

北海道松前町
松前引揚音頭

安芸高田市

新宮神社おかげんさん

広島県尾道市因島
中庄十七夜祭

広島県大崎上島町

木江地区十七夜祭(管弦船・船競漕)

山口県平生町
ひらお十七夜祭り

の
こ
そ
う
!
阿
知
須
の
十
七
夜
祭

石
川
康
恵
(
砂
郷
)

広島県廿日市市宮島町
宮島・厳島神社

島根県浜田市

長浜天満宮

厳島十七夜祭

阿知須

十七夜祭

宇部市丸尾

丸尾十七夜祭

(参考)

大分県中津市
中津祇園

松前音頭+山車

阿
知
須
の
十
七
夜
祭
に
欠
か
せ
な
い

の
が
「
ヤ
マ
」
。
「
由
来
と
な
っ
た
宮
島
の

十
七
夜
祭
で
は
ど
ん
な
ヤ
マ
を
曳
く
の

だ
ろ
う
」
と
思
い
、
調
べ
て
み
ま
し
た
。

す
る
と
、
宮
島
で
は
「
管
絃
船
の
祭
り
」

で
ヤ
マ
は
曳
か
な
い
と
い
う
の
で
す
。
ま

た
宮
島
に
な
ら
っ
て
十
七
夜
祭
を
行
う
の

は
阿
知
須
だ
け
で
な
く
、
瀬
戸
内
海
沿
岸

を
中
心
に
多
く
残
っ
て
い
る
こ
と
も
わ
か

り
ま
し
た
。
し
か
し
、
ど
の
「
十
七
夜
祭
」
も
、

「
ヤ
マ
」
を
曳
く
の
は
県
内
・
県
外
と
も
に

み
つ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
阿
知
須
の
「
ヤ

マ
」
は
一
体
ど
こ
か
ら
来
た
の
で
し
ょ
う

か
。調

べ
る
と
、
大
分
県
中
津
市
で
5
7
0

年
の
歴
史
を
持
つ
「
中
津
祇
園
祭
」
が
、
阿

知
須
に
よ
く
似
た
形
態
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
し
た
。
中
津
祇
園
祭
で
は
、
松

前
音
頭
を
唄
い
な
が
ら
各
町
内
会
の
山

車
が
街
を
練
り
歩
き
ま
す
。
掛
け
声
も
「
ヨ

ー
イ
ト
コ
、
ヨ
ー
イ
ト
コ
セ
」
と
阿
知
須

と
同
じ
で
す
。
山
車
の
上
で
舞
踊
が
披
露

さ
れ
る
点
も
よ
く
似
て
い
ま
す
。
(
中
津

祇
園
の
映
像
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
み

る
こ
と
が
で
き
ま
す
)

大
分
と
阿
知
須
は
昔
か
ら
海
を
通
じ

交
流
が
あ
り
、
漁
師
同
士
が
漁
法
を
教
え

あ
っ
た
と
い
う
話
や
、
縄
田
の
蛭
子
神
社

の
御
神
体
が
も
と
も
と
豊
後
の
国
(
現
大

分
県
)
か
ら
来
た
と
の
言
い
伝
え
な
ど
が

残
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
阿
知
須
の
十

七
夜
祭
は
、
漁
師
や
船
員
た
ち
が
大
分
の

祭
り
を
伝
え
た
背
景
が
あ
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

阿
知
須
浦
の
多
く
の
船
乗
り
た
ち
は
、

い
っ
た
ん
航
海
に
出
る
と
1
ヶ
月
か
ら

3
ヶ
月
は
帰
れ
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
阿

知
須
十
七
夜
祭
は
航
海
安
全
と
豊
漁
祈

願
の
お
祭
り
で
す
が
、
普
段
さ
み
し
い
想

い
を
し
て
い
る
家
族
を
思
い
っ
き
り
楽

し
ま
せ
る
特
別
な
日
だ
っ
た
に
違
い
あ

り
ま
せ
ん
。
船
乗
り
た
ち
が
中
心
に
な
っ

て
家
族
や
ま
ち
の
人
た
ち
を
喜
ば
せ
よ

う
と
知
恵
を
絞
っ
た
結
果
、
御
管
絃
船
を

だ
し
「
ヤ
マ
」
を
曳
く
と
い
う
他
所
に
な

い
「
阿
知
須
十
七
夜
祭
」
を
作
り
上
げ
た

の
で
し
ょ
う
。

そ
の
船
乗
り
た
ち
の
想
い
に
馳
せ
、
廻

船
業
で
栄
え
た
阿
知
須
の
伝
統
「
十
七
夜

祭
」
を
こ
れ
か
ら
も
し
っ
か
り
継
承
し
て

い
き
た
い
で
す
ね
。
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復
刊
に
よ
せ
て

阿
知
須
郷
土
史
研
究
会

会
長

河
野
昌
博

《
♪
ハ
ー
エ
ー
イ
ヤ
)
《
エ
イ
ヤ
エ
イ
ヤ
♪
)

阿
知
須
名
物
『
十
七
夜
』
の
踊
り
曳
き
山

の
音
頭
が
、
阿
知
須
浦
の
夏
空
を
吹
き
抜

け
て
い
き
ま
す
。

今
年
の
十
七
夜
祭
は
、
明
神
様
(
恵
比
須

神
社
)
の
真
新
し
い
神
殿
の
落
慶
を
祝
う

待
望
の
祭
り
で
す
。
歴
史
も
旧
く
、
由
緒
あ

る
祭
り
で
す
の
で
、
数
多
く
の
話
題
を
阿

知
須
や
近
隣
の
人
々
の
暮
ら
し
の
中
に
残

し
て
き
て
い
ま
す
。
大
正
・
昭
和
と
激
動
の

時
代
の
最
中
、
庶
民
の
苦
難
は
続
き
ま
し

た
が
、
そ
れ
で
も
祭
り
は
続
け
ら
れ
ま
し
た
。

自
然
環
境
も
大
き
く
変
化
し
ま
し
た
。

唱
歌
「
松
原
遠
く
消
ゆ
る
と
こ
ろ
…
」
と
歌

う
と
き
、
こ
れ
は
阿
知
須
の
歌
だ
と
信
じ

て
い
た
、
あ
の
白
砂
青
松
の
遠
浅
の
海
は

2
1
世
紀
の
今
、
広
大
な
干
拓
地
と
変
わ
り

ま
し
た
。

そ
の
干
拓
地
の
丁
度
「
へ
そ
」
の
位
置
に

あ
る
の
が
「
遠
石
島
公
園
」
で
す
。
遠
石
は
、

廻
船
の
町
阿
知
須
を
象
徴
す
る
造
船
所
で

あ
り
、
錨
泊
地
で
も
あ
り
ま
し
た
。
数
十
隻

も
の
三
本
マ
ス
ト
の
大
型
帆
船
が
、
『
十
七

夜
』
に
は
揃
っ
て
帰
港
し
て
い
た
の
で
す
。

家
の
玄
関
に
提
灯
を
飾
っ
て
祝
っ
た
そ
う

で
す
。

島
が
陸
地
に
な
っ
て
、
遠
石
島
の
御
旅

所
に
は
御
管
絃
船
が
御
神
輿
を
迎
え
に
行

け
な
く
な
り
、
海
の
男
達
が
豪
快
に
御
神

供
を
奪
い
合
古
i
た
-
海
上
で
の
船
競
り
合
い

も
今
は
見
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。

「
海
を
も
拓
く
先
賢
の
教
え
は
や
が
て

我
が
力
」
と
歌
う
阿
知
須
中
学
校
の
校
歌
、

昭
和
2
6
年
に
制
定
さ
れ
て
以
来
0
0
年
、
歌

い
続
け
て
節
目
の
今
年
、
輝
か
し
い
未
来

を
誓
い
合
う
国
民
体
育
大
会
を
迎
え
ま
す
。

希
望
の
海
へ
向
か
っ
て
、
大
き
く
漕
ぎ
出

し
た
阿
知
須
の
先
賢
に
な
ら
っ
て
、
後
に

続
く
若
人
達
が
一
段
と
雄
飛
す
る
よ
う
み

ん
な
で
応
援
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

自
治
会
連
合
会
の
刊
行
に
よ
る
『
阿
知

須
の
さ
き
が
け
』
に
も
、
当
地
全
域
で
発
揮
.

さ
れ
た
我
が
郷
土
の
先
輩
達
の
努
力
と
献

身
の
こ
と
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う

「
さ
き
が
け
」
を
持
つ
幸
せ
を
常
に
思
い
浮

か
べ
な
が
ら
、
ふ
れ
合
い
い
っ
ぱ
い
、
「
心
豊

か
な
元
気
で
住
み
よ
い
阿
知
須
」
を
ご
一
緒

に
創
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
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工
藤

昭
二
さ
ん
(
東
条
)

昔
は
祭
り
が
鮮
や
か
で
し
た
よ
。
露
店
が
所
狭
し
と

連
な
っ
て
、
人
が
溢
れ
か
え
っ
て
い
た
か
ら
、
山
車
が
や

っ
と
通
れ
よ
っ
た
。
阿
知
須
の
者
に
と
っ
て
は
、
1
年
に

1
度
の
、
本
当
に
楽
し
い
行
事
じ
ゃ
っ
た
。

写
真
田

縄
日

重
光
さ
ん
(
西
条
)

普
段
は
質
素
に
生
活
を
し
て
、
祭
り
の
時
だ
け
は
派

手
に
や
る
。
親
戚
を
家
に
呼
ぶ
の
が
慣
習
だ
っ
た
か
ら
、

阿
知
須
に
は
す
ご
い
人
が
集
ま
っ
て
き
よ
っ
た
。
町
内

全
体
が
祭
り
を
楽
し
み
よ
っ
た
ね
。
今
は
毎
日
が
祭
り

み
た
い
な
生
活
じ
ゃ
か
ら
ね
。
祭
り
が
廃
れ
る
い
ね
。

写
真
田

女
神
輿
か
ー
・
男
神
輿
か
子

こ
の
日
は
0
0
度
を
超
え
る
猛
暑
日
。
阿
知
須
地
域
交

流
セ
ン
タ
ー
の
一
室
で
は
、
か
つ
て
の
祭
り
の
活
気
談

義
に
花
が
咲
き
、
つ
い
に
は
2
基
あ
る
御
神
輿
の
う
ち
、

御
管
絃
船
に
乗
せ
る
の
は
「
メ
ン
(
女
)
か
?
オ
ン
(
男
)

か
?
」
と
い
う
議
論
が
飛
び
出
し
ま
し
た
。
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縄
田

政
信
さ
ん
(
小
吉
郷
)

十
七
夜
祭
は
、
海
上
安
全
と
豊
漁
祈
願
の
祭
り
。
私
は

1
6
歳
か
ら
祭
り
に
出
た
よ
。
御
管
絃
船
を
引
っ
張
っ
て
、

自
分
の
地
区
の
浜
ま
で
漕
ぎ
着
け
た
ら
勝
ち
じ
ゃ
か
ら
、

命
が
け
じ
や
っ
た
。
祭
り
は
、
飯
よ
り
好
き
じ
や
っ
た
。

写
真
国

メン派 オン派

そ
こ
で
、
十
七
夜
祭
の
由
来
と
な
る
厳
島
神
社
に
真

偽
を
仰
ぐ
と
、
「
厳
島
神
社
の
神
輿
は
ひ
と
つ
で
、
男
で

も
女
で
も
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
判
明
。
メ
ン
や
オ
ン
と

称
す
の
は
、
阿
知
須
浦
な
ら
で
は
と
分
か
り
、
一
同
驚
嘆

し
ま
し
た
。
さ
て
、
皆
さ
ん
は
「
メ
ン
か
?
オ
ン
か
?
」
ど

う
お
考
え
に
な
り
ま
す
か
?

松
浦

有
朋
さ
ん
(
砂
郷
)

ロ
ー
プ
で
御
管
絃
船
を
引
っ
張
る
、
そ
の
ロ
ー
プ
を

海
に
も
ぐ
っ
て
切
っ
て
、
自
分
の
地
区
へ
引
っ
張
り
戻

そ
う
と
す
る
ん
よ
ね
!

浜
で
は
迎
え
提
灯
で
、
「
こ
っ
ち
に
着
け
!
」
と
振
る
。

そ
の
景
色
が
と
て
も
美
し
か
っ
た
ね
。

写
真
圃

杉
村

勲
さ
ん
(
小
吉
郷
)

2
0
歳
か
ら
参
加
し
よ
る
け
ど
、
昔
は
よ
お
、
け
ん
か
に

も
な
り
よ
っ
た
。
そ
れ
も
楽
し
い
思
い
出
よ
。

シ
ャ
ギ
リ
も
ね
。
昔
は
楽
譜
な
ん
て
な
い
か
ら
、
せ
ん

ぶ
耳
で
覚
え
よ
っ
た
。

写
真
団

香
川

均
さ
ん
(
縄
田
)

昭
和
弱
年
、
縄
田
地
区
に
0
0
年
伝
承
し
た
山
車
は
老
朽

化
の
た
め
処
分
す
る
こ
と
に
な
り
、
最
後
の
お
別
れ
に
ド

ラ
ム
缶
2
6
本
で
御
座
船
を
つ
く
り
、
会
場
を
パ
レ
ー
ド
し

た
こ
と
を
昨
日
の
こ
と
の
よ
う
に
覚
え
て
い
ま
す
。

写
真
固

次
世
代
に
つ
な
げ
る

ど
う
す
れ
ば
祭
り
の
活
気
を
今
に
廻
ら
せ
る
こ
と

が
で
き
る
か
。

暮
ら
し
を
取
り
巻
く
環
境
が
様
変
わ
り
し
た
今
だ

か
ら
こ
そ
、
「
十
七
夜
祭
の
ス
タ
イ
ル
を
時
代
に
合
わ

せ
て
い
く
こ
と
も
大
事
」
と
い
う
意
見
も
い
た
だ
き
ま

し
た
。

祭
り
は
下
火
に
な
っ
た
け
れ
ど
、
子
ど
も
た
ち
は
シ

ヤ
ギ
リ
と
踊
り
の
練
習
に
進
ん
で
参
加
し
、
若
い
親
御

さ
ん
は
子
ど
も
に
地
域
の
文
化
を
体
験
さ
せ
た
い
と

い
う
想
い
を
感
じ
る
と
、
先
輩
方
は
言
わ
れ
ま
す
。
「
絶

対
に
こ
の
祭
り
は
止
め
ら
れ
ん
」
と
、
十
七
夜
祭
の
活

気
談
義
は
延
々
と
続
き
ま
し
た
。
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阿
知
須
恵
比
須
神
社

丁
丁
七
夜
集
」
全
図

御
神
事
集
「
御
神
輿
」

御
神
輿

恵
比
須
神
社
の
神
さ
ま
(
神
霊
・
御
霊
)
が
、
本
殿
か
ら

御
旅
所
へ
渡
御
す
る
御
神
幸
に
使
わ
れ
ま
す
。
氏
子
に

担
が
れ
て
町
内
を
練
り
歩
き
ま
す
が
、
そ
れ
は
神
さ
ま

に
町
内
を
見
て
い
た
だ
く
た
め
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

起
源

明
治
n
年
頃
(
1
8
7
8
年
)
、
宮
内
通
船
住
垂
丸
の
中
村
民
之
助
氏
と
甥
の
中
野

金
兵
衛
氏
が
安
芸
の
宮
島
の
厳
島
神
社
か
ら
神
霊
を
勧
請
し
、
そ
の
宮
島
社
に
伝
わ

る
管
絃
集
に
な
ら
い
、
旧
暦
6
月
1
7
日
に
御
管
絃
船
を
出
し
神
事
を
行
う
よ
う
に
な

っ
た
の
か
「
十
七
夜
祭
」
の
始
ま
り
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

6

日
程
.
曹
前
夜
集
(
タ
靴
)
【
神
童

踊
り
曳
き
山
【
恵
比
須
神
社
で
お
祓
い
】

・
当
日

踊
り
曳
き
山
運
行

本
殿
察
【
神
事
】

御
神
事
察
【
御
神
輿
の
宮
出
し
←
御
旅
所
ま
で
行
幸
立
御
管
絃
船
乗
船
(
海
上
渡
御
)

←
下
船
←
本
社
ま
で
行
幸
←
宮
入
り
】

集
り
は
、
前
日
に
前
夜
祭
(
夕
日
)
、
当
日
に
本
殿
祭
と
御
神
幸
集
(
御
神
輿
巡
幸
)

が
行
わ
れ
、
踊
り
曳
き
山
の
余
興
で
に
ぎ
わ
い
ま
す
。
御
神
幸
は
、
恵
比
須
神
社
奉
賛

会
氏
子
か
ら
の
奉
仕
者
が
神
役
を
務
め
、
御
神
輿
や
御
管
絃
船
は
、
前
年
に
山
車
を

出
し
た
五
地
区
が
交
代
制
で
担
当
し
て
い
ま
す
。
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御
神
事
集
「
御
管
絃
船
」

御
管
絃
船

町
内
を
御
神
幸
し
た
御
神
輿
を
御
旅
所
か
ら
恵
比
須

神
社
に
戻
す
際
、
御
神
輿
を
船
に
乗
せ
シ
ャ
ギ
リ
や
松

前
音
頭
な
ど
で
に
ぎ
や
か
に
航
行
し
ま
す
。
御
神
輿
を

載
せ
た
親
船
を
小
船
が
曳
き
ま
す
。
昔
は
自
分
の
地
区

渡
御
中
に
御
神
輿
を
上
下
左
右
に
振
り
動
か
し
て
荒
々

し
く
扱
う
の
は
、
「
神
輿
振
り
」
と
言
わ
れ
、
御
神
輿
に
御

座
さ
れ
て
い
る
神
さ
ま
の
「
魂
振
り
(
た
ま
ふ
り
)
」
に
よ

り
、
神
さ
ま
の
霊
威
を
高
め
、
豊
作
や
豊
漁
、
疫
病
が
退

散
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
海
な
ど
に
御
神
輿
を

担
ぎ
い
れ
る
の
は
、
一
種
の
諜
(
み
そ
ぎ
)
神
事
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
御
神
輿
が
巡
幸
す
る
の
は
神
社
で
神

さ
ま
の
分
霊
を
移
し
、
隈
な
く
渡
御
す
る
こ
と
に
よ
り
、

氏
子
が
ご
加
護
を
い
た
だ
く
た
め
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

運
行

古
老
に
よ
れ
ば
、
恵
比
須
神
社
の
御
神
輿
は
女
神
輿

(
メ
ン
)
と
男
神
輿
(
オ
ン
)
の
2
基
が
御
旅
所
に
渡
御
し

ま
す
。
新
し
い
御
神
輿
は
中
老
が
担
ぎ
静
々
と
御
旅
所
ま

で
進
み
ま
す
が
、
古
い
御
神
輿
は
い
わ
ゆ
る
暴
れ
御
神
輿

で
、
荒
々
し
く
上
下
左
右
に
揺
ら
し
、
暴
れ
ま
く
り
な
が

ら
御
旅
所
ま
で
進
み
ま
す
。
お
祓
い
後
、
御
神
輿
を
親
船

に
乗
せ
ま
す
。

な
お
、
御
神
輿
の
前
に
は
次
に
記
載
の
神
役
が
先
導

し
ま
す
。

①
先
払
い

1
名

前
方
の
通
行
人
を
追
い
、
御
神
幸
が
す
み
や
か
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
役

②
潮
た
ご

2
名

満
潮
の
海
水
を
汲
み
、
潮
桶
に
竹
笹
を
浸
し
道
中
の
人
々
を
清
め
る
役

③
太
鼓

2
名

胴
長
の
宮
太
鼓
の
中
心
を
つ
る
し
天
秤
棒
で
か
つ
ぎ
ゆ
っ
く
り
打
つ
役

④
鉄
砲

与
名

鉄
砲
伝
来
以
来
、
神
事
に
加
わ
っ
た
御
神
事
の
安
全
を
祈
る
役

⑤
弓
矢
(
弓
箭
)

与
名

弓
矢
は
武
器
、
兵
器
で
あ
り
鉄
砲
に
同
じ
く
、
御
神
事
の
安
全
を
祈
る
役

⑥
熊
毛
(
毛
槍
)
.
与
名

き
ゃ
を
熊
の
毛
で
飾
っ
た
槍
で
、
こ
れ
も
御
神
事
の
安
全
を
祈
る
役

「
踊
り
曳
き
山
」

踊
り
曳
き
山

2
階
部
分
は
要
所
で
披
露
さ
れ
る
舞
踊
の
舞
台
と
な

り
ま
す
。
移
動
の
際
に
は
音
頭
取
り
が
左
右
に
2
人
配

置
さ
れ
、
右
側
(
面
舵
側
)
は
緑
の
房
、
左
側
(
取
舵
側
)
は

赤
い
房
を
持
っ
て
、
踊
り
曳
き
山
の
進
行
を
指
示
し
ま

の
住
民
が
待
つ
砂
浜
へ
、
船
に
乗
せ
ら
れ
た
御
神
輿
を

お
連
れ
し
よ
う
と
、
各
地
区
の
小
船
が
運
航
技
術
の
腕

比
べ
を
し
た
そ
う
で
す
。
ち
ょ
う
ち
ん
で
飾
ら
れ
た
船

が
列
を
な
し
て
海
を
進
む
姿
は
陸
か
ら
見
て
も
幻
想
的

で
す
。

掛
け
古
ノ

恵
比
須
神
社
は
昔
か
ら
エ
ン
ヤ
エ
ン
ヤ
と
い
う
掛
け

声
が
主
流
で
す
。
こ
れ
は
、
「
十
七
夜
祭
」
の
御
管
絃
船
の

曳
船
の
漕
ぎ
手
の
掛
け
声
「
ホ
ー
ラ
ン
エ
イ
ヤ
。
ヨ
ヤ

サ
ノ
サ
ッ
サ
、
ホ
ー
ラ
ン
ド
ツ
コ
ィ
、
ヨ
ト
マ
カ
ヨ
イ
ヨ

イ

ホ
ー
ラ
ン
エ
イ
ヤ
“
ヨ
ヤ
サ
ノ
サ
ッ
サ
」
の
エ
イ

ヤ
か
ら
来
た
掛
け
声
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

「
ホ
ー
ラ
ン
エ
イ
ヤ
、
ヨ
ト
マ
カ
ヨ
イ
ヨ
イ
」
は
船
乗
り

が
帆
船
の
重
い
帆
を
マ
ス
ト
に
巻
き
上
げ
る
時
の
掛
け

声
で
す
。
「
ヨ
ト
マ
カ
ヨ
イ
ヨ
イ
(
ヨ
イ
ト
マ
ケ
)
」
は
、

力
を
入
れ
て
巻
き
上
げ
よ
“
が
な
ま
っ
た
掛
声
で
す
。

す
。
こ
れ
は
船
舶
が
航
行
す
る
舷
灯
を
意
味
す
る
も
の

で
、
山
車
全
体
を
船
に
見
立
て
て
い
ま
す
。

1
階
部
分
は
シ
ャ
ギ
リ
と
呼
ば
れ
る
お
暁
子
が
の
り
、

笛
や
太
鼓
で
祭
り
を
盛
り
上
げ
ま
す
。
山
車
は
太
い
綱

で
山
車
を
曳
く
「
曳
き
手
」
に
よ
っ
て
進
行
し
ま
す
が
、

山
車
の
車
輪
は
前
後
に
し
か
動
か
な
い
た
め
、
右
左
折

の
祭
は
棒
を
用
い
て
て
こ
の
原
理
で
方
向
を
変
え
ま
す
。

こ
の
時
の
勇
壮
な
動
き
が
山
車
の
見
所
の
一
つ
で
す
。

以
前
は
男
性
だ
け
で
し
た
が
、
最
近
は
女
性
も
「
曳
き
手
」

と
し
て
祭
り
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

継
承

当
時
、
恵
比
須
神
社
の
氏
子
で
あ
っ
た
砂
郷
、
西
条
、

中
村
、
縄
田
、
東
条
、
小
吉
郷
の
六
地
区
が
地
区
ご
と
に

余
興
と
し
て
踊
り
曳
き
山
を
出
し
て
い
ま
す
。
1
ヶ
月

以
上
の
練
習
を
経
て
、
舞
踊
、
地
踊
り
、
芝
居
、
仮
装
行
列

な
ど
芸
能
を
競
い
合
う
お
祭
り
に
発
展
し
ま
し
た
。
通

行
上
の
争
論
が
起
き
る
こ
と
も
珍
し
く
な
く
、
威
勢
の

い
い
男
た
ち
の
喧
嘩
も
勃
発
し
お
祭
り
気
分
を
一
層
高

め
ま
し
た
。
こ
の
祭
事
は
、
明
治
4
5
年
ま
で
続
き
ま
し
た

が
、
大
正
初
年
の
不
況
時
代
に
、
6
地
区
が
毎
年
交
代
制

で
踊
り
曳
き
山
を
担
当
し
、
現
在
は
5
地
区
の
形
に
な

り
ま
し
た
。

(注)中村区では、昭和49年の

踊り曳き山、翌年の御管

絃船への参加を最後に

十七夜祭への参加を辞退
している。
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3
御
旅
所
で
の

神
事

本
殿
集

2
本
社
か
ら
御
旅
所
へ
、

御
神
輿
が
渡
御

午
前
1
0
時
か
ら
恵
比
須
神
社
(
以
下
、

本
社
)
で
、
宮
司
や
恵
比
須
神
社
奉
賛
会
役

員
が
一
同
に
会
し
執
り
行
な
わ
れ
ま
す
。

渡
御
行
列
は
伝
統
に
習
い
、
神
役
・
2

基
の
御
神
輿
・
宮
司
の
順
に
行
幸
さ
れ

ま
す
。

御
旅
所
は
、
神
社
や
祭
神
に
ま
つ
わ
る

場
所
や
氏
子
、
地
域
に
と
っ
て
重
要
な
場

所
が
選
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
こ
こ
で

は
、
地
域
産
業
の
繁
栄
・
振
興
並
び
に
、
氏

子
の
無
病
息
災
、
幸
せ
を
願
っ
て
神
事
が

行
わ
れ
ま
す
。
今
で
は
、
御
神
輿
の
担
ぎ

手
担
当
地
区
の
選
定
で
、
東
条
公
民
館
南

側
広
場
か
阿
知
須
漁
港
が
御
旅
所
と
な

っ
て
い
ま
す
。

御
旅
所
の
変
遷
は
次
の
と
お
り
で
す
。

遠
石
島

↑

中
村
民
郎
氏
の
門
庭

↑

小
古
郷
蛭
子
神
社

↑

東
条
公
民
館
南
側
広
場

阿
知
須
漁
港
広
場

御
神
事
察

軸
‖
‖

1
5
時
(
昔
は
1
4
時
)

か
ら
の
神
事
(
発
れ
ん
)

恵
比
須
神
社
の
神
霊
が
2
基
の
御
神

輿
に
移
ら
れ
ま
す
。

A

船
舶
は
夜
間
進
行
方
面
を
ほ
か
の
船
に
知
ら
せ
る

4
1

御
旅
所
の

神
事
後

1
基
は
御
管
絃
船
の
親
船
に
乗
船
。

も
う
1
基
は
本
社
に
還
幸
さ
れ
ま
す
。

近
年
、
御
神
輿
を
親
船
に
乗
せ
る
の
は

阿
知
須
漁
港
が
通
例
に
な
り
、
岸
壁
に

横
付
け
の
親
船
も
潮
位
に
よ
り
高
低
差

が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
安
全
に
御
神
輿

を
乗
せ
る
に
も
苦
労
が
絶
え
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
こ
で
、
担
ぎ
手
の
安
全
を
考
え
、

ク
レ
ー
ン
車
を
活
用
す
る
光
景
も
多
く

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

と
す
る
こ
と
か
ら
、
砂
運
搬
船
が
使
わ

れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

し
か
し
、
近
年
は
こ
の
よ
う
な
船
を

調
達
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
り
、
運

送
会
社
の
運
搬
船
を
借
り
る
等
、
苦
労

が
絶
え
な
い
よ
う
で
す
。

/
○

親
船
か
ら
御
神
輿
を

下
船
後
、
神
事
(
お
祓
い
)

十
十
)

御
管
絃
船
の

運
航
開
始

御
神
輿
を
下
船
さ
せ
る
と
、
お
蔽
い

を
受
け
本
社
に
向
か
い
ま
す
。

古
老
の
お
話
に
よ
る
と
、
親
船
を
各

地
区
(
6
地
区
)
の
伝
馬
船
で
引
き
寄
せ
、

自
分
の
地
区
の
皆
が
待
ち
構
え
て
い
る

浜
ま
で
お
連
れ
し
よ
う
と
、
権
を
必
死

に
漕
い
で
い
た
よ
う
で
す
。
こ
こ
で
は
、

親
船
と
伝
馬
船
と
を
繋
ぐ
他
地
区
の
ロ

ー
プ
を
切
る
な
ど
、
小
競
り
合
い
が
常

で
あ
り
、
郷
土
愛
や
阿
知
須
の
若
者
衆

の
心
意
気
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
場
で
も
あ

っ
た
の
で
し
ょ
う
。

中
で
も
、
中
古
郷
地
区
の
伝
馬
船
に

取
り
付
け
ら
れ
た
権
は
特
別
多
く
、
左

右
6
丁
ず
つ
の
1
2
丁
で
、
1
丁
を
2
人

で
漕
ぎ
、
さ
ら
に
艦
櫓
も
取
り
付
け
て

い
た
こ
と
か
ら
相
当
の
馬
力
が
あ
り
、

中
古
郷
地
区
の
勝
利
は
常
に
確
定
し
て

い
た
よ
う
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
小
競
り

合
い
は
、
勝
敗
が
当
初
か
ら
決
し
て
い

た
こ
と
へ
の
さ
さ
や
か
な
抵
抗
で
も
あ

っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
中
古
郷
地
区
は
勝
利
の
美

酒
を
味
わ
う
こ
と
な
く
、
区
民
の
激
励

を
受
け
、
再
び
親
船
か
ら
御
神
輿
の
下

船
場
所
ま
で
他
地
区
の
伝
馬
船
と
移
動

し
た
そ
う
で
す
。

「
松
前
音

こ
に
あ

御
管
絃
船
は
夕
暮
れ
か
ら
、
提
燈
で

飾
り
付
け
た
小
船
(
漁
船
)
が
親
船
を
守

る
よ
う
に
、
漁
港
内
を
運
行
し
ま
す
。
親

船
に
は
宮
司
、
御
神
輿
、
担
ぎ
手
、
シ
ャ

ギ
リ
の
子
ど
も
た
ち
な
ど
が
大
勢
乗
船

す
る
た
め
、
か
な
り
大
き
な
船
を
必
要

7
御
神
輿
の

遷
幸

本
社
に
戻
る
と
御
神
輿
か
ら
神
霊
を

社
殿
に
移
す
神
事
(
還
幸
)
が
行
わ
れ
、

す
べ
て
の
祭
礼
が
終
了
し
ま
す
。

権
で
漕
ぐ
船


