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柳
田
国
男
の
『
日
本
の
祭
』
は
、
昭
和
十
六
年
に
当

時
の
東
京
帝
国
大
学
が
お
こ
な
っ
た
散
養
特
別
講
座
で

の
べ
ら
れ
た
謡
義
の
内
容
と
い
う
。
自
身
が
高
級
官
僚

の
経
歴
を
も
ち
、
の
ち
に
民
俗
学
研
究
の
先
達
へ
と
転

身
し
た
柳
田
翁
の
こ
と
だ
か
ら
、
こ
の
機
会
に
将
来
の

日
本
を
動
か
す
エ
リ
ー
，
卜
に
な
る
は
ず
の
後
翠
に
む
か

っ
て
、
本
当
に
言
い
た
い
こ
と
を
言
お
う
と
し
た
ら
し

い
。
そ
の
気
概
が
文
中
に
う
か
が
え
、
他
の
書
物
に
な

い
一
種
の
雰
囲
気
を
作
っ
て
い
る
。
数
多
い
柳
田
翁
の

著
作
の
な
か
で
も
、
『
先
祖
の
話
』
と
と
も
に
柳
田
民
俗

学
の
双
璧
を
な
し
て
い
る
と
思
う
。
（
『
先
祖
の
話
』
は
、

若
く
し
て
戦
争
で
逝
っ
た
人
た
ち
の
魂
の
ゆ
く
え
に
思

い
を
は
せ
て
、
戦
争
末
期
に
書
か
れ
た
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。
）
日
本
文
化
の
帰
趨
を
思
い
、
こ
と
に
文

化
に
か
か
わ
る
行
政
を
構
想
し
担
当
す
る
人
た
ち
に
と

っ
て
、
こ
れ
ら
は
か
な
ら
ず
参
看
す
べ
き
基
礎
文
献
と

い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

保
障
さ
れ
た
国
で
あ
る
か
ら
、
国
家
や
地
方
自
治
体
が

神
道
、
仏
教
、
そ
の
他
の
宗
教
の
一
宗
一
派
に
偏
し
た

か
た
ち
の
祭
礼
の
保
存
に
関
与
す
る
こ
と
は
、
憲
法
違

反
の
疑
い
を
ま
ね
き
か
ね
な
い
。
建
築
に
あ
た
っ
て
の

地
鎮
祭
は
、
建
設
業
者
に
と
っ
て
は
欠
か
す
こ
と
の
で

き
な
い
習
俗
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
地
方
自
治
体
な
ど

の
行
政
が
お
こ
な
う
こ
と
に
は
、
実
際
に
は
強
い
反
発

が
あ
る
。
靖
國
神
杜
の
祭
祀
に
国
家
が
関
わ
る
こ
と
を

め
ぐ
っ
て
、
そ
の
促
進
の
動
き
と
猛
烈
な
反
対
の
あ
る

こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
ひ
と
つ
の
実

例
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
文
化
行
政
が
対
象
と
で
き
る
祭
り
・

祭
礼
の
よ
う
な
行
事
の
保
護
・
育
成
な
い
し
保
存
に
は
、

お
の
ず
か
ら
限
界
が
あ
る
こ
と
は

r

い
わ
ば
当
然
と
い

っ
て
よ
い
。
さ
き
ほ
ど
の
分
類
を
も
と
に
し
て
い
え
ば
、

ま
ず
日
の
私
の
祭
り
に
分
類
さ
れ
る
よ
う
な
神
事
・
行

事
に
は
、
行
政
が
直
接
関
わ
り
を
も
つ
こ
と
は
で
き
な

い
。
唯
一
の
例
外
と
し
て
は
、
人
出
や
雑
踏
の
警
備
に

警
察
官
が
あ
た
る
こ
と
か
あ
る
が
、
こ
れ
が
行
政
の
参

加
の
限
界
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

む
し
ろ
＂
私
の
祭
り
”
に
は
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

と
同
様
の
独
自
性
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
行

政
や
司
法
櫂
の
介
入
が
制
限
さ
れ
て
い
る
の
が
よ
り
望

ま
し
い
姿
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
公
序
良
俗

の
維
持
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
対
策
が
必
要
で
あ
る
。
信

教
の
自
由
を
理
由
に
阿
片
吸
飲
を
許
す
わ
け
に
は
ゆ
く

ま
い
。
し
か
し
そ
れ
は
当
面
の
問
題
と
は
別
の
こ
と
が

ら
で
あ
る
。

ま
た
、
口
の
職
能
神
の
祭
り
と
し
て
分
類
し
た
行
事

に
つ
い
て
も
、

H
と
同
様
に
扱
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ

前
お
き
が
長
く
な
っ
た
が
、
こ
の
書
物
の
な
か
で
講

義
の
冒
頭
の
気
配
が
う
か
が
え
る
の
は
、
じ
つ
は
第
二

章
の
出
だ
し
の
部
分
で
あ
る
。
そ
こ
で
柳
田
翁
は
、
祭

り
と
祭
礼
の
区
別
を
明
確
に
す
る
。
た
と
え
ば
家
の
普

諧
の
と
き
に
や
る
地
鎮
祭
は
祭
り
で
あ
る
か
、
そ
れ
に

は
当
事
者
と
司
祭
（
神
主
や
僧
）
が
い
れ
ば
よ
い
。
そ

れ
に
対
し
て
祭
礼
の
ほ
う
は
、
神
事
に
風
流
の
奉
納
や

神
輿
の
渡
御
行
列
な
ど
が
加
わ
り
、
そ
れ
を
見
物
す
る

人
々
が
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
端
的
に
い
え
ば
、

見
物
人
の
有
無
が
祭
り
と
祭
礼
を
区
別
す
る
の
で
あ
る
。

柳
田
翁
は
そ
し
て
、
歴
史
的
に
は
祭
り
か
ら
祭
礼
へ

の
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
を
説
く
。
東
大
で
の
聴
衆
か
、

祭
礼
へ
見
物
人
と
し
て
し
か
参
加
し
て
い
な
い
こ
と
を

前
提
に
し
て
、
”
日
本
の
祭
“
に
つ
い
て
心
を
こ
め
て

話
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
柳
田
翁
の
区
分
を
受
け
た
か
た
ち
で
、
私
は
か

つ
て
祭
り
や
祭
礼
の
分
化
の
経
過
を
念
頭
に
お
い
た
分

類
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
（
伊
藤
幹
沿
・
米
山
俊
直
共

編
・
『
柳
田
国
男
の
世
界
』
一
九
七
六
年
・
日
本
放
送

れ
ぞ
れ
の
職
能
神
に
は
、
教
団
。
信
徒
の
組
織
が
あ
り
、

独
自
の
活
動
を
し
て
い
る
。
宗
教
法
人
は
免
税
そ
の
他

の
措
置
が
と
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
多
分
に
信
教
の
自

由
に
属
す
る
部
分
で
あ
る
か
ら
、
文
化
行
政
の
直
接
関

与
の
対
象
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

た
だ
、
起
涜
は
職
能
神
に
由
来
す
る
祭
礼
で
も
、
今

日
で
は
地
域
の
祭
礼
に
な
っ
て
い
る
場
合
が
少
な
く
な

い
。
こ
れ
ら
は
そ
の
由
来
に
か
か
わ
ら
ず
、
口
の
地
域

の
祭
礼
の
な
か
に
含
め
て
よ
い
だ
ろ
う

C

か
つ
て
は
、
官
幣
。
国
幣
の
制
度
が
あ
り
、
ま
た
国

•o 

.

.

.

 

分
寺
の
よ
う
な
制
度
が
あ
っ
て
、
ま
つ
り
ご
と
は
祭
政

の
未
分
化
の
ま
ま
の
状
態
を
意
味
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

そ
の
時
代
に
は
、
祭
祀
は
重
要
な
公
の
行
事
の
一
部
分

だ
っ
た
。
し
か
し
、
今
日
で
は
国
家
体
制
と
宗
教
は
は

っ
き
り
分
離
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
行
政
が
神
道
や
仏
教

に
直
接
関
わ
り
を
も
つ
こ
と
は
少
な
い
。
し
か
し
、
地

方
自
治
体
で
い
え
ば
、
た
と
え
は
広
島
・
長
崎
の
原
燥

記
念
式
典
の
よ
う
な
一
種
の
宗
教
性
を
帯
び
た
行
事
か

恒
例
化
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
し
、
国
政
レ
ベ
ル
で
も

戦
没
者
の
慰
霊
式
典
や
国
葬
の
よ
う
に
、
宗
教
性
と
ま

っ
た
く
無
関
係
で
あ
り
え
な
い
綿
分
も
あ
る
。
首
相
の

伊
勢
神
宮
や
靖
國
神
社
参
拝
も
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ

っ
て
は
宗
教
的
と
み
る
む
き
も
あ
ろ
う
。

,

.

 

し
か
し
、
こ
う
し
た
い
わ
ば
行
政
よ
り
も
政
治
に
密

着
し
た
側
面
の
行
事
は
、
こ
こ
で
い
う
文
化
行
政
に
お

け
る
＂
祭
礼
の
保
存
、
と
は
別
の
も
の
と
み
な
す
こ
と

が
で
き
よ
う
。
こ
れ
は
そ
の
政
治
性
・
宗
教
性
の
ゆ
え

に
、
日
な
い
し
口
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
同
様
に
~
当
面
の

文
化
行
政
の
扱
う
祭
礼
と
は
別
の
も
の
と
み
な
し
て
お

く
こ
と
に
し
た
い
。

米

俊

直

京
都
大
学
教
蓑
部
助
教
授
）

山

祭
礼
の
保
存
と
地
域
文
化

出
版
協
会
刊
。
一
三
七
ペ
ー
ジ
）
。
そ
れ
を
こ
こ
で
要
約

す
る
と
、
つ
ぎ
の
四
つ
に
大
別
で
き
る
。

H

私
の
祭
り
|
|
'
祖
先
祭
祀
、
地
鎮
祭
、
厄
除
け

の
祈
疇
、
病
気
平
癒
、
火
の
用
心
、
な
ど
の
た
め

の
祭
り
。

口
職
能
神
の
祭
り
ー
；
，
豊
作
・
大
漁
祈
願
（
豊
饒

儀
礼
）
、
商
売
繁
昌
、
庖
丁
の
神
さ
ま
、
な
ど
の

祭
り
c

国
地
域
の
祭
礼
ー
|
I
農
山
漁
村
の
共
同
祭
祀
、
産

土
神
の
祭
り
、
村
社
・
郷
社
な
ど
地
域
社
会
の
祭

祀
、
都
市
の
大
規
模
な
祭
礼
な
ど
。

四
公
の
祭
礼
も
と
の
官
幣
社
・
国
幣
社
の
祭

記
天
皇
家
の
神
事
、
国
の
祝
祭
的
行
事
、
戦
没

者
慰
霊
祭
、
原
爆
被
災
者
法
要
な
ど
。

今
日
、
”
文
化
財
の
保
護
”
と
い
う
こ
と
で
、
各
地

の
各
種
の
伝
統
文
化
の
保
存
に
官
民
の
関
心
が
強
ま
り
、

文
化
行
政
の
な
か
て
い
わ
ゆ
る
重
要
文
化
財
の
よ
う
な

物
的
な
＂
文
化
遺
産
“
に
は
じ
ま
り
、
各
種
の
伝
統
芸

能
の
よ
う
な
無
形
文
化
財
ま
で
、
し
だ
い
に
配
慮
か
拡

が
っ
て
い
る
こ
と
は
、
た
い
へ
ん
結
構
な
こ
と
で
あ
る
。

自
然
環
境
と
お
な
じ
よ
う
に
、
文
化
も
ま
た
保
護
。
維

持
管
理
を
お
こ
た
る
と
衰
弱
し
、
滅
亡
し
て
し
ま
う
危

険
に
た
え
ず
さ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て

い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
。
そ
れ
だ
け
に
こ
の
傾
向
は

喜
ば
し
い
。
祖
先
か
ら
継
承
し
て
き
た
文
化
を
次
の
世

代
へ
伝
え
て
ゆ
く
こ
と
は
、
現
代
の
私
た
ち
に
と
っ
て

重
要
な
任
務
で
あ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
今
日
の
日
本
は
宗
教
や
信
条
の
自
由
が

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
結
局
行
政
が
関
与
で

き
る
の
は
、
口
の
＂
地
域
の
祭
礼
”
だ
け
、
よ
り
厳
密

に
言
え
ば
、
そ
の
な
か
の
柳
田
翁
の
い
う
＂
祭
り
“
の

部
分
、
す
な
わ
ち
神
事
、
宗
教
的
意
味
を
も
っ
た
行
事

よ
り
も
、
む
し
ろ
風
流
に
類
す
る
部
分
、
す
な
わ
ち
祭

礼
の
測
面
に
つ
い
て
だ
け
関
わ
り
あ
う
べ
き
だ
、
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
（
じ
つ
は
小
論
は
「
祭
り
の
保
存

と
地
域
文
化
」
と
い
う
仮
題
の
も
と
に
執
筆
す
る
よ
う

に
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
い
ま
の
表
題
の

よ
う
に
変
え
た
の
に
は
、
こ
の
よ
う
な
理
由
が
あ
っ
た
。
）

こ
の
よ
う
に
文
化
行
政
が
そ
の
対
象
と
す
る
も
の
を

し
ぼ
っ
て
く
る
と
、
お
の
ず
か
ら
課
題
は
明
白
に
な
る
。

つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
的
な
伝
統
行
事
の
な
か
で
、

地
域
の
祭
礼
こ
そ
、
文
化
行
政
の
対
象
と
し
て
、
そ
の

保
存
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
必
然
的
に
そ

の
対
象
た
る
地
域
の
祭
礼
を
支
え
る
地
域
文
化
に
つ
い

て
の
認
識
が
、
不
可
欠
の
前
提
と
な
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
そ
の
地
域
文
化
と
は
何
を
指
す
の
で
あ
ろ
う

か
。
私
た
ち
は
こ
こ
で
、
明
治
以
来
の
近
代
化
を
推
進

し
た
ひ
と
つ
の
力
で
あ
っ
た
中
央
集
権
的
画
一
化
の
流

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ま
ま
で
根
強
く
残
存
し
て
き

た
地
方
的
伝
統
に
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

そ
れ
は
か
な
ら
ず
し
も
、
た
と
え
ば
福
士
幸
次
郎
に
よ

る
地
方
主
義
文
学
の
運
動
の
よ
う
に
、
旗
轍
鮮
明
に
中

央
に
抵
抗
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
そ
れ
よ
り

以
前
の
、
南
方
熊
楠
に
よ
る
神
社
合
祀
反
対
の
運
動
の

よ
う
な
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
む

し
ろ
大
部
分
の
＂
地
方
“
は
近
代
化
の
大
勢
に
順
応
し

---6― ―― 7― 



広島県山県郡芸北町の田楽

な
が
ら
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
の
方
言
を
豊
か
に

存
続
さ
せ
、
ロ
ー
カ
ル
な
生
活
様
式
が
そ
れ
ぞ
れ
の
近

代
化
を
と
げ
な
が
ら
も
、
独
自
性
を
保
持
し
つ
づ
け
て

き
て
い
る
と
い
う
事
実
に
、
も
っ
と
注
目
し
て
よ
い
と

思
う
。昨

年
の
秋
、
私
は
機
会
が
あ
っ
て
、
広
島
県
北
部
県

境
に
あ
る
山
県
郡
芸
北
町
を
訪
ね
、
そ
こ
で
小
学
校
の

グ
ラ
ウ
ン
ド
の
完
成
を
祝
う
運
動
会
に
ぶ
つ
か
り
、
十

八
年
ぶ
り
で
復
活
し
た
と
い
う
伝
統
的
な
田
楽
ー
ー
|
田

植
ば
や
し
と
そ
の
踊
り
を
見
た
。
田
植
ば
や
し
に
は
内

田
る
り
子
女
史
の
大
き
い
研
究
業
績
が
あ
る
が
、
ま
さ

に
中
国
地
方
の
、
こ
と
に
安
芸
の
国
の
文
化
芸
能

四

の
伝
統
で
あ
り
、
神
事
か
ら
は
な
れ
た
風
流
と
し
て
続

い
て
い
る
の
で
あ
る
。
過
疎
化
の
危
機
を
経
験
し
た
集

落
で
あ
っ
た
が
、
優
雅
な
群
舞
は
う
つ
く
し
い
の
び
や

か
な
田
植
ば
や
し
の
メ
ロ
デ
ィ
と
と
も
に
こ
こ
に
は
は

っ
き
り
残
っ
て
い
た
。
残
っ
て
生
き
て
い
た
、
と
い
う

は
う
が
、
よ
り
正
碓
だ
と
思
う
。
そ
れ
は
東
北
に
み
ら

れ
る
剣
舞
の
伝
統
と
も

r

ま
た
九
州
の
祇
園
太
鼓
の
伝

統
と
も
、
も
ち
ろ
ん
異
な
っ
た
示
唆
的
特
性
を
そ
な
え

て
い
た
よ
う
に
思
う
。

こ
の
地
方
に
は
ま
た
、
例
の
神
楽
の
伝
統
が
残
存
し

て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
集
落
に
は
神
楽
団
が
あ
り
、
そ

れ
が
老
若
の
人
間
関
係
を
む
す
ぶ
場
と
も
な
っ
て
い
た

C

こ
う
し
た
地
方
の
伝
統
芸
能
は
、
地
方
文
化
を
伝
え

る
き
わ
め
て
太
い
基
軸
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で

き
な
い
。
そ
れ
は
、
た
ま
た
ま
東
京
な
ど
の
大
都
会
へ

招
か
れ
る
機
会
が
あ
っ
た
と
か
、
テ
レ
ビ
ヘ
一
夜
出
演

す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
か
、
あ
る
い
は
わ
が
集
落
の
小

学
校
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
完
成
の
祝
賀
会
に
や
る
こ
と
に
な

っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
も
い
い
、
何
ら
か
の
刺
激
に
よ

っ
て
息
を
ふ
き
か
え
し
、
次
代
へ
伝
え
ら
れ
て
ゆ
く
の

で
あ
る
。

私
は
幸
運
に
も
京
都
の
祇
園
祭
を
三
年
間
、
大
阪
の

天
神
祭
を
三
年
間
、
学
生
た
ち
と
共
に
調
査
す
る
機
会

を
得
た
（
米
山
俊
直
著
・
『
祇
園
祭
』
一
九
七
四
年
、

同
著
・
『
天
神
祭
』
一
九
七
九
年
、
い
ず
れ
も
中
公
新

書
、
参
照
）
。
い
ず
れ
も
百
万
の
群
衆
を
集
め
る
巨
大

な
祭
礼
で
あ
り
、
そ
れ
な
り
の
伝
統
的
芸
能
、
風
流
の

伝
承
を
備
え
て
い
る
°
多
く
の
風
流
が
京
・
大
坂
と
い
う

上
方
の
都
市
か
ら
地
方
へ
伝
播
し
た
と
い
う
歴
史
的
事

実
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
二
つ
の
巨
大
な
都
市
祭

礼
は
、
当
面
の
問
題
に
も
多
く
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ

る
。
な
か
で
も
私
が
調
査
の
過
程
で
も
っ
と
も
強
く
印

象
に
の
こ
っ
て
い
て
、
祭
礼
の
保
存
と
い
う
こ
と
に
関

し
て
重
要
な
こ
と
だ
と
思
う
の
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
祭

礼
が
、
古
式
ゆ
か
し
く
伝
統
を
保
存
し
て
い
る
と
い
う

二
回
と
と
も
に
、
た
え
ず
新
し
い
工
夫
を
つ
け
加
え
、

新
し
い
趣
向
を
こ
ら
す
こ
と
に
努
力
し
て
い
る
、
と
い

う
事
実
で
あ
る

C

祇
園
祭
の
場
合
、
た
し
か
に
そ
の
祭
礼
の
結
構
は
伝

統
に
の
っ
と
っ
て
い
る
か
、
山
鉾
町
で
は
新
し
い
山
車

の
飾
り
の
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
を
求
め
て
、
人
を
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
派
し
て
い
る
し
、
年
々
か
な
ら
ず
新
し
い
刊
行
物
一

ー
ー
＇
そ
れ
も
手
軽
な
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
た
ぐ
い
で
な
く
、

8
 

立
派
な
写
真
集
で
あ
り
、
研
究
書
で
あ
る
か
出
版
一

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
山
鉾
連
合
会
と
い
う
組
織
の
一

手
で
推
進
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
~

天
神
祭
の
場
合
に
も
、
戦
災
、
大
阪
の
地
盤
沈
下
、

入
口
の
ド
ー
ナ
ヅ
化
な
ど
の
悪
条
件
の
な
か
で
、
や
は

り
年
々
歳
々
の
風
流
革
新
の
工
夫
が
う
か
が
え
る
の
は

r

ま
っ
た
く
お
な
じ
こ
と
で
あ
る
。

地
域
文
化
は
と
も
す
れ
ば
中
央
か
ら
流
れ
て
く
る
文

物
に
お
さ
れ
て
、
自
己
早
下
を
し
か
ね
な
い
と
こ
ろ
が

あ
る
。
こ
れ
は
文
化
・
伝
統
を
固
定
的
に
考
え
、
な
に
も

か
も
古
風
の
ま
ま
、
む
か
し
な
が
ら
に
や
る
こ
と
が
最

上
と
思
い
が
ち
な
と
こ
ろ
に
ま
ち
が
い
が
あ
る
ら
し
い
。

時
代
の
な
か
で
た
え
ず
革
新
し
、
生
き
い
き
と
適
応
し

て
ゆ
く
こ
と
こ
そ
、
地
域
文
化
を
育
て
、
地
域
の
祭
礼

を
さ
か
ん
に
す
る
方
途
で
あ
ろ
う
。
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0
本
号
で
は
i
祭
礼
の
保
存
と
地
域
文
化
」
「
朕

史
的
町
並
み
の
保
存
に
学
ぶ
も
の
」
と
、
共
に

比
較
的
最
近
に
お
い
て
保
存
に
力
か
注
か
れ
関

心
を
集
め
て
い
る
事
柄
を
論
じ
て
も
ら
っ
て
い

る
。
い
ず
れ
も
地
域
て
の
特
色
あ
る
文
化
振
興

を
図
っ
て
い
こ
う
と
す
る
際
の
核
と
な
る
も
の

だ
が
、
地
域
住
民
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
や
支
え
が

き
め
手
と
な
る
も
の
だ
ろ
う
。

〇
各
地
の
特
色
あ
る
文
化
施
設
を
親
し
み
や
す

く
紹
介
し
て
き
た
「
美
術
館
・
博
物
館
・
文
化

施
設
め
ぐ
り
し
は
、
こ
れ
か
ら
は
単
に
施
設
だ

け
で
な
く
、
特
色
あ
る
地
域
の
文
化
活
動
事
例

を
幅
広
く
紹
介
す
る
必
要
か
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
の
で
、
シ

1
ー
ズ
と
し
て
は
今
回
を
最
終
と

し
た
い
。
清
原
さ
ん
御
苦
労
様
て
し
た
。

0
な
お
次
号
か
ら
囁
某
担
当
を
小
原
孜
郎
氏
に

引
き
継
き
ま
す
。
約
一
年
半
に
わ
た
る
御
支
援

に
感
謝
し
、
本
誌
の
新
た
な
発
展
を
期
待
し
ま

す

。

（

廣

田

史

郎

）
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