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背
の
高
さ
が
ば
ら
ば
ら
で
は
担
ぎ
づ
ら
い
。
社
人
会
か
ら

「
4
年
ぶ
り
に
川
に
入
る
。
足
元
に
気
を
付
け
て
」「
神
輿

か
ら
手
を
離
さ
な
い
よ
う
に
」「
つ
ら
く
な
っ
た
交
代
さ

せ
る
か
ら
手
を
挙
げ
て
」
と
注
意
。

　
【
午
前
8
時
30
分
】
ご
神
体
を
本
殿
か
ら
神
輿
に
乗
せ

る
。

　
【
午
前
8
時
50
分
】
記
念
撮
影
後
、
2
基
の
神
輿
出
発
。

「
役
場
」「
桜
木
町
」「
臼
澤
伝
承
館
」「
花
輪
田
」
な
ど
の

御
旅
所
を
経
由
し
て
小
鎚
川
に
入
り
、
神
社
に
戻
る
コ
ー

ス
。

　
【
午
前
10
時
30
分
】「
お
お
つ
ち
ま
つ
り
で
会
い
ま
し
ょ

う
！
」
に
参
加
し
た
花
巻
市
の
小
林
敏
子
さ
ん
（
72
）
は
、

町
役
場
で
臼
澤
鹿
子
踊
、
中
須
賀
大
神
楽
を
鑑
賞
し
、「
太

鼓
、
笛
の
音
が
心
に
し
み
た
。
故
郷
が
懐
か
し
く
涙
が
こ

ぼ
れ
た
」。

　
【
午
前
11
時
】
神
輿
は
桜
木
町
へ
。
多
く
の
人
た
ち
が

道
端
で
神
輿
を
迎
え
、
手
を
合
わ
せ
た
り
、
清
め
の
塩
や

お
花
代
を
手
渡
し
た
り
。
八
幡
幸
子
さ
ん
（
63
）
は
「
復

興
が
な
か
な
か
進
ま
な
い
が
、祭
り
で
元
気
づ
け
ら
れ
る
。

早
く
、
ま
ち
が
活
性
化
し
て
ほ
し
い
」。

　
【
午
後
4
時
】
小
鎚
川
着
。
両
岸
と
小
鎚
川
を
見
下
ろ

す
橋
の
上
に
見
物
人
が
鈴
な
り
。
向
川
原
虎
舞
と
大
槌
城

山
虎
舞
が
舞
っ
た
後
、
入
水
。

　
【
午
後
4
時
40
分
】
2
基
の
神
輿
が
川
の
中
を
行
き
つ

戻
り
つ
し
、
出
水
。

　
【
午
後
4
時
50
分
】
神
社
着
。
2
基
の
神
輿
が
競
い
合

う
よ
う
に
境
内
を
走
り
ま
わ
る
。

　
【
午
後
5
時
35
分
】 

ご
神
体
を
本
殿
に
移
す
。
長
い
一

日
を
終
え
、
笑
顔
で
握
手
を
交
わ
す
人
、
こ
み
あ
げ
て
く

る
涙
を
ぬ
ぐ
う
人
。
川
に
入
っ
た
た
め
、
担
ぎ
手
の
衣
装

は
泥
だ
ら
け
。
社
人
会
は
三
本
締
め
で
締
め
く
く
る
。

が
主
催
し
、
盛
岡
、
花
巻
、
北
上
市
に
避
難
し
て
い
る
町

民
を
招
待
。49
人
が
参
加
。碇
川
豊
町
長
が
あ
い
さ
つ
。「
ピ

ン
チ
を
チ
ャ
ン
ス
と
と
ら
え
て
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い

る
。
故
郷
に
戻
っ
て
き
て
ほ
し
い
」

▼
小
鎚
神
社
宵
宮
祭

　
【
午
後
6
時
30
分
】
小
鎚
神
社
で
宵
宮
祭
始
ま
る
。
郷

土
芸
能
団
体
が
境
内
の
広
場
と
拝
殿
前
に
分
か
れ
て
演

舞
。
観
客
が
二
重
三
重
に
囲
ん
で
見
守
る
。
参
道
前
の
道

路
に
は
夜
店
も
出
て
に
ぎ
や
か
。

　
【
午
後
9
時
15
分
】
安
渡
虎
舞
を
最
後
に
演
舞
終
了
。

▼
小
鎚
神
社
神
輿
渡
御

◇
9
月
21
日

　
【
午
前
8
時
】
こ
の
日
も
快
晴
。
神
輿
の
担
ぎ
手
は
約

１
０
０
人
。
背
の
高
さ
で
2
班
に
分
か
れ
る
。
担
ぎ
手
の

　

金
澤
神
楽
は
大
槌
町
金
沢
地
区
に
古
く

か
ら
伝
わ
る
郷
土
芸
能
で
す
。
震
災
前
、

後
継
者
難
で
存
亡
の
危
機
を
迎
え
、
踊
り

手
を
女
性
や
地
区
外
に
広
げ
て
窮
地
を
脱

し
ま
し
た
。
大
槌
ま
つ
り
で
は
、
人
目
を

引
く
真
っ
赤
な
上じ

ょ
う
い衣
で
、
華
麗
な
御
神
楽

（
鶏
舞
）
を
披
露
し
ま
し
た
。

　

か
つ
て
踊
り
手
は
男
性
が
中
心
で
、
金

沢
地
区
の
み
で
伝
承
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

20
人
ほ
ど
い
た
踊
り
手
は
震
災
前
、
4
人

に
ま
で
減
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。「
神
楽
を

守
れ
」。
男
性
や
地
区
内
に
こ
だ
わ
ら
ず
に

広
く
踊
り
手
を
求
め
、
現
在
、
メ
ン
バ
ー

は
15
人
に
ま
で
増
え
ま
し
た
。
踊
り
手
は

全
員
女
性
で
す
。

　

愛
好
会
か
ら
保
存
会
に
名
称
を
変
え
、

今
年
4
月
に
は
町
郷
土
芸
能
保
存
団
体
連

合
会
に
も
加
盟
し
ま
し
た
。

　

会
長
は
町
方
出
身
の
大
久
保
正
人
さ
ん

（
59
）。「
せ
っ
か
く
伝
承
さ
れ
て
き
た
神
楽

を
途
絶
え
さ
せ
た
く
な
か
っ
た
」。
神
楽
を

指
導
す
る
太
田
未
彩み

さ
き希
さ
ん
（
27
）
は
祖
父

か
ら
手
ほ
ど
き
を
受
け
、
2
、
3
歳
の
時
か

ら
舞
い
始
め
ま
し
た
。「
神
楽
の
演
目
は
12

あ
る
が
、
継
承
さ
れ
て
い
る
の
は
2
演
目
。

も
っ
と
も
っ
と
演
目
を
増
や
し
て
い
き
た
い
」

　
「
臼
澤
鹿
子
踊
を
中
心
に
大

槌
町
内
の
郷
土
芸
能
を
調
査

し
て
い
ま
す
。
鹿
子
踊
の
た
て

が
み
に
使
わ
れ
る
ド
ロ
ノ
キ

の
植
樹
が
今
年
4
月
に
あ
り
、

町
内
に
あ
る
鹿
子
踊
5
団
体

が
協
力
し
合
い
ま
し
た
。
こ
れ

は
画
期
的
な
こ
と
で
、
個
々
の

団
体
の
踊
り
か
ら
、
町
の
踊
り

に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
復
興
に
向
け
て
、
地
域
を
つ

な
ぎ
、
世
代
を
つ
な
ぎ
、
町
の
宝
と
も
い
う
べ
き
存
在
に
な
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

　
「
大
槌
町
の
郷
土
芸
能
は
、
鹿
子
踊
に
限
ら
ず
、
大
神
楽
も

虎
舞
も
、
震
災
前
と
比
べ
て
メ
ン
バ
ー
が
増
え
て
い
る
団
体
が

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
年
1
回
の
祭
り
だ
け
で
は
な
く
、
結
婚

式
や
新
築
祝
い
な
ど
で
舞
い
を
披
露
す
る
機
会
が
増
え
て
い
ま

す
。
震
災
前
と
比
べ
て
、
よ
り
一
層
、
日
常
生
活
に
密
着
し
、

地
域
根
付
い
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
」

　
「
郷
土
芸
能
は
伝
統
芸
能
で
す
が
、
必
ず
し
も
、
固
定
し
た

も
の
で
な
い
こ
と
が
重
要
で
す
。
変
わ
ら
ず
に
消
滅
し
て
し
ま

う
の
で
は
な
く
、
大
槌
町

の
よ
う
に
、
変
化
し
な
が

ら
伝
承
さ
れ
て
い
く
柔
軟

性
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
」

「
生
活
に
密
着
し
根
付
く
郷
土
芸
能
」

金
澤
神
楽

広
く
踊
り
手
求
め
て
危
機
脱
す

池谷和信さん

国
立
民
族
学
博
物
館
教
授
　
池い

け

谷や

和か
ず

信の
ぶ

さ
ん
（
55
）

鹿子踊が群舞したドロノキ植樹祭
＝ 4 月 27 日、新山高原


