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熊
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祭
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め
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J
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（

大
き
な
祭
り
か
ら
小
さ
な
祭
り
ま
で
、
全
国
的
に
祭
り
が
盛
ん
だ

と
い
う
。
都
市
の
祭
り
の
研
究
を
長
年
手
が
け
て
い
る
松
平
誠
は
‘

「
祭
は
‘
こ
う
し
て
再
び
都
市
に
蘇
っ
て
き
た
。
つ
い
二
十
年
前
に

は
‘
大
昔
の
埃
‘
カ
ビ
の
塊
の
よ
う
に
見
捨
て
ら
れ
て
い
た
の
が
‘

嘘
の
よ
う
で
あ
る
」
（

『祭
の
文
化
』
、
一
頁

）
と
感
慨
を
も
ら
し

て
い
る
。
熊
本
県
人
吉

・
球
磨
地
方
の
各
地
区
で
こ
こ
一

・
ニ
年
の

あ
い
だ
に
相
次
い
で
復
活
し
た
臼
太
鼓
踊
り
を
取
材
し
た
地
元
紙
の

記
者
は
‘
「
不
思
議
な
こ
と
に
“
三
十
年
ぶ
り
の
復
活
II

と
言
う
言

葉
か
同
じ
よ
う
に
返
っ
て
く
る
」
と
首
を
か
し
げ
て
い
る
。
（
熊
日

(l
)
 

s
.
6
2
.
1
1
.26
・
タ
斜
断
記
）

二
0
年
と
い
い
三

0
年
と
い

っ
て
も
大
し
た
違
い
は
な
い
。
要
す

る
に
‘
し
ば
ら
く
沈
滞
し
て
い
た

「
お
祭
り
」
が
こ
こ
数
年
の
あ
い
だ
に

芦

徹

郎

田

盛
ん
に
な

っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

な
の
で
あ
ろ
う
か
。

上
野
千
鶴
子
は
‘
「
祭
り
の
社
会
学
的
研
究
は
‘
デ
ュ
ル
ケ
ム
の

『
祭
り
と
は
共
同
体
の
コ
ミ
ュ
ニ
オ
ン
〔
神
人
交
流
〕
で
あ
る
』
と

い
う
ニ
―
-E

に
尽
く
さ
れ
て
お
り
‘
こ
の
射
程
を
超
え
る
見
方
は
ま
だ

現
わ
れ
て
い
な
い
」
（

「祭
り
と
共
同
体
」
、
四
六
I
七
頁
）
と
い

う
。
さ
ら
に
彼
女
は
‘
「
デ
ュ
ル
ケ
ム
か
祭
り
を
『
コ
ミ
ュ
ニ
オ
ン

を
通
し
て
の
集
団
の
再
統
合
』
と
定
式
化
し
‘
神
と
は

〔共
同
体
の
〕

集
合
力
の
こ
と
で
あ
り
‘
共
同
体
は
神
へ
の
崇
拝
を
通
し
て
自
分
自

身
を
崇
拝
し
て
い
る
の
だ
』
と
述
べ
た
後
で
は
‘
祭
り
に
つ
い
て
言

う
べ
き
こ
と
は
‘
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
」

（
同
‘
五

0
頁）

と
も

つ
け
加
え
て
い
る
。

実
際
に
も
‘
祭
り
研
究
の
多
く
か
祭
り
と
そ
れ
か
「
再
統
合
す
る
」

共
同
体
と
の
関
係
を
め
ぐ

っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
祭

り
を
共
同
体
の
社
会
組
織
や
生
活
文
化
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
か
‘

こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
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あ
る
い
は
逆
に
‘
前
者
の
祭
礼
組
織
や
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
を
通
し
て
後

者
の
隠
さ
れ
た
構
造
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
か
‘
の
違
い
は
あ

っ
て
も
で
あ
る
。

私
た
ち
も
‘
祭
り
と
は

「
共
同
体
の
コ
ミ

ュ
ニ
オ
ン
」
‘

別
の
表

現
を
借
り
れ
ば

「
集
合
的
沸
騰
」
と
い
う
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
考
え
方
を
‘

基
本
的
に
は
承
認
す
る
。
し
か
し
‘
本
稿
の
主
た
る
目
的
は
‘
祭
り

と
そ
の
祭
り
か

「再
統
合
」
す
る
共
同
体
と
の
関
係
‘
言
い
換
え
れ

ば
‘
祭
り
を
通
し
て
の
共
同
体
の
自
已
確
認
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
探
る

こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い

。
そ
う
し
た
祭
り
研
究
は
‘
祭
り
と
そ
の

祭
り
に
と
っ
て
の
い
わ
ば
「
内
部
」
環
境
（
と
し
て
の
共
同
体
）
と

の
係
わ
り
に
注
目
し
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
本
稿
の
焦
点
は
‘
祭
り
と
そ
の
内
部
環
境
と
の

関
係
に
も
目
く
は
り
し
つ
つ
‘
主
と
し
て
‘
祭
り
と
そ
の
祭
り

に
と
っ
て
の
い
わ
ば
「
外
部
」
環
境
（
と
し
て
の
共
同
体
？
）
と
の

閲
連
に
据
え
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
‘
本
稿
の
目
的
は
‘
な
ぜ

今
日
、
日
本
各
地
で
多
種
多
様
な
祭
り
か
い
っ
せ
い
に
盛
ん
に
な

っ

て
き
た
の
か
‘
あ
る
い
は
‘
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
に
も
祭
り
か
求
め
ら
れ

て
い
る
の
か
、
そ
の
一
端
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
祭
り
に
と
っ
て
の
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
環
境

（共
同
体
）

は
多
様
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
‘
現
在
の
祭
り
の

一
般

的
な
盛
況
は
‘
多
様
な
共
同
体
と
多
様
な
祭
り
が
同
一
の
外
部
環
境

の
も
と
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

こ
う
し
た
テ
ー
マ
を
設
定
し
た
に
も
か
か
わ
ら
す
‘
私
た
ち
は
多

く
の
祭
り
の
事
例
研
究
や
そ
れ
ら
の
比
較
研
究
で
は
な
く
‘
こ
の
課

題
の
解
明
に
と
っ
て
最
も
好
都
合
と
思
わ
れ
た

―
つ
の
事
例
ー
熊
本

市
の
「
ポ
シ
タ
祭
り
」

ー
の
み
を
取
り
上
け
て
い
る
。

こ
の
方
法
も

デ
ュ
ル
ケ
ム
か
そ
の
宗
教
社
会
学
を
展
開
し
た
先
例
に
な
ら
っ
た
。

し
か
し
な
か
ら
‘
議
論
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
常
に
私
た
ち
の
念
頭

に
あ
っ
た
の
は
‘
彼
の
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
研
究
で
は
な
く
、
彼
か
自
殺

現
象
を
扱

っ
た
方
法
て
あ
る
。

本
稿
て
は
‘
ま
す
ボ
シ
タ
祭
り
の
概
要
を
紹
介
し
た
後
で
‘
一
般

の
参
加
者
（
団
体
）
に
焦
点
を
当
て
て
‘
こ
の
祭
り
の
戦
後
の
き
わ

め
て
ド
ラ
ス
テ
ィ

ソ
ク
な
変
移
の
後
を
た
ど
る
。
つ
い
で
、
戦
前

・

戦
後
を
通
じ
て
の
こ
の
祭
り
の
変
容
と
マ
ク
ロ
な
社
会
変
動
と
の
閲

辿
を
探
る
。

こ
れ
ら
の
検
討
の
過
程
で
、
現
在
の
日
本
の
祭
リ
ブ
ー

ム
の
背
後
に
あ
る
よ
り
大
き
な
時
代
の
性
格
の
一
端
か
明
ら
か
に
な

る
で
あ
ろ
う
。
結
論
的
に
い
え
ば
‘
現
在
の
祭
り
ブ
ー
ム
は
‘
地
域

お
こ
し
や
‘
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成
や
‘
ふ
る
さ
と
づ
く
り
に
貢
献

す
る
も
の
と
し
て
‘
歓
迎
し
て
は
か
り
は
お
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で

でヽ
｝

あ
る
。
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ボ
シ
タ
祭
り
の
概
要

「
ボ
シ
タ
祭
り
」
と
は
‘
熊
本
市
の
藤
崎
八
廂
宮
の
秋
の
例
大
祭

の
通
称
で
あ
る
。
藤
崎
宮
は
‘
承
平
五
年
（
九
三
五
）
に
石
清
水
八

幡
宮
の
分
霊
を
勧
請
し
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
「
八
幡
」
で



は
な
く
「
八
幡
」
と
書
く
の
は
‘
後
奈
良
天
皇
下
賜
の
勅
額
に
拠
る
と
い

う
が
、
他
の
八
幡
宮
と
特
に
性
格
が
異
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
明
治

1
0
年
の
西
南
の
役
の
戦
禍
で
藤
崎
台

（熊
本
城
付
近
）
に
あ

っ
た

社
殿
が
荒
廃
し
た
後
、
現
在
地
で
あ
る
同
市
井
川
淵
町
に
移

っ
た
。

旧
社
格
は
‘
ま
ず
県
社
‘
後
に
国
幣
小
社
に
昇
格
し
て
い
る
。
祭
神

は
‘
主
神
が
八
幡
大
神
（
応
神
天
皇）

で
あ
り
‘
相
殿
神
と
し
て
住

吉
大
神
と
神
功
皇
后
を
祭
る
。
主
神
の
僧
形
八
幡
像
は
、
国
の
重

要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

肥
後
一
の
宮
は
元
官
幣
大
杜
の
阿
蘇
神
社
で
あ
る
。
し
か
し
、
実

質
的
に
は
‘
藤
崎
宮
が
肥
後
一
の
宮
的
な
存
在
に
な

っ
て
い
る
。
現

在
も
多
く
の
市
民
の
崇
敬
を
集
め
‘
正
月
三
ヵ
日
の
参
拝
者
は
県
下

で
最
も
多
い
。

も
と
も
と
は
放
生
会
に
由
来
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
同
宮
の
例
大

祭
は
‘
現
在
で
は
熊
本
県
下
最
大
の
祭
礼
に
な

っ
て
い
る
。
例
年
九

月

―
一
日
か
ら
同

一
五
日
ま
で
の
あ
い
だ
に
‘
様
々
な
行
事
が
催
さ

れ
る
か
、
最
終
日
の
神
幸
（
し
ん
こ
う
）
式
で
ク
ラ
イ
マ

ッ
ク
ス
を

迎
え
る
。
神
幸
式
は
‘
早
朝
に
三
柱
の
祭
神
か
御
旅
所
に
向
け
て
社

殿
を
出
る
朝
の
神
幸
と
、
夕
刻
本
殿
に
戻
る
午
後
の
神
幸
か
ら
な
る
。

神
幸
の
行
列
は
‘
「
前
駆
」（

せ
ん
く
）
と
よ
ば
れ
る
騎
馬
の
神
官
を

先
頭
に
‘
藤
崎
宮
の
三
柱
の
祭
神
が
乗
る
「一

の
宮
」
、

「二

の
宮
」

、

「三

の
宮
」
と
称
さ
れ
る
牛
車

（元
来
は
神
輿
で
人
が
昇
い
て
い
た

か
、
現
在
で
は
そ
れ
を
牛
か
引
い
て
い
る
）、
そ
れ
に
神
馬
、
神
具

か
続
き
‘
さ
ら
に
そ
の
後
に
「随
兵
」（
ず
い
び
ょ
う
）
と
よ
ば
れ
る

武
者
‘
獅
子
舞
‘
町
鉾
‘
み
こ
し
（町
御
輿
）、
神
官
‘

「
飾
馬
」（

か
ざ

り
う
ま
）
と
よ
ば
れ
る
飾
り
つ
け
を
し
た
馬
の
行
列
が
ね
り
歩
く
。

こ
の
う
ち
「
随
兵
」
と
「
飾
馬
」
と
か
こ
の
祭
り
に
独
特
の
景
観
を

あ
た
え
て
い
る
。

随
兵

の
行
列
は
‘
加
藤
消
正
か
文
禄
・慶
長
の
役
の
朝
鮮
出
兵
よ
り

帰
国
し
た
さ
い
、
朝
鮮
在
陣
中
の
藤
崎
宮
の
加
護
に
感
謝
し
て
自
ら
兵

を
率
い
て
神
幸
式
に
供
奉
し
た
の
か
お
こ
り
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
加
藤

家
の
後
を
襲

っ
た
細
川
藩
政
時
代
に
も
受
け
継
が
れ
‘
廃
藩
憧
県
を

経
て
な
お
現
在
に
至

っ
て
い
る
。
行
列
は
‘
徒
歩
で
従
う
甲
冑
武
者

五
0
人
と
槍
を
持
っ
た
長
柄
士

（な
か
え
し
）
五

0
人
‘
そ
れ
を
指

揮
す
る
乗
馬
の
随
兵
頭
‘
長
柄
頭
‘
神
幸
奉
行
各

一
名
か
ら
な
り
‘

祭
り
の一

威
観
と
な

っ
て
い
る
。
随
兵
と
い
え
ば
神
幸
行
列
全
体
を

指
す
こ
と
も
あ
り
‘

一
般
に
午
前
の
神
幸
行
列
は

「朝
随
兵」
‘
午
後

の
そ
れ
は

「夕
随
兵
」
と
よ
び
な
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。

現
存
‘
前
駆
か
ら
随
兵
ま
で
を
藤
崎
宮
か
準
備
し
‘
神
官
の
随
行

は
別
に
し
て
‘
獅
子
舞
以
下
か

一
般
市
民

（必
ず
し
も
氏
子
て
は
な

い
）
に
よ
る
奉
納
で
あ
る
。

一
般
市
民
の
奉
納
の
う
ち
‘
と
り
わ
け

こ
の
祭
り
を
き
わ
だ
た
せ
て
い
る
の
か
飾
馬
で
あ
る
。
独
特
の
飾
り

を
背
に
つ
け
た
数
十
頭

の
馬
を
‘
ラ

ソ
パ

・
太
鼓

・
カ
ネ
の
ま
こ
と

に
賑
や
か
な
音
に
合
わ
せ
て
‘
手
に
ま
と
い

•

ひ
し
ゃ
く
•
ち
ょ
う

ち
ん

・
花
傘
な
ど
を
も

っ
た
二
万
人
近
い
ハ

ッ
ピ
姿
の
男
女
の
「
勢

子
」
（

せ
こ

）
が
「
ボ
シ
タ
、
ポ
シ
タ
」
と
こ
れ
ま
た
独
特
の
掛
け
声

て
囃
し
た
て
‘
踊
り
な
か
ら
追

っ
て
い
く
。
現
在
‘

二
十
数
万
人
と
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も
‘
三
十
万
人
以
上
と
も
言
わ
れ
る
祭
り
の
見
物
客
に
と

っ
て
の
一

番
の
関
心
は
こ
の
飾
馬
に
あ
る
。
神
幸
行
列
を
指
し
て
「
馬
追
い
」

と
よ
ぶ
こ
と
も
あ
り
‘
ま
た
‘
神
幸
式
全
体
を
指
し
て
「
ボ
シ
タ
祭

り
」
と
よ
ぶ
の
か
今
日
で
は
通
例
で
あ
る
。
神
幸
順
路
に
あ
た
る
市

の
中
心
部
は
‘
こ
う
し
て

一
日
中
喰
騒
に
包
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

ボ
シ
タ
祭
り
か
社
会
学
的
関
心
を
呼
び
お
こ
す
契
機
は
い
く
つ
も

指
摘
す
る
こ
と
か
で
き
る
か
、
そ
の
う
ち
の

―
つ
に
‘
こ
の
祭
り
が

そ
の
時
々
の
時
代
的
特
性
を
敏
感
に
反
映
す
る
こ
と
か
あ
る
。
そ
れ

な
り
に
古
い
歴
史
を
も

っ
た
伝
統
的
な
祭
り
で
は
あ
る
も
の
の
‘
藩

政
時
代
に
は
家
臣
団
に
よ
る
奉
仕
で
あ
っ
た
も
の
か
廃
藩
置
県
後
に

町
方
の
手
に
移
っ
て
か
ら
は
‘
整

っ
た
、
も
し
く
は
堅

い
祭
礼
組
織

が
存
在
し
な
い
。
そ
の
た
め
‘
た
と
え
ば
飾
馬
の
奉
納
者
の
数
や
性

格
は
‘
時
流
の
影
響
を
受
け
や
す
い
。
少
な
く
と
も
数
年
前
ま
で
は
‘

飾
馬
の
奉
納
に
は
あ
ま
り
厳
格
な
資
格
や
条
件
が
要
求
さ
れ
な
か

っ

た
。
ま
た
逆
に
‘
奉
納
の
取
り
止
め
も
自
由
で
あ
る
。
そ
の
た
め
戦

後
に
限

っ
て
も
‘
飾
馬
の
奉
納
者

（団
体
）
の
数
と
そ
の
性
格
に
は

大
き
な
変
化
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

戦
後
数
年
は
四

0
ー
五

0
頭
の
飾
馬
の
奉
納
が
記
録
さ
れ
て
い
る

か
、
日
本
経
済
の
高
度
成
長
と
は
裏
腹
に
や
か
て
漸
滅
し
、
昭
和
三

0
年
代
後
半
か
ら
四

0
年
代
に
か
け
て
は
わ
ず
か
数
頭
の
年
が
続
く
。

し
か
し
‘
高
度
成
長
の
終
焉
と
と
も
に
奉
納
頭
数
は
再
び
増
え
始
め
‘

こ
こ
数
年
は
お
よ
そ
五

0
頭
と
旧
に
復
し
て
い
る
。
し
か
も
‘
近
年

の
祭
り
の
隆
盛
は
‘
単
に
奉
納
頭
数
の
復
輿
に
と
ど
ま
ら
ず
‘

一
頭

あ
た
り
の
勢
子
の
数
が
激
増
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
終
戦
直
後
に
は
‘

一
頭
あ
た
り
の
勢
子
か
せ
い
ぜ
い
数
十
人
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
近

年
で
は
、
そ
れ
が
数
百
人
に
も
な
り
、
そ
の
た
め
神
幸
行
列
全
体
の

勢
子
総
数
は
二
万
人
近
く
に
な

っ
て
、
円
滑
な
神
幸
が
で
き
る
か
懸

念
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
の
た
め
‘

奉
納
希
望
者
を
原
則
と
し
て

す
べ
て
受
け
入
れ
る
従
来
の
方
針
か
変
更
さ
れ
‘
昭
和
五
七
年
ご
ろ

か
ら
は
‘
新
規
の
奉
納
に
対
し
て
か
な
り
厳
し
い
制
限
を
加
え
て
い

る
。
ま
た
‘
一
頭
あ
た
り
の
勢
子
の
数
に
も
制
限
を
も
う
け
て
い
る
。

飾
馬
の
奉
納
頭
数
や
勢
子
の
規
検
だ
け
で
は
な
く
‘
奉
納
者
（
団

体
）
の
性
格
に
も
大
き
な
変
化
が
み
ら
れ
る
。
か
つ
て
は
各
地
域
の

有
志
に
よ
る
奉
納
が
主
流
を
占
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
昭
和
五

0
年
ご
ろ
か
ら
の
復
輿
に
あ
た

っ
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
‘

企
業
と
高
校
同
窓
会
を
基
盤
と
す
る
団
体
で
あ

っ
た
。
ま
た
‘
近
年

で
は
母
体
と
な
る
特
定
の
集
団
を
も
た
ず
‘
祭
り
に
参
加
す
る
こ
と

そ
れ
自
体
を
目
的
に
結
成
さ
れ
た
‘

「祭

り
愛
好
団
体
」
と
で
も

い
う
べ
き
も
の
か

一
大
勢
力
に
な

っ
て
い
る
。
か
く
し
て
、
現
在
で

は
飾
馬
の
奉
納
団
体
を
、

「地
域
」
・
「
企
業
」
・
「高
校
同
窓
団
体
」
．

「
祭
り
愛
好
団
体
」
の
四
グ
ル
ー
。フ
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

(
3
)
 

で
あ
る
。
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と
こ
ろ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
奉
納
団
体
の
成
員
資
格
が
こ
れ
ま
た
厳

格
で
な
い
た
め
‘
市
民
は

一
般
に
複
数
の
‘
場
合
に
よ

っ
て
は
ど
の

グ
ル
ー
プ
の
団
体
へ
の
参
加
も
可
能
に
な
り
‘
年
に
よ

っ
て
異
な
る
団

体
か
ら
祭
り
に
出
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
‘
か
な
り
の
数
の



「
祭
り
好
き
」
は
‘
好
み
に
あ
っ
た
奉
納
団
体
を
求
め
て
浮
動
す
る

の
で
あ
る
。
こ
の
な
か
で
成
員
資
格
に
つ
い
て
も
っ
と
も
厳
格
な
の

が
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
典
型
で
あ
る
は
ず
の
近
代
型
企
業
団
体
で
あ

る
の
は
‘
皮
肉
で
あ
る
。
た
だ
し
‘
今
回
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
十

分
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

戦
後
の
飾
馬
の
奉
納

〈
戦
後
の
祭
り
の
復
活
〉

昭
和
二

0
年
‘
熊
本
市
は
二
度
に
わ
た
る
空
襲
で
市
街
地
の
三
分

の
一
を
焼
失
し
て
い
る
。
敗
戦
直
後
の
例
大
祭
で
は
神
幸
式
が
中
止

さ
れ
‘
簡
素
な
式
典
の
み
か
執
行
さ
れ
た
。
し
か
し
、
翌
ニ
―
年
に

は
‘
軍
国
主
義
的
色
彩
を
嫌
っ
て
か
「
随
兵
」
が
廃
止
さ
れ
た
も
の

の
（
二
五
年
に
復
活
）
、
神
幸
式
自
体
は
早
く
も
復
活
し
て
い
る
。

当
時
の
新
聞
記
事
に
よ
れ
ば
‘
一
七
頭
は
ど
か
奉
納
さ
れ
た
よ
う
で

あ
る
（
正
確
な
奉
納
頭
数
は
藤
崎
宮
に
も
資
料
が
残
っ
て
お
ら
ず
不

詳
で
あ
る
）
。
一
七
頭
と
い
う
数
は
‘
戦
中
の
奉
納
頭
数
と
比
べ
る
と

か
な
り
多
い
。
ち
な
み
に
‘
昭
和
一
五
年
か
ら
一
九
年
ま
で
は
、
そ

れ
ぞ
れ
七
頭
‘
六
頭
‘

1
0
頭‘

l

―
頭
‘
六
頭
で
あ
り
、
こ
の
五

年
間
の
平
均
奉
納
頭
数
は
八
頭
で
あ
っ
た
。

翌
二
二
年
に
は
一
躍
四

0
頭
が
奉
納
さ
れ
‘
二
三
年
に
は
五
七
頭

に
も
達
し
て
い
る
。
二
四
年
は
四
一
頭
に
落
ち
る
も
の
の
、
そ
の
後

二
七
年
ま
で
は
四

0
頭
前
後
で
安
定
し
た
年
が
続
く
。
敗
戦
後
数
年

に
し
て
、
戦
後
の
ボ
シ
タ
祭
り
は
第
一
次
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
。

当
時
の
飾
馬
奉
納
団
体
の
性
格
に
つ
い
て
は
不
詳
で
あ
る
か
‘
町

名
を
つ
け
た
も
の
が
多
い
。
二
ニ
年
の
参
加
団
体
名
簿
を
見
て
も
‘

全
四
〇
団
体
の
う
ち
町
名
の
つ
か
な
い
も
の
は
‘
わ
ず
か
二
団
体
に

過
ぎ
ず
、
同
じ
町
名
の
団
体
が
重
複
し
て
出
て
い
た
り
す
る
。
お
そ

ら
く
そ
の
多
く
は
、
戦
前
と
同
様
に
地
域
の
奉
納
と
個
人
の
奉
納
と

が
混
合
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

〈
飾
馬
の
減
少
〉

昭
和
二
八
年
の
飾
馬
は
二
九
頭
で
あ
り
、
前
年

•

前
々
年
と
安
定

し
て
い
た
頭
数
か
ら
み
れ
ば
か
な
り
大
幅
な
減
少
で
あ
る
。
こ
れ
は
‘

こ
の
年
の
六
月
二
六
日
に
‘
熊
本
県
下
に
死
者
五
三
七
人
、
重
軽
傷

者
一
干
五

0
0
人
以
上
の
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
‘
い
わ
ゆ
る

「六

・
ニ
六
水
害
」
の
影
響
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

き
っ
か
け
は
と
も
か
く
‘
昭
和
二
八
年
に
急
落
し
た
飾
馬
の
奉
納

は
‘
そ
の
後
も
は
ぼ

一
貫
し
て
減
少
を
続
け
‘
つ
い
に
三
七
年
に
は

九
頭
と
な
っ
て
、
戦
後
初
め
て
の
一
桁
台
を
記
録
し
た
。

当
時
の
関
係
者
は
‘
飾
馬
減
少
の
原
因
と
し
て
第
一
に
経
済
的
な

問
題
を
あ
げ
て
い
る
。
昭
和
三
七
年
の
一
世
帯
ひ
と
月
あ
た
り
の
実

収
入
（
税
込
み
）
が
全
国
平
均
で
五
万
八
一
七
円

（『
朝
日
年
鑑
』
一

九
六
四
年
版
）
で
あ
る
と
き
に
‘
飾
馬
の
奉
納
に
必
要
な
経
費
は
最

低
ニ
ー
三

0
万
円
で
あ
っ
た
。

(
S
.37
.
9
.
1
4
・タ
”
飾
り
馬
＂
は

ど
う
し
て
減
る
）
地
元
の
新
聞
に
は
「
よ
は
ど
の
人
で
な
け
れ
ば
‘
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毎
年
奉
納
は
で
き
ま
い
」

か
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
こ
の
頃
に
は
‘
す
で
に
近
郊
の
牒
家
で
馬
を
飼
う
と
こ
ろ
か

少
な
く
な
っ
て
お
り
‘
か
つ
て
の
よ
う
に
農
家
か
ら
借
リ
る
こ
と
か

て
き
す
‘
馬
の
調
達
が
難
し
く
な

っ
て
い
る
。
し
た
か

っ
て
‘
馬
の

借
り
賃
も
高
く
な
り
（
当
時
て
三
ー
五
万
円
）
、
そ
れ
だ
け
奉
納
費

用
も
か
さ
む
。
藤
崎
協
は
J

さ
え
神
馬
な
ど
を
そ
ろ
え
る
の
に
苦
労
し

た
と
い
う
。

(
S
.37
.9
.
1
4
・
タ
”
飾
り
馬
＂
は
ど
う
し
て
戚
る

）

そ
の
う
え
、
地
域
的
な
つ
な
か
り
が
希
薄
に
な
り
‘
神
を
崇
拝
す

る
気
持
も
薄
れ
て
き
て
い
る
社
会
で
は
‘
市
民
の
意
識
も
変
化
し
て

き
た
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
し
た
か

っ
て
‘
か
つ
て
の
降
盛
を
取
り

戻
す
た
め
に
は
‘
宗
教
的
行
事
に
と
ら
わ
れ
な
い

「
現
代
的
意
味
」

を
祭
り
に
持
た
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
識
者
も
い
る
。

(s.

3
6.9
.
1
0
•
朝

「

お
祭
り
」

に
思
う
）

ま
た
‘
当
時
は
飾
馬
奉
納
団
体
に
よ
る
寄
付
金
の
収
集
か
強
要
的

で
あ
る
と
い
う
批
判
が
市
民
の
あ
い
た
で
大
き
く
な

っ
て
い
た
。

こ

う
し
た
問
題

（寄
付
の
強
要
や
寄
付
へ
の
拒
否
反
応
）
に
つ
い
て
の

識
者
の
意
見
も
‘
信
仰
心
の
篤
か
っ
た
時
代
に
は
起
こ
り
え
な
い
と

い
う
も
の
で
あ
る

。

(s
.
3
6.
9

.

1
0•
朝

「

お
祭
り
」

に
思
う
‘

s
.37
.
9
.14
・タ
”
飾
り
馬
“
は
ど
う
し
て
滅
る

）

さ
ら
に
は
‘
前
述
の
六

・
ニ
六
水
害
以
来
「
災
害
復
旧
工
事
に
働

く
土

t
の
転
入
で
」（

s

．29
.9
.10
・タ
）活
発
化
し
た
暴
力
団
の
祭

り
参
加
が
‘
他
の
団
体
の
祭
り
へ
の
意
欲
を
失
わ
せ
た
と
い
う
宮
司

(S
.

3
4.9
.
1
2
•
朝

読
者
）

と
い
う
声

の
回
想
も
あ
る

。

(
s
.

4
6.7
.

2
0•朝
）
。
昭
和
三
九
年
ご
ろ
に
は
‘

こ
れ
が

「
土
建
暴
力
」
と
い
う
形
で
問
題
に
な

っ
た
際
に
は
‘
む

し
ろ
‘
こ
の
摘
発
に
よ

っ
て
奉
納
か
減
少
し
た
。

土
建
暴
力
の
摘

発
は
四

0
年
に
本
格
化
し
四

一
年
に
終
息
す
る
か
‘
飾
馬
の
奉
納
頭

数
は
‘

三
九
年
と
四

一
年
に
は
戦
後
最
少
の
五
頭
に
ま
て
沿
ち
込
み
‘

四

0
年
も
六
頭
と
ふ
る
わ
な
い
。
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〈
祭
り
の
低
迷
〉

昭
和
四

0
年
か
ら
は
‘
現
府
も
奉
納
し
て
い
る
建
吉
（
た
て
よ
し
）

組
か
参
加
し
て
い
る
。
建
吉
組
は
藤
崎
宮
の
社
殿
修
理
を
引
き
受
け

る
な
ど
‘
藤
崎
貨
0

と
縁
故
の
あ
る
建
設
会
社
で
あ
る
。
四

0
年
の
初

参
加
に
あ
た

っ
て
は
‘
衰
微
す
る
祭
り
を
危
惧
す
る
藤
崎
宮
か
ら
奉

納
の
要
請
か
あ
っ
た
と
い
う
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
す
‘
四

一
年
の
飾
馬
は
五
頭
て
‘

三
九
年
に

つ
つ
き
―
一
度
目
の
戦
後
最
少
を
記
録
し
た
。
し
か
も
こ
の
年
は
‘
二

頭
を
奉
納
し
た
建
吉
組
を
二
団
体
と
し
て
扱

っ
て
お
リ
、
実
質
的
に

は
四
団
体
で
文
字
ど
お
り
の
戦
後
最
少
て
あ

っ
た
。
他
の
奉
納
団
休

は
鳥
居
基
（
と
り
い
も
と
）

•

水
道
町
親
和
会

·

存
竹
町
て
あ
る

。

「鳥
居
枯
」
と
は
‘

「
藤
崎
宮
の
お
膝
元
」
と
い

っ
た
意
味
で
、
藤

崎
宮
か
所
在
す
る
碩
台
小
学
校
区
の
住
民
が
主
体
と
な

っ
て
い
る
団

体
で
あ
る
。
水
道
町
も
藤
崎
宮
に
近
接
す
る
地
区
て
準
「
鳥
居
基
」

的
な
扱
い
を
受
け
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
い
わ
ば

「身
内
」
で
あ

っ
て‘

最
後
の

「
と
り
で
」
で
も
あ
る
。
ま
た
‘
秤
竹
町
も
昔
か
ら
飾
馬
を



ボ
ン
タ
祭
り
は
戦
後
最
大
の
危
機

よ
く
出
し
て
い
る
地
域
で
あ
る
。

に
直
面
し
て
い
た
。

こ
の
危
機
の
時
期
に
お
い
て
‘
従
来
と
は
異
な
る
動
き
が
み
ら
れ

る
。
昭
和
四
三
年
に
は
‘
今
で
は
恒
例
に
な

っ
て
い
る
鶴
屋
の
み
こ

し
か
初
め
て
奉
納
さ
れ
た
。
飾
馬
の
奉
納
で
は
な
か

っ
た
が
‘
熊
本

を
代
表
す
る
デ
バ
ー
ト
の
ひ
と
つ
で
あ
る
鶴
屋
の
参
加
は
‘
近
代
型

企
業
が
こ
の
祭
り
に
組
織
的
に
参
加
し
た
最
初
の
例
で
あ
る
。
ま
た
‘

こ
の
年
に
は
一
―
頭
の
飾
馬
か
奉
納
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
に

市
役
所
職
員
有
志
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
注
目
さ
れ
る
。
沈
滞
し
て

い
る
祭
り
を
盛
り
た
て
て
‘
市
職
員
と
市
民
と
の
つ
な
か
り
を
深
め

よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
‘
私
費
に
よ
る
奉
納
で
あ
る
。

馬
の
作
り
も
の
や
バ
ン
ド
演
奏
に
合
わ
せ
て
の
行
列
な
ど
、
そ
れ
ま

で
に
見
ら
れ
な
い
カ
ラ
ー
を
出
し
て
い
る
。

さ
ら
に
‘
四
四
年
に
は
九
州
産
交
が
、
藤
崎
宮
と
は
特
に
縁
故
の

な
い
近
代
型
企
業
と
し
て
は
初
め
て
飾
馬
を
奉
納
し
て
い
る
。
九
州

産
交
は
‘
県
内
で
は
随
一
‘
九
州
で
も
屈
指
の
バ
ス
会
社
で
あ
る
。

翌
四
五
年
に
は
「
電
電
九
州
」
（
日
本
電
信
電
話
公
社
九
州
電
気
通

信
局
）
が
こ
れ
に
加
わ
る
。

い
ず
れ
も
‘
市
役
所
有
志
と
同
様
に
パ

レ
ー
ド
色
が
強
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

四
七
年
に
は
熊
本
青
年
会
議
所
か
参
加
し
て
い
る
。
関
係
者
は
‘

「低

迷
す
る
郷
土
の
祭
り
の
活
性
化
の
た
め
に
」
参
加
し
た
と
‘
私
た
ち

に
語

っ
て
い
る
。
五
九
年
に
は
‘
そ
の
目
的
は
達
成
さ
れ
た
と
し
て

飾
馬
の
奉
納
を
や
め
た
。
田
村
紀
雄
に
よ
れ
ば
‘
近
年
の
「
新
し
い

祭
り
に
は
た
い
て
い
青
年
会
議
所
か
か
ら
ん
で
い
る
」

（「
祭
り
の

社
会
学
」
、
二
七
頁
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
熊
本
県
の
他
市
の
場

合
で
も
同
様
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

暴
力
団
の
参
加
‘
寄
付
の
強
要
‘
馬
の
虐
待
‘
下
品
な
衣
装
や
卑

猥
な
振
る
舞
い
な
ど
‘
従
来
と
か
く
批
判
の
あ

っ
た
ボ
シ
タ
祭
り
で

あ
る
か
‘
祭
り
の
低
迷
は
か
え

っ
て
意
図
せ
ざ
る

「浄
化
」
を
も
た

ら
し
た
よ
う
で
あ
る
。
ち
な
み
に
‘
昭
和
四
六
年
の
飾
馬
奉
納
団
体

は
‘
鳥
居
基

•

水
道
町
親
和
会

・

下
通
繁
栄
会

・
電
電
九
州
奉
賛
会

•

九
州
産
交
の
五
団
体
で
あ
る

。

四
七
年
は
そ
こ
に
青
年
会
議
所
か

加
わ

っ
て
六
団
体
‘
四
八
年
は
青
年
会
議
所
か
い

っ
た
ん
奉
納
を
取

り
止
め
た
が
、
本
荘
町
子
供
会
か
加
わ

っ
て
い
る
。
藤
崎
宮
の

「
お

膝
元
」
で
あ
る
烏
居
基
と
水
道
町
親
和
会
を
別
に
す
れ
ば
‘
熊
本
市

き

っ
て
の
商
店
街
‘
公
共
企
業
体
‘
バ
ス
会
社
‘
公
益
法
人
‘
子
供

会
と
‘
い
す
れ
も
爽
や
か
さ
や
明
朗
さ
か
セ
—
ル
ス
ポ
イ
ン
ト
の
‘

新
し
い
タ
イ
プ
の
団
体
ば
か
り
で
あ
る
。

〈祭
り
の
再
活
性
化
〉

昭
和
三

0
年
代
の
後
半
か
ら
四

0
年
代
に
か
け
て
の
厳
し
い
時
期

を‘

「
お
膝
元
」
の
団
体
や
「
新
し
い
タ
イ
プ
」
の
グ
ル
ー
プ
に
よ

っ
て
‘
か
ろ
う
じ
て
し
の
い
た
ボ
シ
タ
祭
り
は
‘
そ
の
後
は

一
転
し

て
奉
納
数
を
急
激
に
伸
ば
し
て
ゆ
く
。

昭
和
四
九
年
の
飾
馬
は

―
二
頭
で
あ
る
。
前
年
の
六
団
体
か
ら
倍

増
し
て
い
る
。
四
九
年
は
‘
い
わ
ゆ
る
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
の
翌
年
で
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こ
の
困
難
な
は
ず
の
年
に
‘
実
数
で
は
大
き
な
数
で
な
い
に

し
て
も
‘
倍
増
し
た
の
は
典
味
深
い
。

四
八
年
の
奉
納
団
体
の
構
成
と
比
較
し
て
み
る
と
‘
本
荘
町
子
供

会
か
退
き
慶
徳
校
子
供
会
が
入
っ
て
い
る
。
い
っ
た
ん
奉
納
を
取
り

止
め
て
い
た
青
年
会
議
所
と
建
吉
組
の
二
団
体
か
戻
り
、
熊
本
信
用

金
庫
岩
田
屋
伊
勢
丹
‘
木
原
産
業
‘

灰
塚
町
セ
ン
タ
ー
フ
ジ

の
四

団
体
か
新
規
に
加
わ
っ
て
い
る
。
木
原
産
業
と
灰
塚
町
セ

ン
タ
ー
フ

ジ
を
の
ぞ
け
ば
、
前
年
か
ら
継
続
し
て
い
る
団
体
も
含
め
‘
す
べ
て

新
し
い
タ
イ
プ
の
団
体
で
あ
る
。
木
原
産
業
だ
け
か
個
人
経
営
的
な

食
品
加
工
業
者
で
あ
っ
て
旧
来
の
タ
イ
プ
に
入
る
。
灰
塚
町
セ
ン
タ

ー
フ
ジ
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

公
共
団
体
や
企
業
団
体
の
祭
り
参
加
は
‘
祭
り
の
底
支
え
と
復
興

の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
点
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
が
‘
そ
れ
を
引

き
継
い
で
戦
後
第
二
期
の
ピ
ー
ク
に
ま
で
押
し
上
げ
る
の
は
、
高
校

同
窓
団
体
と
い
わ
ゆ
る
「
祭
り
愛
好
団
体
」
で
あ
る
。

昭
和
五

0
年
の
飾
馬
奉
納
団
体
の
特
徴
は
‘
済
々
緑
高
校
の
同
窓

団
体
（
済
商
会
…
済
々
媛
高
校
出
身
の
商
業
関
係
者
グ
ル
ー
。フ
）
と

熊
本
高
校
の
そ
れ
（
青
年
江
原
会
：
・
熊
本
高
校
の
同
窓
会
で
あ
る

「
江
原
会
」
の
若
手
グ
ル
ー
プ

）
の
参
加
で
あ
る
。
済
々
袋
高
校
と

熊
本
高
校
は
熊
本
県
を
代
表
す
る
名
門
校
で
‘
何
ご
と
に
つ
け
て
も

古
く
か
ら
の
ラ
イ
バ
ル
校
で
あ
る
。
そ
の
二
校
か
高
校
同
窓
団
体
と

し
て
は
初
め
て
‘
ま
た
同
時
に
参
加
し
た
こ
と
は
‘
当
時
か
な
り
話

題
に
な
っ
た
。

あ
る
。

済
々
燥
裔
校
同
窓
会
（
五

0
年
は
済
商
会
と
し
て
出
場
‘
五
五
年
か
ら

同
校
同
窓
会
で
正
式
に
認
め
ら
れ
て
済
々
緑
高
校
同
窓
会
と
な
っ
た
）

も
青
年
江
原
会
も
‘
「
さ
び
れ
て
し
ま
っ
た
ポ
シ
タ
祭
り
を
こ
の
ヘ

ん
で
も
う
一
度
盛
り
上
げ
よ
う
」
と
飾
馬
を
出
し
た
と
い
う
。
先
陣

を
切
っ
た
熊
本
高
校
に
は
‘
同
窓
会
関
係
者
か
ら
は
「
お
ま
え
ら
何

ば
と
ぽ
け
と
る
の
か
＇
」
と
非
常
識
よ
ば
わ
り
さ
れ
る
こ
と
か
多
か
っ

た
と
い
う
（

『青
年
江
原
会
報
』
‘
一
九
八
二

）。
し
か
し
‘

二
つ

の
有

力
校
の
参
加
の
後
は
‘
市
内
の
各
高
校
の
同
窓
団
体
か
連
鎖
反
応
的

に
競
っ
て
参
加
す
る
。
現
在
で
は
‘
女
子
古
向
と
新
設
校
を
除
く
と
‘

市
内
の
は
ぱ
す
べ
て
の
高
校
の
同
窓
団
体
（
必
ず
し
も
正
式
の
同
窓

会
で
は
な
い
）
か
飾
馬
を
奉
納
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
同
窓
会
グ

ル
ー
プ
は
‘

「高
校
O
B
ボ
ン
タ
祭
り
連
合
会
」
（
女
子
高
一
校
も

含
ま
れ
る
）
を
結
成
す
る
な
ど
‘
今
や
ボ
ン
タ
祭
り
の
一
大
勢
力
と

な
っ
て
い
る
。

昭
和
五
四
年
の
飾
馬
は
二
八
頭
。
団
体
数
と
し
て
は
漸
増
状
態
で

あ
る
が
、
参
加
者
数
は
か
な
り
増
加
し
て
い
る
。
す
で
に
五
一
年
あ

た
り
か
ら
‘
高
校
同
窓
団
体
を
中
心
に
一
団
体
で
五

0
0
人
‘
六
五

0
人
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る

。

(S
.
5
1
.
9.3
•

朝
‘

な
ど
）
昭
和
五

0
年
代
の
半
ば
か
ら
は
‘
出
場
団
体
の
急
増
に
一
団
体

あ
た
り
の
人
員
の
増
加
が
重
な
り
‘
全
体
の
参
加
者
数
は
過
去
に
例

の
な
い
急
激
な
伸
び
を
示
す
。
五
四
年
（

二
八
団
体
）
に

一
万
二

千
人
だ
っ
た
も
の
か
、

二
年
後
の
五
六
年
（
四
四
団
体
）
に
は
約
――

倍
の
二
万
三
千
人
に
ま
で
増
大
し
て
い
る

。

(
s
.
5
6
.

9
.
1
6•朝
）
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表 1 飾馬奉納団体の変遷 I 
JOO~ — 一 100

95 1----------------------------------------------------------------------------1 95 

90 1--------1—- ------------------------------------------------------------------I 90 

85 1-------+・--・・--------・-------------------・-→ ・・・・-・・------------------------1 85 

80 1-------+-------------------------------------------------------------------I 80 

75 1-------H--------------------------------------------------------------------I 75 

70 I-------H---,-----------------------------------------------------------------I 70 

65 1-------I+ -+ ----------------------------------------------------------------I 65 

60 I-----+I+ +I+ -----------------------------------------------------------+ --I 60 

55 1------1一1++1-1一――――― --------------- + ----------------------- - ------ - -------1—— -I 55 

50 1----- +1+ -1-1+ -------- -- --- --------1—---------------------------------1-1--I—+ --1 50 

45 1------1-1-1--1-1+ ----+--------------+ ---------------------------------1-1-1—|—|—1---1 45 

40 1----- +H-+H—- -+ +--+ ----------,-1+ -H-----------------------------1-1-1-1—|—|—1, --1 40 

35 I-----+I+ +I—1---d—-H-H+ ---------+H-H+ ---------------------------+H-1-1-1-1---I 35 

30 I-+I-+H+ +I+ -+H-H-H+ ---------+I—H-H—- -------------------------+H-H-H+ --I 30 

25 I--H--H-1-1--H+ +H-H-H-1-1-----------1-1-1-1-H+ ------------------------,-1-1-1-1-H—|—|—I---I 25 

20 I・+I-+H+ +H-+H-H・H-H-----------H-H-H—|—1-,+ -------------------+H-H-H-H—|—1---1 20 

15 H- 1— +H— | 中 1- 1 - 1--甘I-廿I-甘1-- - -- ――ーサH-H-H+l+I++,---------------+H-H-H-H-H-H---I 15 

10 I--H-,-H-H H-H-H-H-1-1-1-1-1-1-----,-1—--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1------ +1-1—---H-H-H-1-1-1-1-1-1—|—|—--1 10 

: :rmm止r1rin1r1nir1• 11t11止lltltlltltl1lltllt1『11t11t11rmrrm1111・:: 
5 10 15 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

大正 昭和 62 
2 
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表 2 飾馬奉納団体の変遷 2 (昭和37年から60年まで）

年 地 域 伝統型企業 近代型企業 高校同窓会 祭り愛好会 各種団体 合 計

37 4 5 

゜ ゜ ゜ ゜
， 

38 5(+3, -2) 2(+1, -4) 0 

゜ ゜
l(+ 1 ) 8(+5, -6) 

39 3 (+ l, -3) 2 

゜ ゜ ゜
0 ( -1) 5 (+ 1, -4) 

40 4 (+ 2, -1) * 2(+1, -1) 0 

゜ ゜ ゜
6(+3, -2) 

41 3 ( -I) * 2 (+ l, -I) 0 

゜ ゜ ゜
5 (+ J, -2) 

42 5 (+ 3, -1) * 2 (+ 1, -1) 0 

゜ ゜ ゜
7(+4, -2) 

43 5(+3, -3) * 5 (+3 ) 0鶴（ミコン ） 0 

゜
I(+ I ）市 11(+ 7, -3 J 

44 7 (+ 3. -1) * 4 (+l. -2) 1 (+ 1 ）産 O

゜
I 13(+5, -3) 

45 5(+I, -3) 4 (+ l, -1) 2 (+I ) 0 

゜
I 12(+ 3, -4) 

46 3 (+ 1, -3) 0 ( -4) 2 

゜ ゜
0 ( -1) 5 (+ 1, -8) 

47 3 

゜
2 

゜ ゜
1 (+ 1 ）青 6 (+I ） 

48 4 (+ 1 ） 

゜
2 

゜ ゜
0 ( -1) 6 (+I, -I) 

49 4 (+ 1, -1) 2 (+2 ) 4 (+ 2 ) 0 

゜
2 (+ 2 ) 12(+ 7, -I) 

50 5 (+ 1 ） 4(+2 ) 4 (+ 1, -1) 2 (+ 2) 江済 0 3 (+ 2, -1) 18(+ 8, -2) 

51 6 (+ 1 ） 4 3 ( ー］ ） 4 (+2 ) 1 (+ 1 ）愛 1( -2) 19(+ 4、-3) 

52 5 (+ 1, -2) 4 4(+2, -1) 4 2 (+ 1 ) 2(+ 1 ) 21(+ 5. -3) 

53 5 (+ 1, -1) 5 (+I ) 4 7 (+ 3 ) 2 2 25(+ 5, -1) 

54 6 (+ 1 ） 5 4 9 (+ 2 I 2 2 28(+ 3 ） 

55 7 (+ l ） 5(+l, -I) 4 (+I, -1) 13(+ 4 ) 3 (+ 1 ) 2 34(+8, -2) 

56 8 (+ 1 ） 5 (ti, -I) 6 (+ 2 ) 14(-I ) 7 (+ 4 ) 3 (+ 1 ) 43(+!0, -I) 

57 9 (+ l ） 8(+3 ) 5 (+ 1, -2) 14 12(+ 6, -I) 5 (+ 2 ) 53(+ 13, -3) 

58 9 8 4 ( -1) 14 14(+3, -]) 5 54(+3, -2) 

59 9 6 ( -2) 4 11( -3) 13( -1) 5 48( -6) 

60 9 7 (+l ) 3 ( -]) 15(+ 4 ) 13(+ I, -I) 4 ( -l) 51(+6, -3) 

【国 （ ）の中の数字は埒減の内訳をがす。例えば60年の合，汁......51 (+ 6, -3)というのは、 59年の48

団体から 3団体が本納を取り rLめ、新規あるいは復活で6団体が加わって、差引き 3団体のJ("J/JIIにな った

という紅味である 。

〔伝統邸企梨の欄〕

40年 * 2 (+ I. -I)-..... + Iは建，'{糾の初参加。

41年 * 2 (+I, -I) .. …・ + Iは建，'{糾がふたつに分れたため、参加 2の内訳は建古組 （第一） と建古

糾 （第二）。

42年 * 2 (+ l, -I)……-1は建古令llがひとつにな ったため。参加 2の内成は建古組と松村象fl。

43年 * 5 (t-3 )・ ….. + 3は再ぴふたつに分れた建吉組と _if<irli象ll、北山糸fl。

44年 * 4 (+ I, -2)・ …,,_ 2は建討組がふたつ抜けたため。

〔近代刑企又の欄〕

43年 0鶴 （ミ コン ）……餞歴ヵ'"みこ し’’ を：I¥す。

44年 I(+ l ) 産•….. 几州産交が初参加する 。

〔高校同窓会の欄〕

50年 2 (+ 2) ii済.....i.l原会 （熊本必校）と祈商会（済々没高校）が初参加する 。

〔9か）愛好会の欄）

51年 l(+ I ) 愛•• ・・・i虹奇窮大祭愛好会が卜／）参加する 。

〔各種団体の欄〕

43年 I(+ l )市・・・・・・,Ii役所職員有．じか初参加する

47年 I (+ l ) ,•,-...... ,•; 年会議所が初参加する 。
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新
規
参
加
団
体
の
伸
び
が
大
き
い
昭
和
五
五
年
か
ら
五
七
年
ま
で

に
つ
い
て
そ
の
内
訳
を
見
て
み
る
と
‘
祭
り
愛
好
団
体
か
多
い
こ
と

か
わ
か
る
。
祭
り
愛
好
団
体
と
い
う
の
は
‘
特
定
の
母
体
と
な
る
集

団
を
も
た
ず
‘
ボ
シ
タ
祭
り
に
参
加
す
る
こ
と
自
体
を
集
団
形
成

の
主
た
る
契
機
と
し
て
い
る
団
体
で
あ
る
。
昭
和
五

一
年
‘
ず
ば
り

「藤
崎
宮
大
祭
愛
好
会
」
と
銘
打

っ
た
団
体
が
登
場
す
る
の
が
最
初

で
あ
る
。
五
0
年
代
に
な

っ
て
新
規
に
参
入
し
て
く
る
団
体
は
‘
近
代

型
企
業
団
体
‘
高
校
同
窓
団
体
以
外
は
‘
地
域
名
や
個
人
企
業
名
を

名
の

っ
て
い
る
場
合
で
も
‘
そ
の
は
と
ん
ど
す
べ
て
か
祭
り
愛
好
団

体
と
考
え
て
差
支
え
な
い
。

〈規
制
下
の
祭
り
〉

昭
和
五
七
年
に
は

「藤
崎
八
痛
宮
大
祭
飾
馬
審
査
委
員
会
」
な
る

も
の
か
発
足
し
‘
祭
り
の
規
制
を
打
ち
た
し
て
い
る
。
二
三

・
ニ
四

年
に
も
同
様
の
規
制
が
試
み
ら
れ
た
が
‘
実
効
は
な
か

っ
た
よ
う
だ
。

四
六
年
に
は
暴
力
団
の
参
加
と
の
か
ら
み
で
‘
奉
納
団
体
指
名
制
を

採
用
し
て
か
な
り
の
成
果
を
あ
げ
て
い
る
。

五
七
年
の
規
制
は
‘
規
則
を
明
文
化
し
た
冊
子
を
発
行
す
る
と
と

も
に
‘
笞
察
と
も
緊
密
な
連
絡
を
と
り
‘
い
っ
そ
う
組
織
的
‘
全
面

的
か
つ
強
力
な
規
制
を
始
め
た
も
の
で
あ
る
。
規
則
は
‘
と
か
く

一

般
市
民
か
ら
批
判
の
あ

っ
た
暴
力
団
員
の
参
加
‘
寄
付
の
強
要
‘
馬

の
虐
待
に
つ
い
て
の
規
制
を
強
化
す
る
と
と
も
に
‘
馬
の
飾
り
‘
掛

け
声
‘
勢
子
の
服
装
‘
そ
の
他
に
つ
い
て
細
か
く
規
定
し
て
い
る
。

ま
た
‘
審
査
委
貝
会
は
‘
供
奉
の
人
数
の
膨
張
か
円
滑
な
神
幸
に
支

障
を
き
た
し
て
い
る
と
し
て
‘
規
則
で
一
団
体
あ
た
り
の
勢
子
数
を

制
限
し
た
は
か
、
新
規
団
体
の
参
入
に
も
厳
し
い
条
件
で
の
ぞ
む
よ

う
に
な

っ
た
。

昭
和
五
八
年
に
は
‘

「
飾
馬
奉
納
規
則
」
に
違
反
し
た
と
し
て
四

団
体
か
翌
年
の
奉
納
辞
退
を
勧
告
さ
れ
た
。
実
質
的
に
は
‘
奉
納
規

則
に
よ
る
初
め
て
の
出
場
停
止
処
分
で
あ
る
。
五
九
年
は
新
規
の
奉

納
か
受
け
入
れ
ら
れ
す
‘
四
団
体
に
対
す
る
実
質
上
の
参
加
停
止
処

分
と
二
団
体
の
参
加
辞
退
で
計
六
団
体
か
奉
納
を
取
り
止
め
た
た
め
‘

飾
馬
の
奉
納
は
四
八
団
体
と
な

っ
た
。
―
一

年
ぶ
り
に
前
年
よ
り
も

減
少
し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
‘
こ

の
年
の
減
少
は
市
民
の
祭
り

へ
の
参
加
意
欲
の
実
勢
を
反
映
し
て
い
な
い
。
奉
納
停
止
処
分

の
団

体
は
別
に
し
て
も
‘
新
規
の
希
望
団
体
す
べ
て
に
奉
納
を
認
め
れ
は
‘

六
〇
団
体
は
超
え
た
は
ず
で
あ
る
。
六
二
年
に
は
‘
藤
崎
宮
は
神
幸

式
の
正
常
化
の
成
果
か
あ
か

っ
た
と
し
て
‘
ひ
さ
び
さ
に
多
数
の
新

規
奉
納
を
受
け
入
れ
た
。
そ
の
結
果
は
六
四
頭
と
戦
後
最
多
を
記
録

し
‘
そ
れ
で
も
奉
納
を
認
め
ら
れ
な
か

っ
た
団
体
か
ま
だ
い
く
つ
か

残

っ
て
い
る
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。

祭
り
と
社
会
変
動

〈
戦
前
の
祭
り
と
経
済
変
動
〉

大
正
期
か
ら
昭
和
の
初
期
に
か
け
て
の
飾
馬
奉
納
の
変
化
の
跡
も
‘
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か
な
り
は
っ
き
り
と
た
ど
る
こ
と
か
で
き
る
。
た
た
し
、
明
治
期
の

奉
納
頭
数
に
つ
い
て
は
不
詳
で
あ
る
。
当
時
の
新
聞
記
事
か
ら
断
片

的
に
読
み
取
れ
た
範
囲
で
は
、
最
も
少
な
い
年
（
明
治
二
八
年
）
で

四
頭
、
最
も
多
い
年
（
明
治
二
四
年
）
で
四
三
頭
で
あ
る
。

大
正
五
年
と
六
年
は
‘
と
も
に
三
四
頭
と
か
な
り
の
奉
納
が
あ

っ

た
が
、
七
年
に
は
一

0
頭
に
落
ち
込
ん
で
い
る
。
し
か
し
‘
は
や
く

も
そ
の
翌
年
に
三
二
頭
と
元
に
戻

っ
て
か
ら
は
‘
九
年
が
六

一
頭
‘

1
0
年
が
八

0
頭
‘
―
一
年
が
九
四
頭
と
‘
毎
年
最
多
記
録
を
更
新

す
る
。
―
二
年
は
‘
例
祭
を
ま
じ
か
に
ひ
か
え
て
発
生
し
た
関
東
大

震
災
を
理
由
に
神
幸
式
か
中
止
さ
れ
た
か
、
八
月
末
現
在
で
七

0
頭

の
奉
納
が
予
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
四
年
間
は
‘
六

0
頭
か
ら
七

0
頭
と
か
な
り
多
数
で
安
定
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
か
昭
和
二
年
は
‘
一
挙
に

―
二

頭
に
ま
で
激
減
し
た
。
し

か
し
、
翌
年
に
は
す
ぐ
に
反
転
し
て
‘
五
年
に
は
四

0
頭
台
に
ま
で

回
復
し
‘

―一

年
ま
で
は
お
お
む
ね
四

0
頭
前
後
で
推
移
し
て
い
る
。

四

0
頭
と
い
う
の
は
‘
大
正
期
後
半
の
六

O
i
七

0
頭
に
く
ら
べ
る

と
少
な
い
か
、
明
治
期
の
最
多
頭
数
に
匹
敵
す
る
。
し
か
し
‘
―
二

年
に
は
一
―
頭
と
ま
た
も
や
急
落
し
‘
終
戦
ま
で
低
迷
か
続
く
。

大
正
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
飾
馬
の
奉
納
頭
数
の
変
化
を

追
跡
し
て
み
る
と
‘
そ
の
増
減
が
マ
ク
ロ
な
社
会
変
動
と
密
接
に
関

連
し
て
い
る
こ
と
か
う
か
が
え
る
。

そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
が
、
経
済
変
動
と
の
関
連
で
あ
る
。
大
正
期

以
降
の
飾
馬
の
奉
納
頭
数
の
変
動
の
端
緒
に
な

っ
た
の
は
大
正
七
年

で
あ
る
。

こ
の
年
の
七
月
に
富
山
県
で
発
生
し
た
米
騒
動
は
‘
八
月

初
め
か
ら
半
ば
に
か
け
て
全
国
に
波
及
し
た
。
熊
本
で
は
騒
動
は
起

こ
ら
な
か

っ
た
も
の
の
、
米
騒
動
の
背
景
に
あ
る
経
済
状
態
と
当
時

の
世
相
を
共
有
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
‘
こ
の
年
の
飾
馬

の
奉
納
か
い
っ
た
ん
大
幅
に
減
少
し
た
後
‘
翌
年
か
ら
は
か
つ
て
例

を
み
な
い
は
ど
急
激
な
増
加
を
示
す
。
こ
の
間
‘
つ
か
の
ま
の
戦
後

ブ
ー
ム
の
後
に
戦
後
恐
慌
を
経
験
し
て
い
る
。
そ
の
後
は
‘
昭
和
二

年
の

一
過
性
の
激
減
を
は
さ
み
な
か
ら
も
‘
全
般
的
に
は
漸
減
を
続

け
る
。

昭
和
二
年
は
い
わ
ゆ
る
金
融
恐
慌
の
年
で
あ
る
。

こ
の
年
に
い

っ

た
ん
は
激
滅
す
る
か
‘
翌
年
か
ら
は
ふ
た
た
び
増
加
に
転
じ
‘
昭
和

恐
慌
の
年
の
五
年
か
ら
昭
和
―

二
年
の
急
落
ま
で
の
数
年
間
は
‘
四

0
頭
前
後
と
か
な
り
高
い
水
準
を
維
持
す
る
。

全
国
的
な
規
模
で
人
々
が
モ
ノ
や
カ
ネ
に
殺
到
す
る
よ
う
な
経
済

パ
ニ
ソ
ク
（
米
騒
動
や
取
り
付
け
騒
ぎ
）
か
あ
っ
た
年
は
‘
熊
本
で

は
そ
う
し
た
騒
ぎ
か
な
く
と
も
‘
飾
馬
の
奉
納
は
例
年
に
比
べ
て
か

な
り
の
減
少
を
示
す
。
し
か
し
、
翌
年
に
は
す
ぐ
に
盛
り
返
し
、
以

後
そ
れ
に
引
き
続
く
不
況
の
中
で
、
跳
ね
上
か
る
よ
う
に
増
加
す
る

傾
向
か
あ
る
。
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〈
戦
後
の
祭
り
と
経
済
変
動
〉

戦
後
の
動
向
は
‘
不
況
だ
け
で
な
く
好
況
も
含
め
た

一
般
的
な
経

済
変
動
と
の
関
連
で
‘
飾
馬
の
奉
納
傾
向
を
検
討
す
る
の
に
好
都
合



な
材
料
を
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
‘
昭
和
三

0
年
代
か
ら
四

0
年
代
に
か
け

て
低
迷
状
況
に
あ

っ
た
ボ
シ
タ
祭
り
は
‘
四
九
年
か
ら
は
一
転
し
て

飾
馬
の
奉
納
を
増
加
さ
せ
て
ゆ
く
。
そ
の
前
年
の
オ
イ
ル
シ
ョ

ッ
ク

は
‘
米
騒
動
や
金
融
恐
慌
の
取
り
付
け
騒
ぎ
と
同
様
に
‘
全
国
的
な

買
い
占
め
騒
ぎ
を
引
き
起
こ
し
た
。
し
か
し
こ
の
年
は
‘
前
二
者
の

と
き
と
は
違

っ
て
‘
飾
馬
の
急
激
な
滅
少
は
起
き
て
い
な
い
。

こ
れ

は
‘
オ
イ
ル
シ
ョ

ソ
ク
か
そ
の
年
の
祭
り
の
ニ
ヵ
月
後
の
こ
と
で
あ

り
‘
ま
た
当
時
は
飾
馬
も
す
で
に
底
を
つ
く
は
ど
減
少
し
て
い
た
と

き
な
の
で
、
必
ず
し
も
同

一
に
論
じ
ら
れ
な
い
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
戦
後
初
の
マ
イ
ナ
ス
成
長
を
記
録
し
て
高
度

成
長
に
は

っ
き
り
と
別
れ
を
告
げ
た
昭
和
四
九
年
を
皮
切
り
に
、
そ

の
後
は
‘
低
成
長
も
し
く
は
安
定
成
長
の
も
と
で
飾
馬
の
増
加
が
続

き
‘
五

0
年
代
の
末
に
は
戦
後
第
二
次
の
ピ
ー
ク
に
達
す
る
。
戦
前

の
経
済
の
不
況
と
祭
り
の
盛
況
と
の
相
関
に
類
似
し
た
現
象
を
呈
す

る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
戦
後
の
デ
ー
タ
は
‘
単
に
経
済
の
不
況
と
祭
り
の
盛

況
と
の
相
関
を
再
確
認
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
‘
逆
に
経
済
の
好
況
と

祭
り
の
低
迷
と
の
関
連
を
も
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
。

昭
和
二
八
年
に
飾
馬
の
奉
納
頭
数
が
前
年
の
四
二
頭
か
ら
二
九
頭

へ
と
大
幅
に
落
ち
込
む
の
は
‘
お
そ
ら
く
そ
の
年
の

「
六

・
ニ
六
水

害
」
の
影
卿
で
あ
る
。
も

っ
と
も
、
そ
れ
に
先
立
つ
特
需
ブ
ー
ム
の

二
五
年
に
は
‘
す
で
に
衰
退
化
の
兆
候
か
現
わ
れ
て
い
る
。
と
も
か

く
‘
こ
の
大
被
害
が
そ
の
後
の
熊
本
経
済
の
沈
滞
を
招
い
て
お
れ
ば
‘

戦
前
の
例
の
よ
う
に
ふ
た
た
び
飾
馬
の
急
増
を
も
た
ら
し
た
可
能
性

が
あ
る
。
し
か
し
、
事
態
は
逆
で
、
水
害
は
多
額
の
復
旧
事
業
を
惹

起
し
‘
こ
の
局
地
的
な
土
木
建
築
プ
ー
ム
が
そ
の
ま
ま
昭
和
三

0
年

代
か
ら
の
全
国
的
な
高
度
成
長
へ
と
つ
な
か

っ
て
い
く
。

大
型
で
長
期
に
わ
た

っ
た
未
曾
有
の
高
度
経
済
成
長
と
は
う
ら
は

ら
に
‘
ボ
シ
タ
祭
り
の
飾
馬
奉
納
は
滅
少
の
一
途
を
た
ど
る
。
東
京

オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
の
年
の
昭
和
三
九
年
に
は
‘
つ
い
に
戦
後
最
少
の
五

頭
を
記
録
す
る
。
そ
の
後
は
‘
お
お
む
ね
低
迷
を
続
け
‘
次
の
決
定

的
な
転
換
に
は
‘
前
ほ
ど
の
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
を
ま
た
な
け
れ
ば
な

ら
な
か

っ
た
。

高
度
成
長
期
に
お
け
る
祭
り
の
不
振
は
ボ
シ
タ
祭
り
に
限
ら
れ
る

も
の
で
は
な
く
、
全
国
的
に
多
く
の
祭
り
が
衰
退
し
て
い

っ
た
よ
う

で
あ
る

。

(s
.
4
5.2
.
2
2
•
朝
記
者
手
帳

）
ポ
シ
タ
祭
り
の
飾
馬
奉

納
頭
数
の
減
少
は
‘
こ
の
全
国
的
な
傾
向
を
‘
単
な
る
印
象
で
は
な

く
は
っ
き
り
と
し
た
数
字
で
教
え
て
く
れ
て
い
る
。

〈
戦
前
の
祭
り
と
戦
争
〉

戦
後
の
飾
馬
の
急
激
な
滅
少
は
高
度
成
長
期
に
顕
著
に
見
ら
れ
た

が
過
去
に
も
こ
う
し
た
甚
だ
し
い
低
迷
が
観
察
さ
れ
る
と
き
が
あ

る
。
そ
れ
は
戦
時
で
あ
る
。
昭
和

―
二
年
に
は
前
年
の
四
三
頭
で
あ

っ
た
飾
馬
の
奉
納
か

―
―
頭
へ
と
激
減
す
る
。
そ
し
て
、
一
五
年
か

ら
終
戦
ま
で
は
六
頭
か
ら

一―

頭
と
低
迷
状
況
が
続
く
の
で
あ
る
。
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（
一
三
・
一
四
年
は
不
明
で
あ
る
）

戦
時
に
お
け
る
藤
崎
宮
例
祭

（現
在
の
通
称

・
ポ
シ
タ
祭
り

）
の

沈
滞
ぶ
り
は
‘
日
清

•

日
森
の
戦
の
よ
う
に
‘
短
期
間
で
し
か
も
戦

勝
に
終
わ
っ
た
場
合
も
例
外
で
は
な
い
。

明
治
二
四
年
に
は
四
三
頭
も

の
奉
納
が
あ
っ
た
飾
馬
は
‘
そ
の
後
急
激
に
減
少
し
‘
二
七
年
の
日

清
戦
争
開
戦
直
後
の
祭
り
で
は
七
頭
な
い
し
は
八
頭
、
日
本
の
戦
勝

に
終
わ

っ
た
翌
二
八
年
に
は
わ
す
か
に
阻
頭
に
す
ぎ
な
い
。

日
露
戦
争
に
際
し
て
は
‘
明
治
三
八
年
は
不
明
で
あ
る
か
、
三
七

年
に
は
一
六
頭
か
奉
納
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
数
字
を
見
る
か
ぎ
り
必

ず
し
も
不
振
で
あ

っ
た
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
で
も
そ
の
前
年
の
二

二
頭
か
ら
は
減
少
し
て
い
る
。
三
九
年
に
地
元
新
聞
に
寄
せ
ら
れ
た

投
書

（九
日

M
.39
.9
.
5
)
は
‘
「
古
ぎ
昔
よ
り
藤
崎
宮
の
祭
典

は
熊
本
の
誇
り
で
あ
っ
た
。
然
る
に
此
両
三
年
の
祭
典
は
何
ん
た
。

誇
り
も
何
も
あ
っ
た
者
に
あ
ら
ず
。
是
れ
も
戦
争
と
云
ふ
大
難
物
か

あ
っ
た
か
ら
で
あ
ら
う
」
と
憤
慨
し
、
「
市
民
は
宜
し
く
蒋
発
し
て

賑
合
ひ
を
為
す
べ
し
」
と
訴
え
て
い
る
。

そ
し
て
、
昭
和
―
二
年
の
飾
馬
の
激
減
で
あ
る
。
こ
の
年
の
七
月

七
日
に
は
旗
溝
橋
事
件
が
勃
発
し
て
い
る
。
た
だ
ち
に
熊
本
の
第
六

師
団
に
も
応
急
動
員
令
か
発
令
さ
れ
、
同
師
団
は
中
国
大
陸
に
向
け

て
出
動
し
た
。
そ
の
後
、
大
陸
の
戦
線
が
全
面
戦
争
化
し
つ
つ
膠
焙

•

長
期
化
す
る
と
と
も
に
‘
飾
馬
の
奉
納
も
停
滞
す
る

。

こ
の
低
迷

は
‘
太
平
洋
戦
争
を
は
さ
み
敗
戦
ま
で
続
く
の
て
あ
る
。

戦
争
は
戦
時
公
債
や
相
次
ぐ
寄
付
金
経
集
な
ど
で
家
計
を
圧
迫
す

る
。
祭
り
の
実
働
グ
ル
ー
プ
の
中
核
を
占
め
る
青
年
層
の
出
征
は
‘

祭
り
を
弱
体
化
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
藤
崎
宮
の
祭
り
に
関
し
て
い
え

ば
‘
馬
匹
徴
発
に
よ
る
馬
の
減
少
も
痛
手
で
あ
る
。

し
か
し
‘
こ
れ
ら
の
こ
と
だ
け
で
‘
あ
れ
は
ど
に
も
祭
り
を
逼
塞

さ
せ
る
理
由
に
な
る
と
は
思
え
な
い
。
戦
争
は
‘
む
し
ろ
神
社
や
祭

り
か
公
的
に
ク
ロ
ー
ズ
ア

ソ
。
フ
さ
れ
る
好
機
で
も
あ
る
。
戦
時
下
に

あ

っ
て
国
家
護
持
を
標
榜
し
‘

畠
軍
全
勝

・
敵
国
降
伏
の
祈
藷
祭
を

行
な
う
神
社
は
‘
国
民
の
敵
憮
心
を
あ
お
り
‘
士
気
を
鼓
舞
す
る
の

に
絶
好
の
役
目
を
果
す
。

藤
崎
i

出
の
場
合
は
‘
祭
神
の

一
柱
で
あ
る
神
功
皇
后
の

「三
韓
征

伐
」
や
‘
随
兵
行
列
の
起
源
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
加
藤
消
正
の

「
朝
鮮
征
伐
」
の
故
事
か
語
ら
れ
、
そ
の
神
威
が
強
調
さ
れ
る
。

製
味
深
い
の
は
‘
「
ボ
シ
タ
」
と
い
う
掛
け
声
に
つ
い
て
の
意
味
づ

け
で
あ
る
。
「
ボ
シ
タ
」
と
は
加
藤
清
正
か
朝
鮮
を
「
滅
ボ
シ
タ
」
と

い
う
意
味
‘
と
す
る
語
源
論
な
い
し
は
解
釈
か
ま
こ
と
し
や
か
に
説

か
れ
る
。
日
清
戦
争
の
数
年
前
‘
当
時
五
高
の
教
授
で
あ

っ
た
ラ
フ

ボ
ウ

カ
デ
ィ
オ

・
ハ
ー
ン
は
‘

「朝
鮮
亡
シ
タ
リ
。

エ
エ
コ
ロ
亡
ン`
タ
リ
。

亡
シ
タ
リ
。
亡
シ
タ
リ
。
亡
シ
タ
リ
。
亡
シ
タ
リ
」
と
い
う
掛
け
声

を
聞
い
た
と
書
簡
に
記
し
て
い
る
。
（
『
ラ
フ

カ
テ
ィ
オ

・
ハ
ー
ン
著

作
集
第
十
四
巻
』
、

二
七

一
頁
）

「
ボ
シ
タ
」
は
単
な
る
掛
け
声
に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
か
戦
時
に

は
、
戦
争
に
適
合
的
な
意
味
が
付
与
さ
れ
‘
過
去
（
加
藤
清
正
の
朝

鮮
出
兵
）
と
現
在

（消
．

9昨
•

中
・

米
と
の
交
戦
状
態

）
と
か
結
び
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つ
け
ら
れ
る
。
は
と
ん
ど
信
憑
性
の
な
い
縁
由
謡
か
強
い
暗
喩
性
を

帯
び
て
く
る
。
そ
し
て
、
昭
和
三
年
に
は
‘
随
兵
頭
を
務
め
た
在
郷

軍
人
会
長
•
井
上
第
五
郎
が
「
ボ
シ
タ
は
『
敵
国
を
攻
滅
ぼ
す
』
意

議
」
と
強
制
す
る
ま
で
に
な
る
の
で
あ
る
。（
九
日

S
.
3
.
9
.14)

こ
の
よ
う
な
時
期
に
は
‘
神
社
と
祭
り
は
ま
さ
に
時
宜
に
か
な

っ

た
も
の
で
あ
り
、
祭
り
が
人
々
を
吸
引
す
る
力
が
強
く
な
っ
て
も
お

か
し
く
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
藤
崎
宮
の
例
祭
は
賑
わ

っ
て
い
な
い
。
皮
肉
な
こ
と
に
‘
活
気
が
戻
る
の
は
‘
「
凱
戦
」
で

は
な
く
「
敗
戦
」
を
契
機
に
し
て
‘
つ
ま
り
「
減
ボ
シ
タ
」
で
は
な

く
「
滅
ぼ
さ
れ
た
」
こ
と
に
よ

っ
て
で
あ

っ
た
。

〈
祭
り
と
戦
争

・
考〉

ボ
シ
タ
祭
り
と
経
済
変
動
‘
ボ
シ
タ
祭
り
と
戦
争
と
の
間
に
は
‘

密
接
な
関
係
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
祭
り
と
戦
争
と
の
関

連
に
つ
い
て
は
‘
す
で
に
カ
イ
ヨ
ワ
な
ど
の
指
摘
が
あ
る
。

カ
イ
ヨ
ワ
に
よ
れ
ば
‘
祭
り
と
戦
争
と
は
‘
い
ず
れ
も
日
常
性
の

否
定
で
あ
る
。
そ
れ
は
騒
乱
と
動
揺
で
あ
り
‘
破
壊
と
蕩
尽
で
あ
る
。

個
人
は
そ
の
独
立
性
を
否
定
さ
れ
、
集
団
的
な
熱
狂
に
呑
み
こ
ま
れ

る
。
明
治
末
年
の
新
聞
（
九
州

M
.
4
3
.
9
.
1
6
)が
拾
っ
て
い
る

「
イ

サ
ギ
ュ
ウ
‘
オ
ソ
ロ
シ
ウ
シ
テ
‘
オ
モ
シ
ロ
カ
」
（
と
て
も
恐
ろ
し
く

て
‘
な
お
か
つ
面
白
い

）
と
い
う
感
想
は
‘
女
性
の
見
物
人
の
も
の

で
は
あ
る
が
‘
カ
イ
ヨ
ワ
の
祭
り
ー
戦
争
論
に
あ
ま
り
に
も
適
合
的

で
お
か
し
い
く
ら
い
で
あ
る
。

カ
イ
ヨ
ワ
の
「
過
剰
エ
ネ
ル
ギ
ー
放
出
論
」
を
‘
祭
り
の

一
般
理

論
と
し
て
そ
の
ま
ま
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
か
し
‘
か
つ

て
の
ボ
シ
タ
祭
り
に
は
‘
彼
か
指
摘
す
る
暴
力
や
習
俗
の
素
乱
な
ど

の
特
徴
が
か
な
り
明
瞭
に
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
‘
勢
子
の
乱
暴

狼
籍
‘
飾
馬
の
虐
待
‘
卑
猥
な
服
装
•
所
作
・
掛
け
声
な
ど
の
な
か

に
‘
は
っ
き
り
と
読
み
取
る
こ
と
か
で
き
る
。

カ
イ
ヨ
ワ

の
所
論
に
し
た
か
う
な
ら
ば
‘
近
代
に
お
い
て
は
‘
戦

争
こ
そ
か
‘
も

っ
と
も
巨
大
で
も

っ
と
も
強
力
な
共
同
体
で
あ
る
国

家
の
祭
り
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
「
イ
サ
ギ
ュ
ウ
‘
オ
ソ
ロ
シ
ウ
シ

テ
‘
オ

モ
シ
ロ
カ
」
ボ
シ
タ
祭
り
も
、
戦
争
と
い
う
壮
大
な
祭
り
の

恐
怖
と
魅
惑
を
前
に
し
て
は
‘
問
題
に
な
ら
な
い
。

大
本
営
発
表
の
相
次
ぐ
「
戦
勝
」
報
道
に
日
本
中
か
湧
き
立

っ
て

い
る
巨
大
な
非
日
常
性
の
な
か
で
は
‘
祭
り
の
非
日
常
性
も
日
常
性

の
単
な
る
ひ
と
こ
ま
で
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
戦
争
と
い
う
壮
大
な

国
家
の
祭
典
を
前
に
し
て
は
‘

一
地
方
都
市
の
祭
礼
な
ど
は
‘
と
る

に
足
ら
な
い
も
の
と
し
て
低
迷
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
事

態
か
重
大
化
し
て
い
く
に
つ
れ
、
新
聞
紙
面
は
戦
争
一
色
に
塗
り
つ

ぶ
さ
れ
て
、
当
時
の
例
祭
の
様
子
を
知
る
手
が
か
り
は
は
と
ん
ど
見

あ
た
ら
な
く
な
る
。

〈
祭
り
と
経
済

・
考
〉

そ
れ
で
は
‘
経
済
変
動
と
祭
り
の
関
係
に
つ
い
て
は
‘
ど
う
考
え

る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
‘
経
済
変
動
と
飾
馬
の
奉
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納
頭
数
と
の
間
に
‘
見
事
な
は
ど
の
相
関
を
見
せ
る
戦
後
の
例
に
即

し
て
考
え
て
み
る
の
が
‘
適
当
で
あ
る
。

山
崎
正
和

（
『
柔
ら
か

い
個
人
主
義
の
誕
生
』
、
一
―
ー
ニ
五
頁
）

に
よ
れ
ば
‘
日
本
の
一
九
六

0
年
代
は
、
経
済
成
長
や
国
際
化
な
ど
‘

国
家
が
明
瞭
な
主
題
を
も
ち
、
国
家
か
主
役
を
演
じ
て
い
た
時
代
で

あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
国
家
が
「
大
き
な
目
的
を
め
ざ
し
て
動
く

戦
闘
集
団
」
と
し
て
‘
「
国
民
に
と
っ
て
面
白
い
存
在
」
で
あ
っ
た

時
代
で
あ
る
。
か
れ
は
‘
東
京
オ
リ
ン
ピ
！
ク
と
日
本
万
国
博
覧
会

が
、
経
済
的
な
繁
栄
を
こ
と
ほ
ぎ
‘
「
世
界
の
な
か
の
日
本
」
を
確
認

す
る
「
祝
祭
」
・

「祭
典
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。

軍
事
で
も
政
治
で
も
文
化
で
も
な
く
、
「
経
済
」
を
主
題
と
し
た

国
家
（
「
日
本
株
式
会
杜
」
）
の
兵
士
（
「
企
業
戦
士
」
）
た
ち
は
‘

ぶ
入
ぎ
な
目
的
を
め
ざ
し
て
動
く
戦
闘
集
団
」
の
尖
兵
と
し
て
奪
闘

し
た
。
そ
の
結
果
‘
戦
後
の
日
本
人
が
「
世
界
の
な
か
の
日
本
」
を

自
覚
す
る
に
至
る
東
京
オ
リ
ン
ピ
ソ
ク
の
昭
和
三
九
年
に
‘
飾
り
馬

奉
納
数
が
戦
後
最
低
と
な

っ
た
の
は
暗
示
的
で
あ
る
。

デ
ュ
ル
ケ
ム
も
カ
イ
ヨ
ワ
も
経
済
と
祝
祭
と
は
対
極
に
位
置
す
る

も
の
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
‘
「
世
界
の
な
か
の
日

本
」
を
目
指
し
た
高
度
成
長
期
に
あ

っ
て
は
‘
経
済
活
動
そ
の
も
の

が
か
つ
て
の
戦
争
に
匹
敵
す
る
「
祝
祭
」
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。

「
経
済
成
長
は
麻
薬
だ
っ
た
」
と
い
う
高
橋
正
雄
の
述
懐
（
エ
コ
ノ

ミ
ス
ト
編
集
部
編
『
証
言
•
高
度
成
長
期
の
日
本
（
上
）
』
も
、
マ
ル
ク

ス
の
ひ
そ
み
に
な
ら
っ
た
も
の
か
‘
「
経
済
」
が
あ
る
種
の
宗
教
性

を
帯
び
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
「
バ
ン

パ
ク
」
は
、
高
度
経
済
成
長
と
い
う
巨
大
な
祝
祭
の
二
大
祭
典
を
構

成
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い

。
日
常
生
活
に
お
け
る
活
発
な

消
費
活
動
と
レ
ジ
ャ
ー
プ
ー
ム
は
‘
私
生
活
で
も
ま
た
‘
雑
多
な

「神
器
」
に
囲
ま
れ
て
、
小
さ
な
祭
事
に
か
ま
け
て
い
た
こ
と
を
意

味
す
る
。

こ
れ
は
ど

「
お
も
し
ろ

い
」
祝
祭
と
祭
典
と
祭
事
を
前
に
し
て
は
‘

ま
た
も
や
地
域
の
祭
り
が
低
迷
し
て
ゆ
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
も

当
然
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
‘
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
日
本
は
大

き
な
方
向
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
山
崎
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
‘

「
国
家
の
イ
メ
ー
ジ
〔
は
〕
縮
小
L

し、

「
国
家
は
祝
祭
の
場
所
で
は

な
く
な
っ
」
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
‘
「
経
済
」
が
国
民
に
共
通
の

祝
祭
で
は
な
く
な

っ
た
こ
と
に
対
応
し
て
い
よ
う
。

そ
し
て
、
全
国

的
に
地
域
の
祭
り
が
復
活
す
る
。
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
以
後
の
ボ
シ
タ

祭
り
の
め
ざ
ま
し
い
復
輿
は
‘
こ
れ
ま
た
全
固
的
な
動
き
を
凝
縮
し

て
体
現
し
て
い
る
。
こ
れ
も
山
崎
か
指
摘
す
る
と
お
り
、
お
り
し
も

「地
域
の
時
代
」
が
喧
伝
さ
れ
て
い
た
の
は
‘

「
示
唆
深
い
」
こ
と
で

あ
っ
た
。

そ
う
い
え
ば
‘
敗
戦
直
後
の
一
時
的
な
飾
馬
の
急
増
も
‘
つ
か
の

ま
の
「
国
家
の
イ
メ
ー
ジ
の
縮
小
」
に
よ
っ
て
、
地
域
や
地
方
の
位

(4
)
 

置
が
相
対
的
に
上
昇
し
た
こ
と
に
対
応
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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〈
祭
り
を
支
え
る
「
縁
」
〉

さ
て
、
ボ
シ
タ
祭
り
と
社
会
変
動
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
‘
も

ぅ
―
つ
重
要
な
論
点
が
残
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
‘
マ
ク
ロ
な

社
会
変
動
を
背
景
に
し
て
飾
馬
の
奉
納
頭
数
や
勢
子
の
数
が
増
滅
す

る
と
い
う
だ
け
で
な
く
‘
飾
馬
の
増
加
に
あ
た
っ
て
は
‘
そ
の
奉
納

者
（
団
体
）
の
性
格
に
も
変
化
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

大
正
初
期
に
お
け
る
飾
馬
奉
納
者
の
社
会
的
属
性
に
つ
い
て
は
不

詳
で
あ
る
が
、
地
域
的
な
特
徴
は
か
な
り
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
飾

馬
の
奉
納
資
格
に
つ
い
て
の
特
別
な
制
限
は
な
く
、
実
際
の
奉
納
者

も
氏
子
や
氏
子
地
区
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
お
の
ず
か

ら
‘
氏
子
区
域
を
中
心
と
し
た
熊
本
市
内
か
ら
と
‘
か
つ
て
社
殿
か

藤
崎
台
に
あ
っ
た
こ
ろ
の
縁
故
の
地
で
あ
る
市
外
西
北
部
地
域
か
ら

の
奉
納
が
多
数
を
占
め
て
い
る
。

こ
れ
に
反
し
て
、
米
騒
動
以
後
は
南
部
か
ら
の
奉
納
か
盛
ん
に
な

る
。
「
表

3
」
は
‘
市
内
と
市
外
北
西
部
地
域
か
ら
の
奉
納
に
対
し

て
、
そ
れ
以
外
の
地
区
か
増
え
て
い
く
様
子
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ

で
「
市
内
」
と
い
う
の
は
‘
明
治
二
二
年
の
熊
本
市
制
発
足
当
時
の

市
域
で
あ
り
、
北
部

・
西
北
部

・
東
部

・
南
部
と
い
う
の
は
‘
市

内
」
に
隣
接
す
る
町
村
に
つ
い
て
私
た
ち
が
設
定
し
た
大
雑
把
な
地

域
割
で
あ
る
。

一
瞥
し
て
わ
か
る
よ
う
に
‘
米
騒
動
以
後
は
南
部
地
域
の
増
加
が

著
し
い
。
や
が
て
は
南
部
だ
け
で
過
半
を
制
す
る
よ
う
に
さ
え
な
る
。

こ
の
地
域
は
‘
詳
述
す
る
い
と
ま
は
な
い
か
‘
当
時
す
で
に
か
な
り

飾馬の奉納地区

年 総敷 市内 西北部 北部 南部 東部 その他 年 総数 市内 西北部． 北部 南部 束部 その他

大正 6 35 26 8 

゜
1 

゜゚
昭和 4 27 6 5 

゜
15 

゜
l 

大正 7 JO 7 1 1 1 

゜゚
昭和 5 41 12 JO 1 17 

゜
I 

大正 8 31 20 ， I 1 

゜゚
昭和 6 19 2 6 

゜
11 

゜゚大正 9 56 34 15 1 5 1 

゜
昭和 7 45 16 8 

゜
20 

゜
I 

大正10 79 47 15 3 10 4 

゜
昭和 8 38 10 8 1 17 1 1 

大正II 90 50 20 2 15 3 

゜
昭和 9 14 5 2 

゜
5 1 1 

大正12 68 38 ， 3 15 3 

゜
昭和10 36 7 7 1 19 1 1 

大正13 64 29 12 3 17 3 

゜
昭和11 43 10 10 1 20 1 1 

大正14 70 31 10 2 23 4 

゜
昭和12 II 3 2 1 3 1 1 

大正15 58 19 10 1 27 1 

゜
昭和13 11 3 

゜゚
6 2 

゜昭和 2 12 7 I 

゜
2 1 1 昭和15 7 3 1 

゜
3 

゜゚昭和 3 25 ， 4 

゜
11 

゜
1 

表 3

※この表での総数が表 1の奉納数と異なるのは、奉納団体の地域が判明なものに限ったからである 。

※大正12年 （神幸式中止）は 8月末現在の奉納子定数である 。

68 



の
程
度
熊
本
市
圏
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
い
う

こ
と
は
、
大
正
期
の
飾
馬
奉
納
の
急
増
の
か
な
り
の
部
分
が
、
市
圏

の
拡
大
に
と
も
な
う
新
し
い
都
市
民
層
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
周
辺
町
村
の
合
併
に
よ
る
熊
本
市
の
最
初
の
市
域
拡

大
が
‘
大
正
一

0
年
で
あ
っ
た
の
も
興
味
深
い
。
こ
の
祭
り
は
‘
す

ぐ
れ
て
都
市
の
祭
り
で
あ
っ
て
‘
近
接
し
て
い
て
も
農
村
部
か
ら
飾

馬
が
奉
納
さ
れ
る
こ
と
は
‘
ほ
と
ん
ど
な
い

。
も

っ
と
も
市
圏
は
南

部
だ
け
で
な
く
、
他
の
方
面
に
も
広
か

っ
て
い
る
。
南
部
地
域
か
ら

の
奉
納
が
特
に
増
加
す
る
理
由
は
‘
今
の
と
こ
ろ
不
詳
で
あ
る
。

た
だ
し
、
従
来
あ
ま
り
例
の
な
い
地
域
か
ら
の
奉
納
に
は
‘
あ
る

種
の
抵
抗
か
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
大
正
一

0
年
前
後
の
熊
本
を
描

い
た
地
元
作
家
（
森
本
忠
「
春
日
の
若
者
」
‘

J
O
三
頁
）
の
小
説
に
‘

南
部
地
域
に
あ
る
北
岡
神
社

（祇
園
社
）
の
氏
子
地
区
か
ら
藤
崎
宮

に
飾
馬
を
奉
納
す
る
場
面
か
あ
る
。
飾
馬
を
奉
納
す
る
と
聞
か
さ
れ

た
地
区
民
は
‘
「
祇
園
さ
ん
の
お
膝
下
か
る
藤
崎
さ
ん
の
お
祭
り
い

出
す
た
あ
‘
を
か
し
か
ぞ
う
」
と
驚
い
て
い
る
。

小
説
の
な
か
だ
け
で
な
く
、
お
そ
ら
く
実
際
の
奉
納
に
も
常
識
の
抵

抗
か
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
い
く
つ
か
の
団
体
か
先
陣
を
き
る
と
、
そ
れ

を
ま
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
‘
似
た
よ
う
な
グ
ル
ー
プ
か

一
団
と
な
っ

て
後
に
続
く
。
こ
う
し
た
動
き
に
は
‘
単
に
形
態
学
的
な
地
域
圏
の
拡

大
だ
け
で
な
く
‘

「地
域
意
識
」
の
拡
大
の
様
子
か
シ
ン
ボ
リ

ソ
ク
に

現
わ
れ
て
い
る
。
他
の
神
社
の
氏
子
で
あ
り
な
か
ら
熊
本
市
中
心
部
を

氏
子
地
区
に
も
つ
藤
崎
宮
の
祭
り
に
参
加
す
る
こ
と
て
‘
昔
な
が
ら
の

狭
い
地
域
社
会
か
ら
心
理
的
に
も
解
放
さ
れ
‘
熊
本
市
民
、
あ
る
い

は
市
圏
民
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
求
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

オ
イ
ル
シ

ョ
ッ

ク
後
に
急
増
す
る
高
校
同
窓
団
体
は
‘
米
騒
動
後

の
南
部
地
域
と
同
じ
く
、
そ
れ
ま
で
は
飾
馬
の
奉
納
な
ど
思
い
も
よ

ら
な
か

っ
た
団
体
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
む
ろ
ん
‘
祭
礼
組
織
上
‘

あ
る
い
は
金
銭
的
に
困
難
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
祭
り
に
参
加

す
る
こ
と
を
非
常
識
と
考
え
る
‘
常
識
に
よ
る
暗
黙
の
制
約
で
あ
る
。

青
年
江
原
会
（
熊
本
吉
向
校
同
窓
団
体
）
か
飾
馬
奉
納
を
決
め
た
と
き
‘

先
輩
O

B
た
ち
か
ら
受
け
た
「
お
ま
え
ら
何
ば
と
ぱ
け
と
る
の
か
＇

」

と
い
う
叱
声
は‘

「
祇
園
さ
ん
の
お
膝
下
か
る
藤
崎
さ
ん
の
お
祭
り

い
出
す
た
あ
‘
を
か
し
か
ぞ
う
」
と
い
う
驚
き
と
、
同
じ
常
識
の
反

応
で
あ
る
。

祭
り
愛
好
団
体
と
い
う
の
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ま
で
の
飾
馬

奉
納
団
体
は
‘
い
ず
れ
も
母
体
と
な
る
フ
ォ
ー
マ
ル
あ
る
い
は
イ
ン

フ
ォ
ー
マ
ル
な
集
団
を
も

っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
か
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
‘

ボ
シ
タ
祭
り
に
参
加
す
る
こ
と
自
体
を
契
機
に
形
成
さ
れ
て
い
る
。

母
体
か
な
い
た
け
に
‘
仲
間
か
ら
の
反
発
は
な
い
。
し
か
し
‘
こ
の

グ
ル
ー
プ
は
藤
崎
宮
や
審
査
委
員
会
か
ら
あ
る
種
の
う
さ
ん
臭
さ
を

も
っ
て
見
ら
れ
る
こ
と
か
多
い
よ
う
で
あ
る
。

い
す
れ
に
し
て
も
‘
こ
れ
ら
の

「非
常
識
」
の
結
果
と
し
て
、
ボ

シ
タ
祭
り
は
隆
盛
を
取
り
戻
し
た
。
新
し
い
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い

「縁
」
で
結
ば
れ
た
集
団
の
新
規
参
入
と
新
陳
代
謝
か
あ

っ
て
‘
は

じ
め
て
‘
こ
の
「
都
市
の
祭
り
」
は
再
活
性
化
す
る
の
で
あ
る
。
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も
っ
と
も
‘
「
表
2
」
を
見
る
限
り
‘
今
日
で
も
地
域
系
の
団
体

は
多
い
し
‘
わ
ず
か
な
が
ら
も
増
加
し
て
い
る
。
し
か
し
‘
こ
れ
は
‘

地
域
名
を
つ
け
た
団
体
は
便
宜
的
に
こ
ち
ら
に
分
類
し
た
た
め
で
、

実
態
と
な
れ
ば
そ
の
多
く
は
愛
好
会
系
団
体
で
あ
る
。
伝
統
型
の
個

人
企
業
的
団
体
に
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
方
で
は
地
域

意
識
や
地
縁
が
無
意
味
に
な
っ
た
と
も
い
え
な
い
。
ボ
シ
タ
祭
り
に

出
て
く
る
人
た
ち
は
‘
し
ば
し
ば
「
ボ
シ
タ
か
あ
る
け
ん
熊
本
た
い

」

と
い
う
。
熊
本
の
祭
り
と
い
う
意
識
は
‘
か
な
り
強
い
の
で
あ
る
。

四

結

語

に

代

え

て

昭
和
三

0
年
代
か
ら
四

0
年
代
に
か
け
て
ボ
シ
タ
祭
り
が
低
迷
し

て
い
た
と
き
‘
そ
の
理
由
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
の
は
‘
地
域
の

つ
な
か
り
の
希
薄
化
‘
信
仰
心
の
衰
退
‘
奉
納
経
費
の
高
騰
‘
農
耕

•

使
役
馬
の
滅
少
‘
暴
力
団
の
参
入
と
い

っ

た
も
の
で
あ
っ
た

。

そ

の
な
か
で
も
、
地
域
の
つ
な
が
り
の
希
薄
化
と
信
仰
心
の
衰
退
は
‘

当
時
は
全
国
的
に
見
ら
れ
た
祭
り
の
衰
退
の
要
因
と
し
て
各
地
で
語

ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
私
た
ち
は
、
戦
前
戦
後
を
通
じ
て
の
ボ
シ
タ
祭
り
の
消

長
を
、
そ
う
し
た
要
因
に
依
拠
す
る
こ
と
な
く
説
明
で
き
る
。
要
す

る
に
‘
時
代
そ
の
も
の
が
祝
祭
性
を
帯
び
て
い
る
と
き
に
は
ボ
シ
タ

祭
り
は
衰
退
し
‘
逆
も
ま
た
真
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら

に
そ
の
理
由
は
と
な
れ
ば
‘
赤
塚
行
雄

（『
祝
祭
経
済
の
時
代
』
‘
一
六

頁
）
か
ハ
ー
ヴ
ィ
・
コ
ッ
ク
ス
を
引
き
合
い
に
出
し
て
言
っ
て
い
る

よ
う
に
‘
そ
も
そ
も
人
は

「
お
祭
り
人
間
」

(
h
o
m
o
f
e
s
t
i
v
u
s
)

だ

か
ら
だ
‘
と
い
う
以
外
に
は
今
の
と
こ
ろ
方
法
は
な
い
。
と
も
か
く
‘

戦
争
と
い
う
「
お
祭
り
」
の
と
き
も
‘
高
度
成
長
と
い
う
「お
祭
り
」
の
と
き

も
‘
ボ
シ
タ
祭
り
は
衰
退
せ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
‘

ポ
シ
タ
祭
り
を
は
じ
め
多
種
多
様
な
お
祭
り
か
盛
ん
に
な

っ
て
い
る

現
在
の
日
本
の
状
況
は
‘
逆
に
祝
祭
性
か
希
薄
な
こ
と
を
‘
い
い
か

え
れ
ば
表
面
的
な

「
お
も
し
ろ
」
ブ
ー
ム
に
も
か
か
わ
ら
ず
‘
本
質

的
に
「
退
屈
な
」
時
代
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

安
定
成
長
の
も
と
で
の

「国
家
の
イ
メ
ー
ジ
の
節
小
」
と

「
モ
ノ

ば
な
れ
」
傾
向
の
な
か
で
、
地
域
の
伝
統
的
な
祭
り
の
復
典
や
‘
官

•

財
・
民
が
そ
れ
ぞ
れ
に
主
導
す
る
新
し
い
お
祭
り
や
イ
ベ
ン
ト
の

創
造
が
盛
ん
で
あ
る
。
し
か
し
‘
私
た
ち
は
‘
大
正
の
末
期
か
ら
昭

和
の
初
め
に
か
け
て
の
ボ
シ
タ
祭
り

（現
在
の
通
称
）
で
も
‘
多
数

の
飾
馬
か
奉
納
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知

っ
て
い
る
。
こ
の
時
代
は
‘

全
般
的
に
は
恐
慌
と
不
況
の
時
期
で
あ
っ
て
、
国
家
は
ま
す
ま
す
大

き
く
な
り
‘
そ
し
て
戦
争
へ
と
突
入
す
る
前
夜
で
あ
る
。
地
方
や
地

域
か
生
き
生
き
と
し
て
い
た
時
代
と
い
う
よ
り
、
日
本
中
に
暗
い
不

安
か
忍
び
よ

っ
て
い
た
と
き
で
あ
る
。

現
在
の
「
祭
り
の
時
代
」
か
真
に

「
地
域
の
時
代
」
や
「
心
の
時

代
」
に
対
応
し
た
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
‘

主
観
的
な
イ
メ
ー
ジ

の
縮
小
と
は
う
ら
は
ら
に
‘
客
観
的
に
は
ま
す
ま
す
大
き
く
な

っ
て
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い
く
国
家
の
陰
で
、
ぽ
ん
や
り
と
し
た
不
安·
不
満
・
退
屈

•
迷
い
‘

一
言
で
い
え
ば
閉
塞
状
況
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
人
々
の
間
に
広

が
っ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
か
‘
に
わ
か
に
は
判
断
し
か

た
い
。
今
の
と
こ
ろ
‘
こ
う
し
た
観
点
か
ら
祭
り
が
注
目
さ
れ
る
こ

と
は
あ
ま
り
な
い
よ
う
だ
し
‘
一
地
方
都
市
の
事
例
だ
け
で
う
か
つ

な
こ
と
も
い
え
な
い
が
‘
こ
の
あ
た
り
も
今
後
の
祭
り
研
究
の
一
っ

の
課
題
に
な
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
‘
時
代
そ
の
も
の
の
本
質
的
な
「
非
祝
祭
性
」
が
祭
り
一

般
に
と
っ
て
は
好
都
合
で
あ
る
に
し
て
も
‘
そ
れ
だ
け
で
は
、
必
ず

し
も
個
々
の
具
体
的
な
祭
り
の
盛
況
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
‘

と
い
う
こ
と
も
再
確
認
し
て
お
き
た
い
。
嵩
度
成
長
期
に
お
い
て
祭

り
の
低
迷
の
原
因
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
課
題
か
そ
れ
な
り
に
解

決
さ
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
‘
ポ
シ
タ
祭
り
の
再
典
が
む
ず
か
し
か
っ

た
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
‘
い
っ
た
ん
衰
微
し
た
後
‘

二
度
と
復
興
で
き
な
か

っ
た
祭
り
も
多

い
は
ず
で
あ
る
。

ポ
シ
タ
祭
り
の
再
活
性
化
に
あ
た
っ
て
力
が
あ
っ
た
の
は
‘
旧
来

の
個
人
団
体
や
地
域
団
体
の
退
場
と
入
れ
替
わ
り
に
参
入
し
て
き
た

高
校
同
窓
会
系
や
祭
り
愛
好
会
系
の
団
体
で
あ

っ
た
。

こ
の
こ
と
は
‘

マ
ク
ロ
な
時
代
性
を
背
景
に
し
な
が
ら
も
‘
ポ
シ
タ
祭
り
に
は
‘
そ

の
新
し
い
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
新
陳
代
謝
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

こ
の
時
代
の
祭
り
に
マ
ッ
チ
し
た
高
校
同
窓
会
系
や
祭
り
愛

好
会
系
の
団
体
を
結
び
つ
け
て
い
る

「
縁
」
と
は
何
な
の
か
。

ま
た
‘

多
様
な
「
縁
」
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
構
成
さ
れ
て
い
る
地
域
社
会
と

は
何
な
の
か
。
こ
う
し
た
ボ
シ
タ
祭
り
と
そ
の
内
部
環
境
と
し
て
の

共
同
体
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
問
題
の
検
討
は
‘
ま
た
別
の
機
会
に
ゆ

ず
り
た
い

。
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(
1
)

（
熊
日

S
.
6
2
.11.26
タ

斜
断
記
）
と
は
‘
熊
本
日
日
新
聞
の
昭
和

六
二
年
―
一
月
二
六
日
づ
け
夕
刊
の
コ
ラ
ム
「
斜
断
記
」
の
記
事
‘
と

い
う
意
味
で
あ
る
。
以
下
新
聞
を
参
考
に
し
た
場
合
は
こ
の
古
式
に
準

し
る
。
九
州
新
聞
は
九
州
‘
九
州
日
日
新
聞
は
九
日
と
略
し
た
。
な
お
‘

こ
の
後
は
熊
本
日
日
新
聞
に
つ
い
て
は
紙
名
を
省
略
す
る
。
特
集
記
事

な
ど
で
タ
イ
ト
ル
が
つ
い
て
い
る
場
合
は
‘
そ
の
タ
イ
ト
ル
も
記
し
て

い
る

。

ま
た
‘
M
・

は
明
治
、
T
•

は
大
正
の
こ
と
で
あ
る
。
日
付
の
後

に
朝
と
あ
れ
ば
、
朝
刊
の
こ
と
て
あ
る
。
記
事
名
の
な
い
の
は
‘

一
般

の
報
道
記
事
な
ら
び
に
名
の
つ
い
て
い
な
い
コ
ラ
ム
の
記
事
で
あ
る
。

(
2
)

本
稿
は
‘
私
が
熊
本
大
学
の
学
生
と
と
も
に
‘
昭
和
五
几
年
か
ら

六
一
年
に
か
け
て
実
施
し
た
「
ボ
シ
タ
祭
り
」
調
究
の
成
果
の
ご
く
一

部
で
あ
る
。
調
介
に
ご
協
力
頂
い
た
藤
崎
宮
を
始
め
、
関
係
の
皆
様
に

は
お
礼
申
し
上
け
ま
す
。
こ
の
調
究
に
は
多
数
の
学
生
か
参
加
し
た
が
‘

本
稿
を
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
は
‘
特
に
池
田
新
一
郎
（
文
学
部
）
、
高

木
章
雄
（
法
学
部
）
の
両
君
の
助
力
を
得
た
。
記
し
て
感
謝
す
る
。

(
3
)

戦
前
戦
後
を
と
お
し
て
の
飾
馬
奉
納
団
体
数
の
推
移
に
つ
い
て
は

「表
l
」
を
、
戦
後
の
衰
退
期
か
ら
今
日
の
隆
盛
期
ま
で
に
つ
い
て
は
‘

奉
納
団
体
の
性
格
の
変
遷
を
含
め
て
‘
「
表
2
」
も
参
照
し
て
頂
き
た
い
。

な
お
‘
飾
馬
の
奉
納
頭
数
に
つ
い
て
は
‘
昭
和
二
二
年
か
ら
六
二
年
ま

で
は
‘
藤
崎
宮
か
ら
提
供
を
受
け
た
団
体
名
源
に
よ
っ
た
。
戦
前
に
つ

い
て
は
‘
地
元
の
新
聞
記
事
に
よ
っ
て
い
る
。
ボ
シ
タ
祭
り
に
つ
い
て

は
‘
既
存
の
研
究
は
皆
無
に
等
し
く
、
ま
た
藤
崎
古
だ
に
も
戦
火
や
水
害



の
た
め
か
利
用
で
き
る
資
料
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
の
た
め
、
新
聞
記

事
が
立
論
の
最
大
の
根
拠
に
な

っ
て
い
る
。
利
用
し
た
記
事
は
き
わ
め

て
多
量
で
、
い
ち
い
ち
典
拠
を
示
す
こ
と
は
煩
瑣
な
の
で
、
特
に
必
要

が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
を
の
ぞ
き
‘
省
略
し
た
。

(
4
)

祭
り
と
戦
争
‘
祭
り
と
高
度
成
長
に
つ
い
て
は
芦
田
微
郎

「攻
繋
性

と
聖
戦
の
あ
い
だ
」
も
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
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