
く
ん
ち
で
お
諏
訪
さ
ん
に
心
を

こ
め
て
奉
納
し
た
詩
舞
・
曳
壇
尻

を
、
氏
子
の
家
々
に
披
露
し
て
ま

わ
る
庭
先
回
り
。

神

様

か
ら
頂

い
た
〝

福

の
お

裾

分
け
〟
で
あ

る
と
同

時

に
、

踊

町

に
と
っ
て

は
収

入

の
３
本

柱

の
一

つ
で
す
。

本

番

３
日

間

の
う

ち
、
踊

町

が
費
や
す
時
間

の
大
半
は
庭
先

回

り
が
占

め
、

詩

舞

・
曳

壇

尻

合

わ
せ
て
、
前

回
を
大
き
く
上

回
る
件
数
を
め

ざ
し
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
ル
ー

ト
の
入
念
な
下
調
べ
が
必
要
で
、

こ
れ
を
「
庭
先
調
べ
」
と
言
い
ま
す
。

今
年
に
入
っ
て
早
々
、
詩
舞
・

曳
壇
尻
各
委
員
会
の
「
帳
面
方
」

を
中

心

に
、
地

図

を
広

げ
て
机

上
で
の
ル
ー
ト
検
討
を
開
始
。

そ
の
後
、
奉
賛
会
の
担
当
役
員

が
実
際
に
想
定
ル
ー
ト
を
歩
き
、

か
か
っ
た
時
間
や
現
場
の
状
況
を

確
認
す
る
粗
調
べ
を
、
５
月
前
半

ま
で
延
べ
10

数
回
実
施
し
ま
し
た
。

曳
壇
尻
チ
ー
ム
は
、
道
幅
や
傾

斜
、
一
方
通
行
な
ど
の
制
約
の
も

と
で
、
い
か
に
効

率

よ
く
多

く
の

庭
先
を
打
つ
か
と
い
う
こ
と
に
、

詩
舞
チ
ー
ム
は
今
回
初
め
て
２
班

体
制
を
採
用
す
る
こ
と
と
し
、
曳

壇
尻
と
合
わ
せ
て
3
班
で
カ
バ
ー

し
合
う
ル
ー
ト
作
り
に
苦
心
し
ま

し
た
。

６
月
段
階
か
ら
曳
壇
尻
チ
ー
ム

は
、
采

振

・
根

曳

き
の
各

班

で
、

骨
格
ル
ー
ト
に
基
づ
き
一
軒
、
一

軒

、
呈

上

先

の
名

前

を
確

認

す

る
庭
先
調
べ
を
行
い
ま
し
た
。

梅
雨
の
悪
天
候
の
日
も
、
猛
暑

の
日
も
欠
か
さ
ず
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

で
た
ま
っ
た
疲
れ
も
な
ん
の
そ
の
、

精
力
的
に
頑
張
り
ま
し
た
。

詩

舞

チ
ー
ム
は
、
２
班

で
効

率

よ
く
回
る
ル
ー
ト
の
詰
め
の
協
議

を
重
ね
て
お
り
、
役
員
で
呈
上
先

の
調
査
を
始
め
ま
す
。

庭
先
調
べ
は
最
終
９
月
中
旬
ま

で
か
か
り
ま
す
が
、
チ
ー
ム
一

同

張
り
切
っ
て
い
ま
す
。

新大工町

くんち奉賛会発行

平成２７年７月

№－４

曳

壇

尻

の
場

所

踏

み
は
17

日
、
待
ち
に
待
っ
た
諏
訪
神
社

で
。
役
員
ら
が
照
明
機
な
ど
を

セ
ッ
ト
し
、
囃

子

方

の
子

供

の

父
母
ら
が
お
し
ぼ
り
や
お
茶
の

用
意
等
を
し
て
待
つ
中
、
日
没

と
と
も

に
曳

壇

尻

の
登

場

で

す
。ハ

ー
ヨ
ー
ヤ
ー
セ
ー
。

囃
子
に
合
わ
せ
て
威
勢
の
良

い
掛
け
声
が
、
踊
馬
場
に
響
き

ま
す
。

こ
の
日
は
曳
壇
尻
の
調
子
を

確
か
め
る
よ
う
に
前
に
、
後
ろ

に
、
車
輪
を
軋
ま
せ
な
が
ら
の

右
回
り
１
回
転
も
勢
い
よ
く
。

長

坂

か
ら

見

守

っ
て
い
た
役

員

か
ら
も
「
ま
だ
ま
だ
ぎ
こ
ち

な
い
が
、
こ
れ
か
ら
が
楽
し
み
」

と
期
待
の
声
が
聞
か
れ
ま
し
た
。

一
方
、
雨
で
延
び
延
び
に
な

っ
て
い
た
詩

舞
の
場

所

踏
み
は
、

20

日

午
後

か
ら
公

会

堂
前

で

ス
タ
ー
ト
。

小
雨
が
ぱ
ら
つ
く
生
憎
の
天

気
で
し
た
が
、
役
員
や
場
所
踏

み
支

援

の
魚

の
町

自

治

会

有

志
の
皆
さ
ん
約

20

名
に
箒
や
ス

ポ
ン
ジ
で
水

溜

り
を
処

理
し
て

頂

き

ま
し
た
。

お
蔭
で
1
時
間

余

り
、
舞

人

ら

の
立
ち
位
置
確

認

な
ど
の
稽
古

が
で
き
ま
し
た
。

本

番

ま
で
残

り
2

ヵ
月

余

り
。

炎

暑

の
下

、
熱

い
稽
古
が
続

き

ま
す
。

曳
壇
尻
の
雄
姿
再
び

場
所
踏
み
ス
タ
ー
ト

子
供
た
ち
が
夏
休
み
に
入
り
、
詩
舞
・
曳
壇
尻
の
稽
古
が
い

よ
い
よ
本
格
化
。
曳
壇
尻
の
雄
姿
が
７
年
ぶ
り
に
町
内
に
戻
っ
て

き
ま
し
た
。
本
番
で
の
奉
納
場
所
で
演
技
を
磨
く
場
所
踏
み
も
始

ま
り
、
町
内
は
一
気
に
く
ん
ち
モ
ー
ド
で
す
。

地図でルートを検討中

庭先回りのルート作りに奮闘

くんち支える庭先調べ新
大
工
町
は
今
年
、
長
崎
く
ん
ち
踊
町
の
当
番
年

に
あ
た
り
、
前
回
同
様
、
当
町
伝
統
の
演
し
物
で
あ

る
詩
舞
と
曳
壇
尻
を
無
事
奉
納
す
べ
く
、
連
日
、
稽

古
に
励
ん
で
お
り
ま
す
。

踊
町
の
運
営
に
あ
た
っ
て
は
、

傘
鉾
や
曳
壇
尻
の
飾
り
付
け

を
は
じ
め
、
傘
鉾
持
ち
、
シ
ャ
ギ

リ
方
と
の
契
約
金
、
曳
壇
尻
の
維
持
補
修
費
、
出
演

者
の
衣
装
代
、
物
品
等
の
購
入
な
ど
に
多
額
の
費
用

が
掛
か
り
ま
す
。

こ
う
し
た
費
用
の
財
源
と
し
て
は
、
長
崎
伝
統
芸
能

振
興
会
か
ら
の
助
成
金
、
庭
先
回
り
に
よ
る
御
花
等

を
予
定
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
み
で
財
源
を
確
保

す
る
の
は
難
し
く
、
各
踊
町
と
も
大
変
苦
慮
し
て
い
る

の
が
実
情
で
す
。

つ
き
ま
し
て
は
、
皆
様
方
に
は
出
費

ご
多
端
の
折
、
誠
に
恐
縮
で
す
が
、
事

情
を
お
汲
み
と
り
い
た
だ
き
ま
し
て
、

応
分
の
御
寄
進
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。新

大
工
町
く
ん
ち
奉
賛
会
長

井
上

正
道

御
寄
進
の
お
願
い



今
回
は
「曳
壇
尻
」
に
関
す

る
記
事
か
ら
振
り
返
っ
て
み

ま
し
ょ
う
。
「
新
大
工
町
の
演だ

し
物
は
川
船
だ
っ
た
で
す
か

ね
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、

非
常
に
残
念
に
思
い
ま
す
。

ミ
ヨ
シ
の
な
い
川
船
？

新
大
工
町
の
曳
壇
尻
は
、

明
治
三
十
四
年
十
月
十
一

日
付
の
鎮
西
日
報
で
「
挽
臺

ひ
き
だ
ん

車
は
此
町
の
み
」
と
報
じ
ら

じ
り

こ
の

ま
ち

れ
て
い
る
の
に
、
明
治
四
十

一
年
十
月
二
日
付
の
鎮
西

日
報
と
、
同
年
十
月
六
日

付
の
東
洋
日
の
出
新
聞
で

「
川
船
」
と
報
道
さ
れ
て
い
ま

す
。さ

ら
に
、
昭
和
二
十
六
年

九
月
二
十
四
日
付
の
長
崎

日
日
新
聞
「
長
崎
お
宮
日

踊
町
め
ぐ
り
」
に
至
っ
て
は

「
曳
壇
尻
と
は
ミ
ヨ
シ
の
な
い

船
を
中
心
に
し
た
行
列
で
、

俗
に
ヘ
サ
キ
の
な
い
川
船
で
あ

る
。
・
・
」
と
明
ら
か
に
誤
っ
た

紹
介
を
さ
れ
て
い
ま
す
。

明
治
四
十
一
年
の
川
船

報
道
と
併
せ
、
挽
臺
車
に
関

ひ
き
だ
ん
じ
り

す
る
新
聞
記
者
の
勉
強
不

足
に
よ
る
誤
り
だ
と
推
測
し

ま
す
。

百
十
四
年
も
の
歴
史

現
時
点
で
は
「
曳
壇
尻
」
が

奉
納
さ
れ
た
記
録
は
明
治

三
十
四
年
で
あ
り
、
以
来
百

十
四
年
に
わ
た
っ
て
脈
々
と

奉
納
を
続
け
て
い
る
の
は
新

大
工
町
だ
け
で
す
。

以
前
の
曳
壇
尻
は
大
工
の

技
術
を
誇
っ
た
釘
一
本
使

わ
な
い
白
木
造
り
で
し
た
が
、

昭
和
六
十
一
年
に
大
型
の

漆
塗
り
の
曳
壇
尻
が
新
調

さ
れ
ま
し
た
。

春
日
大
社
と
の
ご
縁
も

屋
根
飾
り
は
明
治
四
十

一
年
十
月
三
日
付
の
長
崎

新
聞
で
、
「
屋
根
は
紅
葉
に

松
を
配
し
鳥
居
を
見
せ
て

牝
牡
鹿
を
遊
ば
せ
た
る
も
の

春
日
社
頭
に
因
め
る
も
の
の

由
」
と
報
じ
ら
れ
て
お
り
、
当

時
そ
の
ま
ま
に
飾
ら
れ
て
い
ま

す
。大

正
五
年
十
月
九
日
付

の
東
洋
日
の
出
新
聞
は
「
・
・

二
十
四
名
の
根
曳
連
は
紅

ね

び
き
れ
ん

も

葉
模
様
入
り
揃
い
の
浴
衣
に

み
じ

も

や
う

い

そ
ろ

ゆ

か
た

捻

鉢
巻
き
で
生
粋
な

處

ね
じ
り

は
ち

ま
き

い

き

と
こ
ろ

を
見
せ
勇
ま
し
き
壇
尻
の

み

い
さ

だ
ん

じ
り

廻

轉
二
回
」
と
。
衣
装
に
紅

く
わ
い
て
ん

か
い

葉
の
模
様
が
入
っ
た
と
い
う

記
事
も
こ
れ
が
初
め
て
で
す
。

鉢
巻
き
投
げ
も
元
祖
？

明
治
三
十
四
年
十
月
十

一
日
付
の
鎮
西
日
報
で
は

「
挽
臺
車
は
此
町
の
み
に
て

ひ
き

だ
ん

じ
り

殊
に
壮
快
に
見
え
た
り
。
鉢

巻
き
を
其
儘
取
り
て
投
げ
、

そ
の
ま
ま

長
坂
の
気
に
入
る
」
と
好
意

的
に
報
道
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
同
年
十
月
十
三
日

付
の
鎮
西
日
報
に
お
い
て
は

「
諏
訪
神
社
踊
（
後
日
の
風

景
）
の
中
で
、
挽
台
車
連
の

ひ
き

だ
ん

じ
り

れ
ん

鉢
巻
き
投
げ
は
悪

や
ら
良

は
ち

ま

わ
る
い

よ

い
や
ら
」
と
問
題
が
提
起
さ

れ
て
い
ま
す
。
察
す
る
に
鉢

巻
き
投
げ
を
行
っ
た
の
も
新

大
工
町
が
元
祖
か
も
。

今
年
も
、
「
曳
壇
尻
」
を
長

崎
市
民
の
脳
裏
に
し
っ
か
り

焼
き
付
け
る
奉
納
を
期
待

し
て
い
ま
す
。

が
ん
ば
れ
曳
壇
尻
！

新
聞
記
事
に
見
る
新
大
工
町
の
く
ん
ち(

中)

「曳
壇
尻
」に
つ
い
て

奉
賛
会
顧
問

山
口
康
平

「
い
ま
一
度
感
動
を
」

新
大
工
町
と
は
平
成
六
年
か
ら
、
く
ん
ち
に
参
加

し
て
の
ご
縁
で
今
回
で
四
回
目
の
奉
納
と
な
り
ま
す
。

詩
舞
は
吟
詠
と
舞
が
一
体
と
な
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ

ま
す
が
、
気
持
ち
を
新
た
に
稽
古
に
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
。
町
内
の
方
々

と
も
、
く
ん
ち
を
通
じ
て
親
し
く
お
付
き
合
い
を
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。

詩
舞
を
ご
覧
に
な
っ
て
詩
吟
に
興
味
を
持
た
れ
た
方
は
、
詩
吟
教
室

を
の
ぞ
い
て
み
て
く
だ
さ
い
。
長
崎
の
く
ん
ち
を
盛
り
上
げ
長
く
継
承
し

て
い
く
た
め
、
曳
壇
尻
、
詩
舞
、
詩
吟
、
一
体
と
な
っ
て
新
大
工
町
の
繁

栄
を
祈
願
し
て
い
ま
す
。

鶴
洲
流
長
崎
吟
詠
会
会
長

松
永
信
洲

新
大
工
町
く
ん
ち
奉
賛

会
は
、
曳
壇
尻
の
安
全
と

奉
納
の
無
事
を
祈
願
す
る

た
め
、
７
月
５
日
午
前
10

時
か
ら
曳
壇
尻
を
格
納
し

て
い
る
八
幡
町
公
民
館
で
、

清
祓
い
を
斎
行
し
ま
し
た
。

当
日
は
奉
賛
会
役
員
、

顧
問
、
白
采
、
添
采
、
根

曳
、
囃
子
方
保
護
者
の
ほ

か
、
八
幡
町
く
ん
ち
奉
賛

会
の
橋
本
会
長
、
地
元
金

融
機
関
の
代
表
ら
総
勢
約
50
人

が
参
加
。
諏
訪
神
社
（
菊
池
権
禰

宜
）
か
ら
お
祓
い
を
受
け
ま
し
た
。

＝
写
真
。
「
斎
行
」
の
斎
に
は
「
心

身
を
清
浄
に
保
ち
、
慎
む
こ
と
」

の
意
味
が
あ
り
ま
す
。

清
祓
い
の
後
に
始
ま
る
場
所
踏

み
で
事
故
や
怪
我
な
く
鍛
錬
し
、

諏
訪
の
踊
馬
場
で
迎
え
る
晴
れ
の

本
番
で
は
最
高
の
奉
納
が
出
来

る
よ
う
、
根
曳
衆
、
囃
子
方
へ
の

熱
い
エ
ー
ル
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

曳壇尻の無事奉納祈願し清祓い

30
日
の
夜
。

詩
舞
チ
ー
ム
は
諏
訪
神
社
の
踊

馬
場
で
、
２
度
目
の
場
所
踏
み
を

行
い
ま
し
た
。
＝
写
真

舞
人
た
ち
は
舞
扇
を
手
に
し

て
、
「祝
賀
の
詞
」「坂
本
竜
馬
を

思
う
」「天
の
原
」の
吟
詠
を
背
に
、

本
番
さ
な
が
ら
の
稽
古
に
励
み

ま
し
た
。

役
員
ら
か
ら
「舞
が
ず
い
ぶ
ん

良
く
な
っ
た
。
立
ち
位
置
に
気
を

配
り
、
扇
に
慣
れ
る
と
、
も
っ
と

も
っ
と
良
く
な
る
」
な
ど
の
声
が

寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

場所踏み日程表


