
　

去
る
11
月
３
日
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
中

止
が
続
い
て
い
た
吉
田
秋
祭
が
、
３
年
ぶ
り

に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
吉
田
秋
祭
は
「
お
ね

り
行
列
」
を
は
じ
め
と
す
る
祭
り
の
あ
り
方

が
江
戸
時
代
か
ら
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
ず
残
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
県
の
無
形
民
俗
文
化
財

に
も
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
爽
や
か
な
秋
晴

れ
に
恵
ま
れ
た
当
日
も
、
藩
政
時
代
と
見
ま

が
う
趣
に
、
多
く
の
見
物
客
が
魅
了
さ
れ
ま

し
た
。
３
５
０
年
以
上
受
け
継
が
れ
て
き
た

伝
統
と
想
い
を
、
記
録
と
と
も
に
紡
ぎ
ま
す
。

 

特
集　

四
百
年
後
の
君
た
ち
へ

３
年
ぶ
り
の
開
催 —

「吉田祭礼絵巻（利根翠塢模写本）個人蔵｣を加工・転載 題字：中澤京苑
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11
月
３
日
の
早
朝
、
祭
り
は

「
卯
之
刻
相
撲
」
の
奉
納
か
ら
始

ま
り
ま
す
。
行
司
役
の
「
相
撲

の
は
な
じ
ゃ
あ
」
を
合
図
に
引

き
分
け
と
な
り
、
勝
負
は
翌
年

に
持
ち
越
さ
れ
ま
す
。
そ
の
後

夜
が
明
け
て
き
た
頃
、
鹿
の
子

が
軽
や
か
に
境
内
へ
駆
け
上
が

り
、
踊
り
を
奉
納
し
ま
す
。

　

そ
の
頃
、
各
地
区
で
は
そ
れ

ぞ
れ
の
準
備
が
始
ま
り
ま
す
。

手
際
よ
く
進
む
練ね

り

車ぐ
る
ま

の
組
み
立

て
を
見
学
す
る
人
も
ち
ら
ほ
ら
、

「
お
ね
り
行
列
」
に
向
け
て
ム
ー

ド
が
高
ま
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ

の
地
区
か
ら
集
合
場
所
へ
集
ま

り
、
に
ぎ
わ
い
の
中
、
出
発
ま

で
思
い
思
い
の
時
間
を
過
ご
し

ま
す
。
今
年
も
変
わ
ら
な
い
、

今
年
だ
け
の
秋
祭
り
が
、
地
域

全
体
で
創
ら
れ
て
い
き
ま
す
。

　

い
よ
い
よ
行
列
の
出
発
時
間

に
な
る
と
、
侍
姿
の
御
用
練
を

先
頭
に
、
御
船
、
猿
田
彦
・
御ご

神し
ん
ぺ
い餅
、
練
車
、
鹿
の
子
、
牛
鬼
、

神
輿
と
続
き
、
番
外
と
し
て
四

ツ
太
鼓
と
宵よ

い
み
や宮
宝ほ

た多
が
連
な
り
、

時
代
絵
巻
が
よ
み
が
え
り
ま
す
。

今
年
も
変
わ
ら
な
い

今
年
だ
け
の
秋
祭
り

Dec.2022 広報うわじま 　6 



　

鹿
の
子
は
、
野
口
雨
情
の
歌
で
「
吉
田

千
軒
八
幡
さ
ま
の
秋
の
祭
り
は
鹿
を
ど

り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
祭
り
の
花
形
の
１

つ
で
す
。「
廻
れ
廻
れ
水
車
〜
」
の
哀
調

を
帯
び
た
旋
律
と
と
も
に
、
地
域
を
巡
り

踊
り
を
奉
納
し
ま
す
。
１
日
で
踊
る
数
は

約
70
回
だ
そ
う
で
、
大
人
が
子
鹿
役
の
子

ど
も
た
ち
を
励
ま
し
な
が
ら
見
守
る
様
子

が
、
と
て
も
印
象
的
で
し
た
。

　

牛
鬼
は
、
元
町
・
鶴
間
・
浅
川
地
区
の

持
ち
回
り
で
、
今
年
は
元
町
が
担
当
で
す
。

以
前
は
「
吉
田
の
暴
れ
牛
鬼
」
と
し
て
名

が
通
っ
て
い
た
そ
う
で
、
ゆ
っ
た
り
と
進

む
お
ね
り
行
列
の
中
で
、
そ
の
迫
力
あ
る

練
り
は
ひ
と
き
わ
大
き
な
存
在
感
を
見
せ

ま
す
。
胴
体
は
毎
年
新
し
く
作
ら
れ
て
い

て
、
作
業
は
和
や
か
な
雰
囲
気
な
が
ら
も

丁
寧
に
進
め
ら
れ
、
伝
統
だ
け
で
な
く
技

術
も
し
っ
か
り
と
受
け
継
い
で
い
ま
す
。

吉
田
の
暴
れ
牛
鬼

秋
の
祭
り
は
鹿
を
ど
り
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紡
が
れ
る
想
い

　

吉
田
の
鹿
踊
り
は
雄
鹿
２
頭
、

雌
鹿
１
頭
、
若
鹿
２
頭
、
小
鹿
２

頭
の
七
ツ
鹿
で
、
立
間
鹿
の
子
保

存
会
が
継
承
し
て
い
ま
す
。
小
鹿

の
踊
り
手
は
立
間
小
学
校
４
年

生
の
２
人
、
他
の
５
人
は
地
区
の

若
者
が
担
い
、
祭
り
が
近
づ
く
と

ほ
ぼ
毎
日
夜
遅
く
ま
で
練
習
に

励
み
ま
す
。
会
長
の
赤
松 

宗
治 

さ
ん
を
含
め
指
導
者
も
元
踊
り

手
、
指
導
に
も
熱
が
入
り
ま
す
。

し
か
し
、
少
子
化
で
後
継
者
を
探

す
の
が
難
し
く
な
っ
て
き
て
い

る
そ
う
で
す
。

　

そ
ん
な
中
、
吉
田
愛
児
園
と
た

ち
ば
な
保
育
園
で
は
、
祭
り
の
前

後
の
日
に
「
お
ま
つ
り
ご
っ
こ
」

と
称
し
て
、
牛
鬼
や
神
輿
の
練

り
、
鹿
踊
り
な
ど
を
行
っ
て
い
ま

す
。
本
番
さ
な
が
ら
に
練
り
や
踊

り
を
披
露
す
る
子
ど
も
た
ち
の

中
に
は
、
将
来
担
ぎ
手
や
踊
り
手

と
し
て
祭
り
に
参
加
す
る
子
も

い
る
で
し
ょ
う
。
見
守
る
保
護
者

の
中
に
は
、
今
年
の
踊
り
手
の
姿

も
見
ら
れ
ま
し
た
。

　

地
域
の
先
達
か
ら
後
継
へ
、
親

か
ら
子
へ
、
次
の
世
代
へ
と
想
い

は
紡
が
れ
て
い
ま
す
。
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四
百
年
後
の
君
た
ち
へ

こ
の
数
年
、
吉
田
秋
祭
に
限
ら
ず

伝
統
行
事
の
多
く
が
、
中
止
や
延
期
を

余
儀
な
く
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
今
、
形
は
変
わ
れ
ど
少
し
ず
つ

開
催
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
流
れ
の
中
で
、
伝
統
行
事
は
、

地
域
や
人
と
の
つ
な
が
り
を
生
み
、

歴
史
と
文
化
、
そ
し
て
想
い
を
継
ぐ
、

重
要
な
機
会
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
感
じ
ま
す
。

こ
ん
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
絶
や
す
こ
と
な
く

続
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

宇
和
島
藩
が
で
き
て
四
百
余
年
、

時
間
を
か
け
て
宇
和
島
に
根
付
い
て
き
た
歴
史
や
文
化

そ
し
て
、
そ
こ
に
関
わ
る
人
た
ち
の
営
み
―

そ
れ
こ
そ
が
、
こ
の
ま
ち
の
魅
力
と
し
て

宇
和
島
に
息
づ
く
「
日
常
の
豊
か
さ
」
な
の
で
す
。

こ
れ
か
ら
も
こ
の
ま
ち
が

「
コ
コ
ロ
ま
じ
わ
う
ト
コ
ロ
」
と
し
て
あ
り
続
け
ら
れ
る
よ
う

次
の
四
百
年
へ
、
こ
の
想
い
を
託
し
ま
す
。
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