
八
坂神社（宇出津）の祭礼「あばれ祭」は 7 月 2、3 日両

日に開催され、能登のキリコ祭りのシーズン到来を告げ

た。初日の夜は、役場前「宇出津港いやさか広場」で 40

数本のキリコが大松明の周りを乱舞。二日目は 2 基のあばれ神輿

が道路や川、境内で大暴れしながら八坂神社に入り宮した。

　数ある能登の祭りの中でも勇壮な祭りとして知られる「あばれ祭」

の特徴や意義は―。45 年前、宇出津祭礼委員会が発刊した一冊の

貴重な資料を基に「あばれ祭」の本質に迫る。



寺
な
く
、
観
音
塚
と
云
也
、（
中
略
）　

と
記
さ

れ
、
さ
ら
に　

今
は
六
月
七
日
祗
園
会
の
御
旅

所
也
、　

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

安
永
の
こ
ろ
、
カ
ン
ノ
ジ
に
は
八
坂
神
社
は

な
く
、
祭
礼
時
に
御
旅
所
と
し
て
神
輿
が
渡
御

し
て
神
事
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

八
坂
神
社
の
旧
社
地
は
、
昭
和
町
の
町
端
家

（
通
称
ア
メ
ヤ
）
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
伝
承

に
よ
れ
ば
、
ア
メ
ヤ
の
先
祖
が
カ
ン
ノ
ジ
の
神

様
（
八
坂
神
社
の
神
）
を
海
か
ら
拾
い
上
げ
て

奉
祀
し
た
の
だ
と
い
う
。
そ
れ
を
裏
づ
け
る
行

事
が
今
も
行
わ
れ
て
い
る
。

　

祭
礼
一
日
目
の
朝
、
白
山
方
の
神
輿
は
八
坂

神
社
で
の
祭
典
の
あ
と
、
真
っ
先
に
町
端
家
に

向
か
い
、
神
事
を
し
て
か
ら
氏
子
町
内
へ
渡
御

す
る
。
二
日
目
の
夜
も
梶
川
で
暴
れ
た
あ
と
に

宇
出
津
の
八
坂
神
社

　

須す
さ
の
お
の
み
こ
と

佐
之
男
命
と
そ
の
后
き
さ
き
神
の
奇
く
し
い
な
だ
ひ
め
の
み
こ
と

稲
田
姫
命
の

二
柱
を
ま
つ
る
八
坂
神
社
は
、
カ
ン
ノ
ジ
山
の

ふ
も
と
に
鎮
座
す
る
。
須
佐
之
男
命
は
天
あ
ま
て
ら
す
お
お

照
大

神か
み

の
弟
神
で
、
高た
か
ま
の
は
ら

天
原
か
ら
出
雲
国
に
く
だ
っ

て
八や
ま
た
の
お
ろ
ち

岐
大
蛇
を
退
治
し
天
あ
め
の
む
ら
く
も
の
つ
る
ぎ

叢
雲
剣
を
得
て
奇

稲
田
姫
命
と
結
婚
。
出
雲
国
開
発
の
祖
神
と

な
っ
た
勇
武
の
神
で
、
牛ご
ず
て
ん
の
う

頭
天
王
と
習
合
し
平

安
時
代
に
京
都
の
祗
園
社
に
ま
つ
ら
れ
て
か
ら

厄
除
神
・
防
疫
神
と
し
て
広
く
崇
敬
さ
れ
た
。

　

古
来
、
カ
ン
ノ
ジ
に
は
観
音
寺
と
呼
ば
れ
る

古
寺
が
鎮
座
し
て
い
た
。安
永
6
年（
１
７
７
７

年
）
の
『
能
登
名
跡
志
』
に
は　

元
観
音
寺
と

て
、
町
野
へ
の
行
往
来
の
谷
内
に
あ
り
、
今
は

津
に
在
住
す
る
十
村
の
桜
井
源
五
が
、
こ
れ
を

い
た
く
憂
え
、
京
都
の
祗
園
社
か
ら
牛
頭
天
王

を
勧
請
し
て
盛
大
な
る
祭
礼
を
始
め
た
。
そ
の

時
、
大
き
な
蜂
が
あ
ら
わ
れ
て
住
民
を
刺
す
の

で
あ
っ
た
が
、
不
思
議
な
る
か
な
、
住
民
は
た

ち
ま
ち
快
癒
し
た
。
こ
の
蜂
こ
そ
神
霊
の
化
顕

で
あ
る
と
霊
威
を
か
し
こ
み
、
大
き
な
キ
リ
コ

を
作
っ
て

　

大
泥
棒
ボ
ー　

蜂
や
さ
い
た
。

と
は
や
し
つ
つ
練
り
回
っ
た
と
こ
ろ
、
悪
疫
は

こ
と
ご
と
く
絶
滅
す
る
に
い
た
っ
た
」
と
伝
承

町
端
家
に
向
か
い
神
事
を
行
う
（
写
真
右
下
参

照
）。
昭
和
町
の
キ
リ
コ
の
浮
字
「
是
神
洲
」

の
三
文
字
は
、
こ
こ
に
旧
社
地
が
あ
っ
た
こ
と

を
記
し
て
い
る
。

あ
ば
れ
祭
の
由
来

　

八
坂
神
社
の
創
立
と
あ
ば
れ
祭
の
起
源
に
つ

い
て
「
昔
、
泥
棒
風
と
呼
ば
れ
た
悪
疫
が
流

行
、
住
民
の
病
死
す
る
も
の
が
続
出
し
て
悲
惨

こ
の
上
な
い
あ
り
さ
ま
だ
っ
た
。
当
時
、
宇
出

さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
宇
出
津
は
古
く
か
ら
港
町
と
し
て

栄
え
た
地
で
あ
り
、
夏
に
は
た
び
た
び
疫
病
の

流
行
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
と
、
伝
承

よ
り
以
前
に
牛
頭
天
王
を
防
疫
神
と
し
て
ま

つ
っ
て
き
た
こ
と
も
推
測
さ
れ
る
。

　

臨
時
的
な
神
事
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
に
、

十
村
の
源
五
が
社
殿
を
造
り
、
神
事
祭
礼
を
盛

大
に
行
い
、
今
日
の
八
坂
神
社
の
基
礎
を
つ

く
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
と
小
倉
博
士

は
資
料
の
中
で
述
べ
て
い
る
。

十
村
の
桜
井
源
五

　

あ
ば
れ
祭
を
は
じ
め
た
と
さ
れ
る
十
村
の
桜

井
源
五
。
十
村
と
は
大
庄
屋
に
相
当
す
る
も
の

で
、数
十
村
を
合
わ
せ
た
組
を
支
配
し
て
い
た
。

　

初
代
の
源
五
は
、
明
暦
元
（
１
６
５
５
）
年

に
柳
田
村
へ
十
村
と
し
て
移
り
、23
村
を
支
配
。

10
年
後
の
寛
文
4
（
１
６
６
４
）
年
に
宇
出
津

村
へ
移
転
し
、
延
宝
４
（
１
６
７
６
）
年
に
病

死
し
た
。
そ
の
墓
は
、
海
前
寺
（
宇
出
津
）
に

あ
る
。
3
代
、
5
代
と
源
五
を
名
乗
る
が
、
初

代
源
五
は
傑
物
と
し
て
知
ら
れ
、
あ
ば
れ
祭
を

は
じ
め
た
源
五
は
初
代
源
五
だ
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。

　

宇
出
津
祭
礼
委
員
会
は
、
１
６
６
４
年
に
初

代
源
五
が
宇
出
津
に
来
た
こ
と
を
考
え
、
昭
和

40
（
１
９
６
５
）
年
に
あ
ば
れ
祭
の
三
百
年
祭

を
盛
大
に
行
っ
た
。

祗
園
祭
り
の
能
登
版

　

日
本
各
地
に
広
く
見
ら
れ
る
祗
園
祭
り
の
系

統
に
属
す
る
あ
ば
れ
祭
。
そ
の
最
大
の
特
徴

は
、
単
純
に
祗
園
祭
り
を
模
倣
し
た
も
の
で
は

な
く
、
能
登
地
方
の
夏
祭
り
と
し
て
知
ら
れ
る

オ
ス
ズ
ミ
祭
り
（
納
涼
祭
）
の
形
態
、
つ
ま
り

キ
リ
コ
や
柱
松
明
な
ど
を
加
え
て
「
祗
園
祭
り

の
能
登
版
」
を
作
り
上
げ
た
こ
と
。
こ
の
特
徴

が
、
全
国
に
類
の
な
い
祭
礼
と
し
て
大
き
く
注

目
を
集
め
る
理
由
と
な
っ
て
い
る
。

八坂神社社殿。古くは祗園社・祗園宮・牛頭天王社と呼ばれたが、明治に入って
から八坂神社に改められた。現在八坂神社奉賛会によって管理されている。

墓碑は風化してほとんど消えているが、右側に初代源五が亡くなった「延宝四年」（1676
年）と残る。あばれ祭直前の 6 月 29 日には、祭礼委員や神輿の担ぎ手ら 12 人が源五
の墓を参った。

祭り二日目、梶川をあがり昭和町
の町端家（アメヤ）に向かう白山
方の神輿（H21 年撮影）

あ
ば
れ
祭
の

起
源

あ
ば
れ
祭
の
由
来
や
本
質
を
明
ら
か
に
し
た
い
―
。

１
９
６
５
（
昭
和
40
）
年
、
宇
出
津
祭
礼
委
員
会
の
熱
意
が
民
俗
学

の
権
威
・
小
倉
学
博
士
を
動
か
し
た
。小
倉
博
士
は
他
事
を
投
げ
打
っ

て
調
査
研
究
を
行
い
、
あ
ば
れ
祭
の
歴
史
を
ひ
も
と
い
た
。

能登半島「宇出津のキリコ祭り」
小倉学著 / 宇出津祭礼委員会発行

（昭和 40 年）延

宝

四
年
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名
称
と
祭
日
の
変
遷

　

こ
の
祭
り
は
、
夏
の
夜
に
キ
リ
コ
40
数
本
が

笛
・
太
鼓
・
シ
ャ
ギ
リ
の
は
や
し
で
練
り
回
る

こ
と
か
ら
、
古
来
「
キ
リ
コ
祭
り
」
と
呼
ば
れ

て
き
た
。

　

戦
後
、
キ
リ
コ
を
担
い
で
回
る
時
の
は
や
し

言
葉
「
イ
ヤ
サ
カ
サ
ッ
サ
」
か
ら
「
い
や
さ
か

祭
り
」
と
呼
び
、
昭
和
32
年
ご
ろ
か
ら
「
あ
ば

れ
祭
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
名
の
と

お
り
、
神
輿
が
大
暴
れ
す
る
か
ら
だ
。（
石
川

県
無
形
民
俗
文
化
財
に
は
『
宇
出
津
の
キ
リ
コ

祭
り
』
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
）

　

あ
ば
れ
祭
は
、
臨
時
的
に
行
わ
れ
て
い
た
も

の
が
次
第
に
恒
例
化
し
て
6
月
7
日
に
行
う
よ

う
に
な
り
、
明
治
以
後
は
7
月
7
日
に
な
っ
た

（
現
在
は
7
月
第
一
金
・
土
曜
日
）。
旧
暦
6
月

7
日
は
夏
季
で
、悪
疫
の
流
行
し
が
ち
な
こ
ろ
。

子
ど
も
キ
リ
コ

　

宇
出
津
で
は
、
男
子
が
誕
生
す
る
と
お
祝
い

と
し
て
小
さ
な
キ
リ
コ
を
作
る
慣
習
が
あ
り
、

７
月
の
祭
礼
が
近
づ
く
と
子
ど
も
た
ち
は
こ
れ

を
担
ぎ
出
し
て
楽
し
ん
で
い
た
。

　

昭
和
30
年
こ
ろ
か
ら
、
子
ど
も
キ
リ
コ
を
統

制
し
て
7
月
1
日
か
ら
5
日
ま
で
担
が
せ
る

こ
と
に
し
た
。
5
日
の
夜
に
は
小
学
校
に
約

１
５
０
本
の
キ
リ
コ
が
参
集
し
、
グ
ラ
ウ
ン
ド

を
一
周
し
て
か
ら
八
坂
神
社
ま
で
行
っ
た
。

　

祭
り
数
日
前
に
キ
リ
コ
を
神
社
や
寺
な
ど
か

ら
運
び
出
し
、
ふ
き
掃
除
を
す
る
の
も
子
ど
も

た
ち
の
仕
事
だ
っ
た
。

松
明
お
こ
し

　

あ
ば
れ
祭
に
お
け
る
柱
松
明
の
役
割
は
大
き

い
。
波
止
場
（
現
在
の
役
場
前
）
の
広
場
に
3

本
。
こ
れ
は
昭
和
25
年
に
宇
出
津
港
祭
り
を
し

よ
う
と
始
ま
っ
た
。
こ
の
松
明
は
浜
小
路
の
町

内
が
た
て
て
い
た
。

　

梶
川
上
流
に
は
2
本
。
1
本
は
古
く
か
ら
新

村
３
町
内
が
１
年
交
替
で
た
て
、
さ
ら
に
上
流

の
１
本
は
、
昭
和
５
年
こ
ろ
か
ら
酒
垂
神
社
の

依
頼
で
漆
原
・
梅
ノ
木
の
若
衆
が
た
て
て
い
た
。

　

松
明
に
使
う
シ
バ
は
、
古
来
か
ら
漆
原
の
旧

家
で
あ
る
彦
次
郎
家
か
ら
も
と
め
る
慣
習
が
続

き
、
当
時
も
そ
の
新
宅
あ
た
り
か
ら
購
入
し
て

い
た
と
い
う
。

こ
の
時
期
に
疫
神
を
な
ご
め
て
厄
災
を
除
き
、

幸
福
と
平
和
を
祈
願
し
た
。

宇
出
津
の
キ
リ
コ

　

宇
出
津
の
キ
リ
コ
の
特
徴
は
①
舞
台
が
大
き

い
②
小
形
（
高
さ
５
～
６
㍍
）
③
ナ
カ
フ
ク
の

浮
字
と
町
紋
④
彫
り
物
―
な
ど
が
あ
る
。

　

キ
リ
コ
は
か
つ
て
、
五
間
半
（
約
10
㍍
）
く

ら
い
が
普
通
だ
っ
た
が
、大
正
３
（
１
９
１
４
）

年
、
宇
出
津
に
電
灯
が
つ
き
電
線
が
張
り
巡
ら

さ
れ
て
か
ら
小
形
化
。
こ
の
と
き
、
廃
灯
運
動

が
起
こ
り
、「
廃
灯
何
々
」
と
書
い
た
ナ
カ
フ

ク
だ
け
を
ワ
ク
台
に
の
せ
て
担
ぎ
回
っ
た
と
い

う
。
巨
大
な
キ
リ
コ
は
、
当
時
宇
出
津
沿
岸
で

漁
を
し
て
い
た
石
崎
（
七
尾
市
）
の
漁
師
に
売

り
払
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

か
つ
て
は
後
方
に
太
鼓
幕
が
あ
り
、
こ
の
幕

が
春
の
曳
山
に
飾
る
人
形
の
背
景
を
飾
っ
た
。

　

あ
ば
れ
祭
は
、
八
坂
神
社
の
年
に
一
度
の
例

祭
日
。
一
日
目
朝
の
祭
典
後
、
白
山
方
、
酒
垂

方
の
２
基
の
神
輿
が
氏
子
町
内
を
渡
御
し
て
一

泊
、
翌
日
深
夜
に
入
り
宮
す
る
。
も
と
は
神
輿

が
１
基
で
約
１
週
間
ば
か
り
町
内
を
巡
行
し
て

い
た
が
、
日
数
を
要
す
る
と
い
う
の
で
現
在
の

よ
う
に
２
基
の
神
輿
に
な
っ
た
と
い
う
。

　

キ
リ
コ
の
運
行
も
現
在
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら

な
い
。
一
日
目
が
棚
木
海
岸
に
向
か
う
「
棚
木

づ
め
」
と
大
松
明
で
の
乱
舞
。
二
日
目
は
入
り

宮
す
る
神
輿
の
お
供
を
す
る
。

あ
ば
れ
祭
の
意
義

　
「
宇
出
津
の
キ
リ
コ
祭
り
」
で
小
倉
博
士
は
、

祭
り
の
意
義
を
こ
う
記
し
て
い
る
（
以
下
原
文

の
ま
ま
）。

　
『
こ
の
祭
礼
が
宇
出
津
全
町
を
あ
げ
て
の
行

事
と
さ
れ
、
全
町
民
の
盛
り
上
が
る
熱
意
に

よ
っ
て
年
ご
と
に
盛
大
と
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と

も
特
筆
大
書
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
祭
り
は
人

の
心
を
鼓
舞
す
る
霊
力
を
有
す
る
。
一
年
一
度

の
、
こ
の
祭
礼
を
期
と
し
て
若
々
し
い
血
潮
を

た
ぎ
ら
せ
て
明
日
へ
の
活
動
に
備
え
よ
う
と
す

る
と
こ
ろ
に
大
き
な
意
義
が
存
す
る
。

　

ま
た
思
う
に
、
盛
大
な
祭
礼
は
、【
人
の
和
】

の
な
い
と
こ
ろ
に
は
実
現
さ
れ
な
い
。
こ
の
祭

礼
を
期
と
し
て
宇
出
津
全
町
の
和
を
は
か
り
、

躍
進
宇
出
津
の
向
上
発
展
に
努
力
す
る
な
ら

ば
、
宇
出
津
キ
リ
コ
祭
り
の
、
さ
ら
に
大
き
な

意
義
が
発
揮
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
』

45
年
前
の
あ
ば
れ
祭

資
料
「
宇
出
津
の
キ
リ
コ
祭
り
」
に
は
、
祭
り
の
行
事
だ
け
で
は
な
く
、
祭
礼
委

員
会
や
町
内
の
経
費
、
キ
リ
コ
の
構
造
や
浮
字
・
町
紋
に
つ
い
て
な
ど
が
詳
細
に

記
述
さ
れ
て
い
る
。
45
年
前
か
ら
変
わ
っ
た
部
分
、
変
わ
ら
な
い
部
分
が
あ
る
。

そ
の
変
遷
と
あ
ば
れ
祭
の
特
徴
を
ま
と
め
た
。

①棚木づめ（新村通り）の
様子。キリコが入り乱れる
のは今も昔も変わらない。
②父親が子どもキリコを飾
り付ける。
③キリコのふき掃除をする
子どもたち。
④町内を回った神輿を清め
るため御旅所付近で海に投
げ入れられる酒垂方の神輿。
⑤入り宮の道中、新町通り
で暴れる神輿。早く行け、
まだ早いともみ合いを続け
るシーン。神輿はロープに
縛られ、やっと形を保って
いる。
※写真はすべて「宇出津の
キリコ祭り」から

①②

④

⑤ ③
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わ
た
し
は
、
今
の
祭
り
を
支
え
る
若
い
人
た

ち
に
祭
り
の
歴
史
や
意
味
を
知
っ
て
ほ
し
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
八
坂
神
社
に
つ
い
て
、
桜
井

源
五
に
つ
い
て
、
な
ぜ
神
輿
が
ア
メ
ヤ
に
行
く

の
か
な
ど
、
そ
れ
を
知
る
こ
と
で
も
っ
と
祭
り

の
本
質
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
と
思
っ
て
い

ま
す
。

―
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
常
設
展
示
は
。

　

展
示
に
協
力
し
て
あ
ば
れ
祭
を
全
国
に
発
信

し
よ
う
と
、
宮
司
や
氏
子
総
代
、
祭
礼
委
員
会

な
ど
の
メ
ン
バ
ー
で
支
援
実
行
委
員
会
を
組
織

し
ま
し
た
。
八
坂
神
社
奉
賛
会
の
会
長
と
い
う

こ
と
で
委
員
長
に
な
り
ま
し
た
が
、
委
員
は
も

ち
ろ
ん
、
地
域
の
皆
さ
ん
の
協
力
な
く
し
て
は

支
援
し
て
い
く
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
八
坂
神

社
の
祭
り
を
で
き
る
だ
け
多
く
の
人
に
知
っ
て

も
ら
う
た
め
に
、
皆
さ
ん
の
理
解
と
協
力
を
お

願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

―
浜
中
さ
ん
の
祭
り
の
思
い
出
は
。

　

神
輿
を
担
ぎ
、
入
り
宮
し
た
と
き
の
感
激
は

言
葉
に
で
き
ま
せ
ん
。
あ
の
感
動
は
今
の
若
い

人
も
同
じ
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
神
輿
の
担
ぎ

手
し
か
味
わ
う
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
す
。

　

昔
の
神
輿
は
今
の
よ
う
に
合
図
を
し
て
か
ら

落
と
し
た
り
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
雰
囲
気

を
読
ん
で
、
あ
う
ん
の
呼
吸
で
暴
れ
ま
す
。
け

が
も
多
か
っ
た
で
す
が
、
神
輿
で
後
遺
症
に
な

る
よ
う
な
大
け
が
を
す
る
人
は
い
ま
せ
ん
。
祭

り
の
け
が
は
不
思
議
と
治
る
も
の
で
す
。

―
桜
井
源
五
の
墓
を
参
っ
た
そ
う
で
す
が
。

　

45
年
前
の
資
料
に
は
源
五
の
墓
の
こ
と
が
出

て
い
ま
し
た
が
、
わ
た
し
自
身
は
墓
が
あ
る
と

い
う
こ
と
を
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で
今

回
、
祭
礼
委
員
会
や
担
ぎ
手
に
声
を
か
け
て
祭

り
前
に
墓
参
り
を
し
た
ん
で
す
。
若
い
人
は
知

ら
な
い
人
が
多
か
っ
た
で
す
ね
。

―
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
と
は
。

　

歴
史
上
の
偉
人
や
政
治
よ
り
も
、
民
衆
の
生

活
や
文
化
の
歴
史
、
そ
の
伝
承
に
重
点
を
お
い

て
展
示
を
し
て
い
る
国
立
の
博
物
館
で
す
。
今

回
、
開
館
よ
り
20
年
を
超
え
て
、
常
設
の
民
俗

展
示
室
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
を
行
う
こ
と
に
な

り
、
そ
の
中
で
あ
ば
れ
祭
を
展
示
す
る
こ
と
が

が
計
画
さ
れ
て
い
ま
す
。
平
成
25
年
3
月
に

オ
ー
プ
ン
す
る
予
定
で
す
が
、
現
在
ま
で
宇
出

津
の
皆
さ
ま
の
ご
協
力
も
あ
っ
て
順
調
に
準
備

が
進
ん
で
い
ま
す
。

―
な
ぜ
あ
ば
れ
祭
が
選
ば
れ
た
の
か
。

　

あ
ば
れ
祭
は
、新
し
い
民
俗
展
示
室
で
の「
恐

れ
と
祈
り
」
と
い
う
、
信
仰
に
注
目
し
な
が
ら

日
本
人
の
一
年
の
生
活
を
考
え
る
コ
ー
ナ
ー
で

取
り
上
げ
ら
れ
ま
す
。
一
年
の
節
目
と
な
る
の

は
言
う
ま
で
も
な
く
正
月
で
す
が
、
正
月
は
も

―
浜
中
さ
ん
に
と
っ
て
あ
ば
れ
祭
と
は
。

　

宇
出
津
に
生
ま
れ
、
シ
ャ
ギ
リ
を
覚
え
、
太

鼓
を
た
た
き
、
キ
リ
コ
を
担
ぎ
、
神
輿
を
担
ぎ
、

祭
礼
委
員
長
、
そ
し
て
八
坂
神
社
奉
賛
会
会
長

と
な
り
ま
し
た
。
あ
ば
れ
祭
は
わ
た
し
の
人
生

そ
の
も
の
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

あ
ば
れ
祭
は
八
坂
神
社
の
祭
り
で
す
が
、
八

坂
神
社
に
は
氏
子
が
あ
っ
て
な
い
よ
う
な
も
の

で
す
。
八
坂
神
社
を
守
る
こ
と
は
あ
ば
れ
祭
を

守
る
こ
と
。
奉
賛
会
と
し
て
、
宇
出
津
の
皆
さ

ん
と
共
に
八
坂
神
社
を
守
っ
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　

あ
ば
れ
祭
で
は
神
輿
を
荒
々
し
く
扱
い
ま
す

が
、
神
輿
が
壊
れ
れ
ば
壊
れ
る
ほ
ど
、
神
輿
に

乗
る
神
様
が
喜
ぶ
と
も
言
い
伝
え
ら
れ
て
お

り
、
そ
れ
が
「
祈
り
の
作
法
」
な
の
だ
と
認
め

ら
れ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
一
般
的
な「
祈
り
」

と
い
う
言
葉
か
ら
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
よ
う
な
、

心
に
念
じ
る
静
か
な
祈
り
と
は
違
う
、
集
団
の

荒
々
し
い
力
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
祈
願
と
い
う

も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
ま
す
。

　

神
霊
に
は
た
ら
き
か
け
る
作
法
と
し
て
、
揺

ら
し
た
り
、
た
た
い
た
り
す
る
と
い
う
の
は
、

古
代
よ
り
見
ら
れ
ま
す
が
、
あ
ば
れ
祭
で
の
神

輿
の
作
法
は
、
そ
れ
と
関
連
す
る
も
の
で
は
な

い
か
と
感
じ
ま
す
。

　

宇
出
津
の
あ
ば
れ
祭
に
は
、
日
本
人
が
古
く

よ
り
行
っ
て
き
た
、
信
仰
に
基
づ
く
特
徴
的
な

作
法
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

―
実
際
に
祭
り
を
見
ら
れ
て
。

　

映
像
で
は
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
通

し
て
見
た
の
は
去
年
が
初
め
て
で
し
た
。
実
際

に
目
に
し
て
、
と
て
も
感
動
し
ま
し
た
。

　

よ
り
一
般
的
、
多
く
の
祭
礼
に
お
い
て
は
、

神
輿
は
神
聖
な
も
の
で
あ
り
、
地
面
に
直
接
置

か
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
地
面
に

た
た
き
つ
け
た
り
、
境
内
に
た
か
れ
た
火
に
投

げ
込
ま
れ
た
り
す
る
の
を
目
の
前
に
見
て
い
る

と
、
事
前
に
そ
う
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
て
も

び
っ
く
り
し
ま
し
た
。　

20
年
以
上
、
全
国
の

祭
り
を
見
て
回
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
で
も

特
に
印
象
に
残
る
祭
り
に
な
り
ま
し
た
。

ち
を
食
す
る
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
稲
作

に
深
く
関
係
し
て
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
が
夏
に
多
く
見
ら
れ
る
山
車
や
神

輿
の
祭
礼
で
す
。
そ
の
元
来
の
目
的
は
夏
に
は

や
り
や
す
か
っ
た
病
気
を
は
ら
う
祈
り
に
あ
り

ま
す
。
そ
の
起
源
は
、
病
気
の
原
因
と
さ
れ
る

疫
神
を
つ
か
さ
ど
る
牛
頭
天
王
の
祭
り
で
、
京

都
の
祗
園
祭
り
が
最
も
古
く
平
安
時
代
に
始
ま

り
、そ
こ
か
ら
全
国
に
波
及
し
て
い
き
ま
し
た
。

博
多
や
小
倉
、
会
津
な
ど
を
は
じ
め
各
地
に
特

色
あ
る
祗
園
祭
り
が
見
ら
れ
ま
す
。

　

夏
の
特
徴
的
な
行
事
の
も
う
一
つ
が「
燈
籠
」

の
登
場
す
る
祭
り
で
す
。青
森
県
の
ね
ぶ
た
は
、

張
り
子
の
巨
大
な
武
者
な
ど
の
人
形
で
知
ら
れ

て
い
ま
す
が
、江
戸
時
代
に
は
箱
形
の
燈
籠
で
、

こ
れ
が
変
化
し
て
い
っ
た
も
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
宇
出
津
の
あ
ば

れ
祭
は
、
病
気
を
は
ら
う
祈
り
で
あ
る
祗
園
祭

り
系
の
祭
礼
で
あ
る

と
同
時
に
、
ね
ぶ
た

の
よ
う
な
巨
大
な
人

形
に
発
展
す
る
以
前

の
、
素
朴
な
箱
形
を

し
た
燈
籠
の
祭
り
で

あ
る
こ
と
が
分
か
り

ま
す
。
こ
れ
が
宇
出

津
の
あ
ば
れ
祭
に
注

目
し
た
理
由
で
す
。

八坂神社奉賛会会長
常設展示支援実行委員会委員長

浜中喜一さん
はまなか・きいち（新村浜町）

国立歴史民俗博物館准教授
博士（文学）

松尾恒一さん
まつお・こういち

あ
ば
れ
祭
が
歴
博
へ

あ
ば
れ
祭
が
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
（
千
葉
県
佐
倉
市
）
で
平
成
25
年
3
月
か

ら
常
設
展
示
さ
れ
る
。
祭
礼
関
係
者
は
、
展
示
準
備
を
後
押
し
す
る
た
め
に
常
設

展
示
支
援
実
行
委
員
会
を
組
織
。
展
示
内
容
の
充
実
に
向
け
て
全
面
的
に
協
力
し

て
い
る
。
実
行
委
員
長
の
浜
中
喜
一
さ
ん
と
歴
博
准
教
授
松
尾
恒
一
さ
ん
に
あ
ば

れ
祭
へ
の
思
い
を
聞
い
た
。

あ
ば
れ
祭
の
歴
史
を
知
っ
て
ほ
し
い
―
。

神
輿
を
荒
々
し
く
扱
う
こ
と
が『
祈
り
の
作
法
』

　

ま
た
実
際
に
見
て
感
じ
た
の
は
、
地
域
を
あ

げ
て
の
行
事
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
子
ど
も
か

ら
お
年
寄
り
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
に
役
割
を
も
っ

て
、一
つ
の
祭
り
が
で
き
あ
が
る
。そ
れ
に
よ
っ

て
各
世
代
の
交
流
が
自
然
な
か
た
ち
で
で
き
る

の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
世
代
が
、
自
分

の
上
の
世
代
、
下
の
世
代
い
ず
れ
を
も
尊
重
す

る
気
持
ち
が
生
ま
れ
て
く
る
よ
う
に
感
じ
ま
す

が
、
そ
う
し
た
点
で
も
貴
重
な
文
化
伝
承
だ
と

感
じ
ま
し
た
。
こ
の
貴
重
な
文
化
を
こ
れ
か
ら

も
、
青
年
を
経
て
や
が
て
大
人
に
な
る
子
ど
も

た
ち
に
伝
承
し
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。

―
展
示
内
容
は
ど
の
よ
う
に
。

　

壁
い
っ
ぱ
い
の
写
真
と
映
像
を
背
景
に
、
ほ

ぼ
原
寸
の
キ
リ
コ
と
、
祭
り
が
終
わ
っ
た
あ
と

の
壊
れ
か
か
っ
た
神
輿
を
展
示
し
て
、
祭
り
の

激
し
さ
が
伝
わ
る
よ
う
に
と
考
え
て
い
ま
す
。

昨
年
は
太
鼓
、
鐘
、
笛
な
ど
の
は
や
し
の
楽
器

を
作
り
ま
し
た
。
本
年
度
は
映
像
を
制
作
し
、

そ
れ
と
キ
リ
コ
の
彫
り
物
の
部
分
を
作
っ
て
も

ら
う
予
定
で
す
。
来
年
度
に
神
輿
、
24
年
度
に

は
キ
リ
コ
を
作
っ
て
い
た
だ
き
、
25
年
3
月
に

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
す
る
予
定
で
す
。

　

実
際
に
展
示
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
地
元
の

方
々
の
協
力
が
得
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ

て
い
ま
す
。
祭
礼
委
員
会
を
は
じ
め
、
役
場
や

地
域
の
皆
さ
ん
が
全
面
的
に
協
力
し
て
く
れ
る

こ
と
が
何
よ
り
も
う
れ
し
く
、
あ
り
が
た
い
こ

と
で
す
。

82010.8  № 669


