
　

六
月
の
声
を
聞
く
と
夏
祭
り
が
間
近
に
な
り
ま
す
。

　

今
回
は
江
戸
時
代
初
期
に
始
ま
っ
た
笠
間
大
町
・
八や
さ
か坂

神
社

の
夏
祭
り
で
あ
る
「
祇ぎ
お
ん
ま
つ
り

園
祭
」
を
紹
介
し
ま
す
。

　

祇
園
祭
は
平
安
時
代
半
ば
頃
、
京
都
で
大
流
行
し
た
疫え
き
び
ょ
う病
を

鎮し
ず

め
る
た
め
の
、
東
山
の
祇ぎ
お
ん園
社し
ゃ

（
感か
ん

神し
ん

院い
ん

）
の
祇ぎ
お
ん園
御ご
り
ょ
う
え

霊
会

が
始
ま
り
と
い
わ
れ
ま
す
。
神み
こ
し輿

に
移
し
た
同
社
の
祭さ
い
じ
ん神

牛ご

ず頭

天て
ん
の
う王

を
、
御ご

所し
ょ

（
大だ
い
だ
い
り

内
裏
）
に
隣
接
す
る
神し
ん
せ
ん
え
ん

泉
苑
へ
送
っ
て
疫

病
を
退
散
さ
せ
る
と
い
う
催
し
で
、
疫
病
（
悪あ
く
り
ょ
う霊）
を
水み
ず
べ辺
に

流
す
と
い
う
考
え
を
反
映
し
て
い
ま
す
。

　

笠
間
へ
牛
頭
天
王
の
信
仰
が
伝
え
ら
れ
た
時
期
は
明
ら
か
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
仏
ノ
山
峠
を
越
え
た
小お
ぬ
き貫

村
（
栃
木
県
茂
木

町
）
の
人
々
が
、
同
村
に
祀
ら
れ
る
天
王
社
の
祭
神
牛
頭
天
王

を
菰こ
も

に
包
ん
で
川
へ
流
し
、
下
流
の
古ふ
る
ま
ち町

村
（
石
井
）
の
人
々

が
光
り
輝
く
こ
の
菰
を
拾
い
上
げ
、
集
落
内
に
祀
っ
た
と
い
わ

れ
ま
す
。
こ
の
地
が
天て
ん
の
う王
塚づ
か

で
す
。
天て
ん
し
ょ
う正
年
間
（
一
五
七
三
～

九
一
）、
こ
の
祭
神
を
市
毛
村
の
三さ
ん
し
ょ所

神
社
へ
移
し
仮
に
安
置
、

し
ば
ら
く
の
間
そ
の
ま
ま
に
置
か
れ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

　

寛か
ん
え
い永

十
二
年
（
一
六
三
五
）
笠
間
藩
主
浅
野
長
直
の
家
臣
菅

谷
四
郎
兵
衛
・
城
下
の
住
人
桧ひ
や
ま山

忠
次
郎
の
呼
び
か
け
で
神
輿

が
造
ら
れ
、
同
十
四
年
六
月
、
祇
園
祭
が
三
所
神
社
と
城
下
の

人
々
に
よ
り
始
ま
り
ま
し
た
。
祭
礼
の
主
役
は
庶
民
の
暮
ら
す

五
か
町
（
愛
宕
町
・
大
町
・
高
橋
町
・
新
町
・
荒
町
）
の
人
々

で
す
。
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）、現
在
地
に
牛
頭
天
王
社
（
八

坂
神
社
）
が
造
営
さ
れ
る
ま
で
、
同
祭
礼
で
は
五
か
町
の
希
望

者
の
中
よ
り
ク
ジ
引
き
で
選
ば
れ
た
当と
う
や屋
が
祭
礼
の
運
営
に
重

要
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
し
た
。
祭
礼
開
始
の
初
年
か
ら
当
屋

役
の
名
を
記
録
し
た
文
書
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

正し
ょ
う
ほ
う保
二
年
（
一
六
四
五
）
浅
野
氏
は
播ば
ん
し
ゅ
う州
赤あ
こ
う穂
（
兵
庫
県
）
へ

国
替
え
と
な
り
、
新
藩
主
井
上
正
利
が
着
任
し
ま
す
。
寛か
ん
ぶ
ん文

五

年
（
一
六
六
五
）
三
月
、
願
主
菅
谷
弥
右
衛
門
・
三
所
神
社
祢ね

ぎ宜

の
仁
平
宗
正
（
主と
の
も
の
か
み

殿
頭
）
は
、
井
上
氏
の
重
臣
津つ
が
わ川
権ご
ん

太た

夫ゆ
う

の
力

添
え
も
あ
り
、
同
家
臣
団
一
二
七
人
か
ら
芳ほ
う
し志
を
集
め
て
基
金
と

し
、
京
都
で
神
輿
を
新
た
に
購
入
し
ま
し
た
。
城
下
の
若
者
二
四

人
が
四
〇
日
を
費
や
し
て
神
輿
を
担か
つ

い
で
京
都
か
ら
笠
間
へ
運
び

寛
文
五
年
六
月
二
十
日
に
到
着
、
六
月
二
十
四
日
の
本
祭
礼
当
日

に
お
披
露
目
さ
れ
ま
し
た
。
煌き
ら

び
や
か
な
飾
り
を
保
護
す
る
た
め

に
網
を
張
り
廻め
ぐ

ら
し
た
こ
の
神
輿
が
「
網あ
み

天て
ん

王の
う

さ
ん
」（
市
指
定

文
化
財
「
八
坂
神
社
神
輿
」）
で
す
。
六
月
二
十
三
日
が
宵よ
い
ま
つ
り祭

、

二
十
四
日
に
本
祭
礼
、
二
十
五
日
が
豊
作
を
祈
願
す
る
「
お
田
植

祭
」
で
す
。
こ
の
後
、
二
十
四
日
に
は
「
網
天
王
さ
ん
」
が
城
下

の
人
々
に
担
が
れ
て
大
通
り
を
渡と
ぎ
ょ御

、
揃そ
ろ

い
の
衣
裳
を
ま
と
っ

た
「
笠
抜
き
踊
り
」
の
一
隊
が
街ま
ち
な
か中
を
踊
り
流
し
、
町
内
ご
と
に

山だ

し車
や
造つ
く

り
物
を
拵こ
し
らえ

て
神
輿
の
渡
御
に
色
を
添
え
ま
し
た
。
毎

年
の
よ
う
に
水
戸
や
江
戸
な
ど
か
ら
芸
人
が
招
か
れ
て
歌か

ぶ

き
舞
伎
や

浄じ
ょ
う

瑠る

璃り

・
大だ
い
か
ぐ
ら

神
楽
な
ど
が
俄に
わ

か
仕じ

た立
て
の
舞
台
で
演
じ
ら
れ
、
周

辺
村
々
か
ら
の
見
物
人
も
加
わ
り
大
い
に
賑に
ぎ

わ
い
ま
し
た
。

　

今
風
に
い
う
な
ら
ば
、
官
民
が
一
体
と
な
り
五
か
町
を
挙
げ
て

始
め
た
祇
園
祭
で
す
。
長
い
年
月
の
中
に
は
笠
間
藩
の
財ざ
い
せ
い政
破は
た
ん綻

や
飢き
き
ん饉

な
ど
に
よ
り
、
祇
園
祭
は
そ
の
都つ

度ど

左
右
さ
れ
、
人
々
も

暮
ら
し
の
浮
き
沈
み
を
経
験
し
ま
し
た
。
五
か
町
の
人
々
は
耐
え

忍
び
、
そ
の
度
に
創
意
・
工
夫
と
努
力
を
重
ね
て
祇
園
祭
を
守
り

今
日
に
至
り
ま
し
た
。祇
園
祭
は
五
か
町
の
人
々
の
誇
り
で
あ
り
、

町
の
盛せ
い
す
い衰

を
示
す
も
の
で
し
た
。

（
写
真
提
供　

八
坂
神
社　

仁に

平へ
い　

孝た
か

之ゆ
き

）

（
市
史
研
究
員　

矢や

口ぐ
ち　

圭け
い

二じ

）
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江
戸
時
代
、
笠
間
城
下
の
祇
園
祭
と
網
天
王
さ
ん
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