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長
浜
曳
山
ま
つ
り
を

世
界
の
宝
に

現
在
、
長
浜
曳
山
祭
の
祭
礼
行
事(

以
下
「
長
浜
曳
山
ま
つ
り
」
と
い
う)

が
ユ
ネ
ス
コ
無
形

文
化
遺
産
登
録
候
補
に
な
っ
て
い
ま
す
。
今
月
か
ら
連
載
を
ス
タ
ー
ト
し
、
来
年
秋
の
登
録
を

目
指
す
「
長
浜
曳
山
ま
つ
り
」
の
魅
力
や
歴
史
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。（
以
後
、
毎
月
15
日

号
に
掲
載
）

■問
長
浜
市
曳
山
博
物
館
（
7
６
５
‐
３
３
０
０
）

世
界
に
認
め
ら
れ
た
「
伝
統
」

と
「
美
」、
そ
し
て
「
心
意
気
」

町
人
文
化
の
金
字
塔
で
あ
る
長
浜
曳
山
ま
つ

り
は
、
動
く
美
術
館
と
称
さ
れ
る
豪
華
な
曳
山

の
上
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
可
憐
繊
細
な
子
ど
も

狂
言
、
粛
々
と
進
め
ら
れ
る
重
厚
な
儀
式
の

数
々
が
特
徴
で
す
。
つ
ま
り
曳
山
そ
の
も
の
が

あ
ら
ゆ
る
職
人
の
技
を
集
結
し
て
仕
上
げ
ら
れ

た
美
術
品
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
曳
山
の
上
で
子

ど
も
が
芸
を
す
る
こ
と
。
そ
し
て
時
代
を
敏
感

に
感
じ
取
る
祭
の
根
本
精
神
で
あ
る
「
風ふ

流
り
ゅ
う

(

先
取
の
気
風)

」
の
精
神
と
伝
統
を
遵
守
す
る

バ
ラ
ン
ス
感
覚
。
そ
し
て
最
も
肝
心
な
の
は
伝

承
す
る
町
衆
の
心
意
気
が
生
き
て
い
る
こ
と
で

す
。
そ
の
心
情
が
１
か
月
に
及
ぶ
猛
稽
古
に
耐

え
、”ハ
レ
の
日
“
を
迎
え
る
子
ど
も
た
ち
を

育
て
て
い
く
の
で
す
。

な
ぜ
無
形
文
化
遺
産
の

登
録
候
補
に
？

な
ぜ
長
浜
曳
山
ま
つ
り
が
ユ
ネ
ス
コ
無
形

文
化
遺
産
の
候
補
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

そ
れ
は
人
々
が
祭
と
い
う
目
的
を
達
成
し
て

い
く
た
め
に
結
束
し
、
構
成
す
る
儀
式
を
長

年
に
渡
っ
て
守
り
な
が
ら
現
在
に
伝
え
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
高
く
評
価
さ
れ
た
か
ら

で
す
。

祭
は
、
ユ
ネ
ス
コ
の
提
唱
す
る
「
世
界
の

平
和
を
構
築
す
る
」
知
恵
が
詰
ま
っ
た
具
体

的
な
姿
、
言
い
換
え
れ
ば
世
界
中
で
勃
発
す

る
紛
争
の
対
極
的
な
位
置
に
あ
る
の
が
平
和

の
象
徴
と
し
て
の
祭
礼
な
の
で
す
。
長
浜
曳

山
ま
つ
り
も
第
二
次
世
界
大
戦
中
、
祭
礼
は

休
止
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

市
内
は
曳
山
祭
が
い
っ
ぱ
い

県
内
の
代
表
的
な
曳
山
祭
を
紹
介
し
ま
し

た
が
、
実
は
私
た
ち
の
故
郷
、
長
浜
で
は
芸

山
と
呼
ば
れ
る
舞
台
の
付
い
た
曳
山
で
歌
舞

伎
狂
言
を
す
る
の
が
大
流
行
り
で
し
た
。
高

月
町
雨
森
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
曳
山
「
高
砂

山
」
は
現
在
、
大
阪
府
吹
田
市
の
国
立
民
族

学
博
物
館
に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
文
政
９

年
（
１
８
２
６
）
に
代
々
曳
山
製
作
を
手
掛

け
た
藤
岡
和
泉
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、
明
治
40

年
頃
ま
で
９
月
13
日
の
秋
祭
り
に
子
ど
も
歌

舞
伎
を
奉
納
し
て
い
ま
し
た
。
同
様
の
曳
山

が
高
月
町
井
口
に
も
あ
り
ま
し
た
。

五
村
、
日
前
神
社
に
は
藤
岡
の
弟
子
、
@

橋
仙
助
の
手
に
よ
る
白
木
造
り
の
曳
山
「
常

盤
山
」
が
現
存
し
て
い
ま
す
。
文
政
５
年

（
１
８
２
２
）
８
月
、
地
元
の
商
人
　
大
林

彦
右
エ
門
が
、
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
喜
び
で

こ
の
曳
山
を
寄
進
し
た
と
伝
え
、
明
治
の
初

め
ま
で
は
春
秋
の
祭
礼
に
子
ど
も
芝
居
を
お

こ
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
長
浜
曳
山
ま
つ
り
の
ル
ー
ツ
を
思

わ
せ
る
曳
山
が
宮
司
町
に
残
っ
て
い
ま
す
。

長
浜
八
幡
宮
の
春
の
祭
礼
に
登
場
す
る
曳
山

の
す
べ
て
は
本
体
の
完
成
後
、
時
代
を
経
て

亭ち
ん

と
呼
ば
れ
る
付
属
の
建
物
を
載
せ
て
い
ま

す
。
日
枝
神
社
の
曳
山
「
颯さ

っ

々さ
つ

館か
ん(

市
指
定

有
形
民
俗
文
化
財)

」
に
は
こ
の
亭
が
あ
り

ま
せ
ん
。
曳
山
は
近
年
修
理
を
お
こ
な
い
、

５
月
４
日
の
祭
礼
に
は
山
飾
り
を
し
て
蔵
の

前
に
出
し
ま
す
が
、
昭
和
27
年
ま
で
は
子
ど

も
狂
言
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は

長
浜
の
曳
山
の
ル
ー
ツ
を
知
る
上
で
、
大
変

重
要
で
す
。
ま
た
余
呉
町
「
上
丹
生
の
曳
山

茶
碗
祭
（
県
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
）」
は

茶
碗
を
積
み
上
げ
る
個
性
あ
る
祭
で
す
が
、

子
ど
も
た
ち
に
よ
る
奉
納
芸
は
、
日
本
の
中

世
の
雰
囲
気
を
伝
え
る
由
緒
あ
る
も
の
で

す
。
こ
の
範
囲
を
湖
北
全
域
に
広
げ
る
と
、

米
原
市
朝
妻
筑
摩
の
鍋
冠
祭
に
曳
山
が
登
場

し
ま
す
。
飾
り
の
な
い
白
木
の
も
の
で
す
が

４
基
の
太
鼓
山
と
と
も
に
祭
を
盛
り
上
げ
ま

す
。
醒
ヶ
井
に
も
３
基
の
曳
山
が
大
正
期
ま

で
は
子
ど
も
狂
言
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
し

た
。
そ
し
て
、
米
原
の
湯
谷
神
社
の
祭
礼
に

登
場
す
る
３
基
の
曳
山
の
内
、
二
基
は
長
浜

か
ら
求
め
た
も
の
で
す
。
子
ど
も
狂
言
を
奉

納
す
る
の
は
現
在
で
は
こ
こ
米
原
と
長
浜
の

み
と
な
り
ま
し
た
。「
長
浜
そ
し
て
湖
北
の

曳
山
祭
＝
子
ど
も
狂
言
」
を
見
て
み
る
と
、

い
か
に
曳
山
文
化
が
広
範
囲
に
浸
透
し
て
い

た
曳
山
の
街
で
あ
っ
た
か
が
よ
く
わ
か
り

ま
す
。

こ
の
度
、
長
浜
曳
山
ま
つ
り
の
祭
礼
行
事

を
始
め
と
し
て
日
本
全
国
の
「
山
・
鉾
・
屋

台
行
事
」
33
団
体
が
候
補
に
挙
が
り
ま
し
た
。

先
人
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
の
個
性
を
生

か
し
な
が
ら
創
意
工
夫
し
伝
承
し
て
き
た
叡

知
が
ぎ
っ
し
り
詰
ま
っ
て
い
る
の
が
「
祭

礼
＝
人
類
の
遺
産
」
と
い
う
わ
け
で
す
。
候

補
に
挙
が
っ
て
い
る
33
団
体
は
す
で
に
日
本

人
の
基
調
文
化
を
知
る
大
事
な
文
化
財
と
し

て
国
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
と
い
う
高

い
評
価
を
受
け
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の

度
、
そ
の
エ
リ
ア
は
世
界
中
に
広
が
ろ
う
と

し
て
い
ま
す
。

長
浜
は
曳
山
の
街

商
業
で
繁
栄
し
た
近
江
の
町
場
で
は
、
当

時
の
流
行
を
取
り
入
れ
た
き
ら
び
や
か
な

「
曳
山
」
の
巡
行
が
見
ら
れ
ま
す
。
子
ど
も

が
舞
台
で
狂
言
を
披
露
す
る
「
長
浜
曳
山
ま

つ
り
（
国
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
）」

「
米
原
曳
山
祭
（
県
選
択
無
形
民
俗
文
化

財
）
」
、
流
行
り
も
の
を
山
飾
り
に
し
た

『「
日
野
曳
山
祭
」「
水
口
曳
山
祭
」（
い
ず
れ

も
県
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
）』、
か
ら
く
り

を
取
り
入
れ
た
「
大
津
曳
山
祭
（
県
指
定
無

形
民
俗
文
化
財
）」、
湖
西
に
は
囃
子
が
中
心

の
「
大
溝
祭
（
県
選
択
無
形
民
俗
文
化
財
）」

が
あ
り
ま
す
。

▲長浜曳山まつり本日の賑わい

s
子
ど
も
狂
言(

歌
舞
伎)

の
上
演

▲上丹生の曳山茶碗祭 
(余呉町上丹生)

▲高砂山(高月町雨森)

　▲颯々館(宮司町)

▲常盤山(五村)

▲長浜曳山まつり 

※この曳山には亭がありません。 




