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③地域文化編

地
域
再
発
見

新
し
い
地
域
文
化
を
育
ん
で
い
く

に
は
、
ま
ず
、
地
域
に
あ
る
資
源
を

知
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
は
近
く
に
あ
れ

ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
素
晴
ら
し
さ
に

気
が
つ
か
な
い
こ
と
が

よ
く
あ
り
ま
す
。
１
市

６
町
に
は
、
地
域
の
住

民
の
み
な
さ
ん
が
大
切

に
守
り
育
て
て
こ
ら
れ

た
地
域
資
源
が
、
今
な

お
数
多
く
残
さ
れ
て
い

ま
す
。

今
回
は
そ
れ
ら
の
一

部
を
紹
介
し
ま
す
の

で
、
ま
ず
は
そ
れ
ぞ
れ

の
地
域
に
あ
る
素
晴
ら

し
い
地
域
資
源
を
知
る

こ
と
か
ら
始
め
て
い
き

ま
し
ょ
う
。

三
川
の
玉
泉
寺
に
あ
る
元
三
大
師

が
産
湯
を
使
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
井

戸
で
は
、
毎
年
８
月
７
日
、
く
じ
で

選
ば
れ
た
当
番
が
浄

衣
に
身
を
包
み
、
井

戸
の
水
を
く
み
出
す

行
事
が
行
わ
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
時
に
井

戸
の
底
か
ら
浮
き
上

が
っ
て
く
る
籾
の
数

な
ど
で
１
年
の
豊
凶

が
占
わ
れ
ま
す
。

ま
た
、
く
み
出
し

た
水
を
掛
け
ら
れ
た

人
は
、
１
年
間
無
病

息
災
で
過
ご
せ
る
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。

ち
ゃ
ん
ち
ゃ
こ
踊
り
と
も
呼
ば
れ

る
花
笠
踊
り
は
、
毎
年
８
月
16
日
、

下
塩
津
神
社
の
例
大
祭
で
奉
納
さ
れ

ま
す
。
花
笠
踊
り
と
呼
ば
れ
る
の
は
、

側
踊
が
花
笠
を
か
ぶ
る
こ
と
に
よ
り

ま
す
が
、
な
ぜ
、
ち
ゃ
ん
ち
ゃ
こ
踊

り
と
呼
ば
れ
る
の
か
は
不
明
で
す
。

ま
た
、
こ
の
踊
り
は
三
つ
の
部
分

か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、
氏
子
の
若

衆
が
組
織
す
る
実
行
委
員
会
が
何
百

年
来
、
継
承
し
て
い
る
も
の
で
す
。

な
か
で
も
一
番
古
い
踊
り
は
花
笠
で
、

こ
れ
は
平
安
時
代
の
女
官
の
外
出
姿

か
ら
転
化
し
た
も
の
だ
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

速
水
の
伊
豆
神
社
で
毎
年
９
月
１

日
に
行
わ
れ
る
お
祭
り
で
、
特
に
、

神
社
の
式
年
や
国
の
祝
典
等
に
あ
わ

せ
て
奉
納
さ
れ
る
「
青
物
神
輿
」
は
、

野
菜
・
果
物
な
ど
を
細
工
し
造
ら
れ

る
「
造
り
神
輿
」
で
、
清
楚
さ
と
荘

厳
さ
を
兼
ね
備
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
昨
年
は
、
地
元
の
み
な
さ

ん
の
力
で
、
昔
、
お
祝
い
事
な
ど
で

行
わ
れ
て
い
た
「
幡
母
衣
武
者
行
列
」

が
20
年
ぶ
り
に
行
わ
れ
、
地
域
に
活

気
が
あ
ふ
れ
ま
し
た
。

磯
野
区
の
オ
コ
ナ
イ
の
特
色
は
、

男
性
一
人
が
化
粧
し
て
華
や
か
に
女

装
し
、
お
参
り
す
る
際
、
提
灯
を
持

つ
ト
ウ
ニ
ン
と
連
れ
添
っ
て
歩
く
こ

と
に
あ
り
ま
す
。
呼
び
名
の
由
来
に

は
諸
説
あ
り
ま
す
が
一
説
で
は
、
か

つ
て
は
嫁
さ
ん
本
人
が
お
参
り
を
し

て
い
ま
し
た
が
、「
天
気
が
荒
れ
る
時

期
に
歩
か
せ
る
の
は
気
の
毒
」「
道
中

ひ
や
か
さ
れ
て
か
わ
い
そ
う
」
と
い

っ
た
理
由
か
ら
男
性
の
代
役
を
立
て

る
よ
う
に
な
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。

秋
葉
祭
り
は
、
木
之
本
の
伝
統
行

事
の
ひ
と
つ
で
、
火
難
消
除
を
は
じ

め
諸
々
の
災
い
か
ら
の
御
守
護
を
願

っ
て
、
毎
年
３
月
18
日
に
神
輿
渡
行

が
区
民
総
出
で
盛
大
に
行
わ
れ
て
い

ま
す
。
重
さ
１
・
５
ト
ン
の
神
輿
を

担
ぎ
、
町
内
を
練
り
歩
く
１
５
０
名

余
り
の
若
い
男
衆
の
法
被
姿
は
勇
ま

し
い
も
の
で
す
。
各
自
治
会
に
は
休

憩
す
る
宿
が
設
け
ら
れ
、
女
性
の
み

な
さ
ん
が
そ
れ
ぞ
れ
の
自
治
会
で
の

も
て
な
し
に
腕
を
振
る
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
祭
り
が
終
わ
る
と
湖

北
に
春
が
訪
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。

上
丹
生
に
伝
わ
る
茶
わ
ん
祭
は
、

末
遠
（
現
在
の
橋
本
）
に
陶
器
を
つ

く
る
陶
工
が
お
り
、
そ
の
技
を
神
か

ら
授
か
っ
た
報
恩
感
謝
の
意
味
か
ら

丹
生
神
社
に
陶
器
を
奉
納
し
た
の
が

始
ま
り
と
い
わ
れ
て
お
り
、
古
文
書

な
ど
に
よ
れ
ば
、
室
町
時
代
か
ら
行

わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

山
車
を
作
る
技
術
は
、
３
基
の
山

車
を
作
る
９
人
に
の
み
、
代
々
伝
わ

る
門
外
不
出
の
技
で
、
３
か
月
も
の

月
日
を
か
け
て
作
り
上
げ
ら
れ
ま
す
。

本
来
な
ら
３
年
ご
と
に
開
催
さ
れ

る
お
祭
で
す
が
、
近
年
で
は
集
落
の

人
々
の
高
齢
化
と
少
子
化
の
影
響
で

そ
の
間
隔
が
長
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

６
年
ぶ
り
の
開
催
と
な
っ
た
今
年
は
、

多
く
の
見
物
客
が
あ
り
、
盛
大
な
も

の
と
な
り
ま
し
た
。

長
浜
八
幡
宮
の
例
祭
で
、
日
本
三

大
山
車
祭
り
の
一
つ
。
曳
山
は
動
く

美
術
館
と
も
言
わ
れ
、
そ
の
上
で
演

じ
ら
れ
る
子
ど
も
歌
舞
伎
が
一
番
の

見
ど
こ
ろ
で
す
。
祭
り
は
、
役
者
だ

け
で
な
く
舞
台
方
、
御
幣
持
ち
な
ど

を
努
め
る
子
ど
も
た
ち
や
、
中
心
と

な
っ
て
祭
り
を
運
営
す
る
若
衆
、
行

事
の
取
り
決
め
等
を
行
う
中
老
た
ち

等
多
く
の
人
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

新
市
で
は
、
各
地
域
に
息
づ
く
こ

う
し
た
地
域
文
化
を
み
ん
な
が
再
認

識
・
再
発
見
し
、
住
民
相
互
の
理
解

や
連
携
を
深
め
な
が
ら
、
新
し
い
地

域
文
化
を
育
ん
で
い
け
る
ま
ち
づ
く

り
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め

に
も
ま
ず
は
、
身
の
回
り
に
あ
る
行

事
な
ど
に
参
加
す
る
こ
と
か
ら
始
め

ま
せ
ん
か
。

１
市
６
町
に
は
、
全
国
に
誇
れ
る
多
く
の
歴
史
・
文
化
的
遺
産
と
と
も
に
、
こ

の
地
で
暮
ら
し
て
き
た
住
民
の
み
な
さ
ん
が
長
年
培
っ
て
こ
ら
れ
た
生
活
文
化
や

地
場
産
業
な
ど
の
貴
重
な
地
域
資
源
が
今
な
お
数
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

新
市
で
は
、
そ
う
い
っ
た
貴
重
な
地
域
資
源
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
新
し
い
地

域
文
化
が
育
ま
れ
る
ま
ち
づ
く
り
を
め
ざ
し
て
い
き
ま
す
。
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▲数百年間、集福寺に伝わるちゃんちゃこ踊り

▲1.5トンの御輿を担ぎ、町内を練り歩く男衆

▲集落内を練り歩く茶わんで飾った山車

▲長浜八幡宮に奉納される子ども歌
舞伎とそれに見入る多くの観光客

▼青物御輿

幡母衣武者行列

▲

女
装
し
た
男
性
が
ト
ウ
ニ
ン
と
と
も
に

神
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へ
参
拝
し
た
と
こ
ろ

▲
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し
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ま
れ
る
ま
ち
へ


