
厳冬の2月、3キロの山道を200人が 
1日かけて練り歩く「秋葉祭り」 

　
地
域
文
化
の
振
興
に
力
を
尽
く
し
た
個
人
や
団
体

を
顕
彰
す
る
「
サ
ン
ト
リ
ー
地
域
文
化
賞
」
は
、
今
年

で
３４
回
目
を
迎
え
る
。
地
域
文
化
に
は
様
々
な
ジ
ャ

ン
ル
が
あ
る
が
「
ま
つ
り
」
は
そ
の
中
で
も
大
き
な
位

置
を
占
め
て
い
る
。
ま
つ
り
に
は
、
特
別
の
意
味
の
あ

る
日
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
日
、
一
日
が
ま
つ
り
な

の
で
は
な
い
。
ま
つ
り
を
成
立
さ
せ
て
い
る
の
は
日

常
の
営
み
で
あ
り
、
人
間
関
係
で
あ
り
、
地
域
の
文
化

そ
の
も
の
で
あ
る
。 

　
か
つ
て
、「
ま
つ
り
」
が
あ
る
こ
と
で
、
人
と
人
は

自
然
に
結
び
つ
き
、
地
域
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
作

っ
て
き
た
。
し
か
し
、
人
口
減
少
期
に
入
り
、
多
く
の

地
域
で
過
疎
化
が
進
み
、
地
域
で
の
暮
ら
し
そ
の
も

の
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
。一
方
、都
市

部
で
は
人
は
沢
山
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
祭
り
ど
こ
ろ
か
近
所
づ
き
あ
い

も
な
い
こ
と
さ
え
珍
し
く
な
い
。
祭
り

は
も
は
や
、
そ
の
役
割
を
終
え
て
し
ま

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

    

　
祭
り
を
取
り
巻
く
環
境
は
厳
し
い
。

少
子
化
で
継
承
す
る
子
ど
も
た
ち
の

数
は
減
り
、
神
輿
の
担
ぎ
手
の
若
い
人

が
い
な
い
、
と
い
う
の
は
よ
く
い
わ
れ

る
こ
と
だ
。
後
継
者
不
足
だ
け
で
な
い
。

地
域
の
経
済
が
疲
弊
す
る
中
、
祭
り
を

支
え
る
人
た
ち
の
経
済
的
基
盤
も
磐

石
で
は
な
い
。
祭
り
を
守
り
、
継
承
し
て
い
く
と
は
ど

う
い
う
こ
と
な
の
か
。
祭
り
が
紡
い
で
い
る
絆
と
は

何
な
の
か
。
ま
ず
は
伝
統
的
な
祭
り
を
切
り
口
に
見

て
い
き
た
い
。 

  

開
く
こ
と
で
守
っ
て
き
た  

秋
葉
祭
り

　
過
疎
と
高
齢
化
は
、
多
く
の
地
域
に
共
通
の
課
題

で
あ
る
。
２
１
０
年
の
歴
史
を
持
つ
土
佐
の
「
秋
葉

神
社
祭
礼
」
は
、
最
終
日
に
は
旧
仁
淀
村
別
枝
地
区

の
３
集
落
か
ら
２
０
０
人
の
行
列
が
出
て
、
早
朝
か

ら
夕
方
に
か
け
て
３
キ
ロ
の
山
道
を
練
り
歩
く
。
小

学
校
１
年
か
ら
中
学
３
年
ま
で
の
子
ど
も
た
ち
に
よ

る
太
刀
踊
り
、
火
消
し
装
束
の
若
者
が
飾
り
棒
を
投

＊
守
る
こ
と
、 

　 

変
化
す
る
こ
と 

 

「まつり」が紡ぐ  

 地 域 の絆  
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げ
あ
う
鳥
毛
ひ
ね
り
な
ど
、
若
い
人
が
主
役
の
こ
の

祭
り
に
も
少
子
化
の
波
が
押
し
寄
せ
て
い
る
。
神
事

で
あ
る
祭
り
は
、
も
と
も
と
は
３
集
落
の
氏
子
の
み

が
行
う
も
の
で
あ
っ
た
。
少
子
化
で
立
ち
行
か
な
く

な
り
、
１
９
７
５
年
、
隣
の
別
府
地
区
の
２
つ
の
小

学
校
に
祭
り
の
参
加
者
を
「
雇
い
」
に
行
く
習
慣
が

始
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
祭
り
は
さ
ら
に
外
部
に

開
か
れ
、
消
防
団
や
役
場
の
協
力
を
得
て
、
別
府
小

学
校
の
生
徒
と
里
帰
り
し
た
別
枝
出
身
者
の
子
ど
も

に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
地
区
内
外
の
人
が
入

る
保
存
会
、
練
り
の
通
り
道
の
枝
払
い
を
す
る
「
に

よ
ど
雑
技
団
」、
祭
り
の
縁
で
集
ま
っ
た
人
た
ち
に
よ

る
「
秋
葉
ま
つ
り
の
里
を
元
気
に
す
る
会 

え
ん
こ
巌
」。

祭
り
の
当
日
に
は
人
口
１
５
０
人
、
高
齢
化
率
７４
％

の
地
区
に
１
万
人
を
超
え
る
人
が
訪
れ
る
。
県
内
で

も
有
数
の
祭
り
は
外
部
の
人
た
ち
に
よ
っ
て
支
え
ら

れ
、
多
く
の
人
に
と
っ
て
の
居
場
所
に
も
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。 

　
伝
統
的
な
祭
り
の
形
を
頑
な
に
守
ろ
う
と
す
る
と

存
続
が
難
し
く
な
る
。
長
期
的
な
視
点
を
持
っ
て
地

域
に
開
き
、
変
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
大
き
く

広
が
り
、
人
々
の
絆
を
呼
び
込
ん
だ
の
で
あ
る
。 

 

祭
り
の
絆
が
新
た
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
生
む

　
　   

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
黒
川
能 

　
山
形
県
出
羽
三
山
の
麓
に
あ
る
櫛
引
町
で
伝
え
ら

れ
る
黒
川
能
は
５
０
０
年
の
歴
史
を
持
つ
。
里
の
鎮

守
春
日
大
社
の
神
事
と
し
て
成
立
し
、
こ
の
地
域
の

人
々
に
よ
っ
て
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
。
こ
の

地
域
の
人
た
ち
は
「
三
代
友
達
」
と
自
分
た
ち
の
こ
と

を
称
す
る
。
春
日
大
社
の
氏
子
は
２
４
０
戸
、
町
民
の

５
割
が
三
世
代
同
居
と
い
う
三
世
代
同
居
率
全
国
一

の
地
域
で
あ
る
。
家
々
に
は
屋
号
が
あ
り
、
謡
い
や
舞

い
と
い
う
家
毎
の
芸
が
、
親
か
ら
子
へ
、
子
か
ら
孫
へ

と
、
今
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

　
こ
の
地
の
春
は
４
月
、
地
域
を
巡
る
能
役
者
に
よ

る
「
春
告
笛
」
で
始
ま
り
、
能
と
共
に
季
節
が
、
日
々

の
暮
ら
し
が
巡
っ
て
い
く
。
人
に
見
せ
る
た
め
の
能

で
は
な
い
の
で
花
形
役
者
は
い
な
い
。
神
に
捧
げ
る

た
め
の
能
は
流
行
り
廃
り
と
は
無
関
係
に
４
０
０
曲

が
残
り
、
今
で
も
２
０
０
曲
が
演
じ
ら
れ
る
。 

　
そ
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
毎
年
２
月
１
日
か
ら
２

日
に
か
け
て
行
わ
れ
る
王
祇
祭
で
あ
る
。
祭
り
の
準

備
は
１
年
越
し
で
進
め
ら
れ
る
。
１
カ
月
く
ら
い
前

か
ら
「
当
屋
」
に
当
た
っ
た
関
係
者
は
物
忌
み
に
入

り
、
供
え
る
た
め
の
食
物
は
近
所
の
人
た
ち
に
よ
っ

て
集
め
ら
れ
る
。
か
つ
て
は
個
人
の
家
に
神
を
迎
え

た
が
、
現
在
で
は
当
屋
の
負
担
軽
減
を
考
え
公
民
館

に
神
を
迎
え
る
設
え
が
用
意
さ
れ
る
。
当
日
は
ご
神

体
を
迎
え
、
酒
宴
を
開
き
、
氏
子
た
ち
は
こ
の
日
の
た

め
に
稽
古
に
励
ん
で
き
た
能
に
興
じ
る
。
そ
の
時
に

供
さ
れ
る
名
物
の
「
凍
み
豆
腐
」
は
大
豆
の
種
を
蒔
き
、

育
て
、
収
穫
し
、
豆
腐
を
作
り
、
焼
き
、
味
を
つ
け
る

ま
で
す
べ
て
が
氏
子
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。

残
っ
た
豆
腐
は
今
も
各
家
に
配
ら
れ
る
が
、
食
べ
物

が
乏
し
い
時
代
に
は
寒
い
時
期
の
食
料
と
し
て
、
人
々

の
命
を
繋
ぐ
大
切
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。 

　
そ
ん
な
伝
統
文
化
を
守
り
、
生
活
の
リ
ズ
ム
と
す

る
こ
の
地
域
に
も
様
々
な
課
題
は
あ
る
。
農
業
だ
け

で
三
世
代
が
暮
ら
し
て
い
く
こ
と
は
難
し
く
、
仕
事

を
外
に
求
め
た
結
果
、
耕
作
放
棄
地
が
増
え
、
畑
は
荒

れ
た
。
地
域
に
は
虫
食
い
の
後
の
よ
う
に
耕
作
放
棄

地
が
点
在
し
て
い
る
。
そ
ん
な
状
況
を
打
開
す
る
た

め
、
８
年
前
に
大
豆
転
作
組
合
が
で
き
、
耕
作
放
棄
地

を
借
り
上
げ
、
畑
を
維
持
し
、
王
祇
祭
で
使
う
豆
腐
の

材
料
で
あ
る
大
豆
栽
培
に
乗
り
出
し
た
。
祭
事
で
使

う
だ
け
で
な
く
、
少
し
で
も
家
計
の
足
し
に
し
よ
う

と
い
う
試
み
だ
。
祭
り
の
絆
が
、
生
活
を
支
え
る
次
の

絆
へ
と
発
展
し
つ
つ
あ
る
。
黒
川
能
は
、
季
節
を
告
げ

る
だ
け
で
は
な
く
、
命
を
繋
ぎ
、
地
域
が
生
き
残
る
た

め
の
力
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

    

　
ま
つ
り
と
地
域
の
文
化
は
密
接
に
繋
が
っ
て
い
る
。

地
域
文
化
賞
の
生
み
の
親
で
あ
り
劇
作
家
で
サ
ン
ト

リ
ー
文
化
財
団
副
理
事
長
の
山
崎
正
和
氏
は
地
域
文

化
の
発
展
段
階
を
４
つ
に
分
け
て
説
明
し
て
い
る
。

地
域
が
自
然
発
生
的
に
文
化
を
生
み
出
し
、
伝
統
芸

能
が
生
ま
れ
た
時
代
は
「
地
域
が
文
化
を
つ
く
る
時

代
」
で
あ
っ
た
。
次
に
出
て
き
た
の
が
地
方
か
ら
都
市

に
出
た
人
た
ち
が
合
唱
団
の
よ
う
に
仲
間
を
集
め
、

組
織
を
作
っ
て
頑
張
っ
た
「
地
域
で
文
化
を
つ
く
る

時
代
」
で
あ
る
。
次
が
文
化
を
使
っ
て
地
域
振
興
を
し

よ
う
と
い
う
段
階
「
地
域
を
文
化
で
つ
く
る
時
代
」
で

あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
今
、
普
遍
的
な
価
値
を
追
求

し
、「
文
化
で
世
界
と
繋
が
る
時
代
」
が
き
て
い
る
と
。

こ
こ
で
は
地
域
文
化
で
あ
る
ま
つ
り
の
新
た
な
役
割

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。 

い
わ 

と
う 

や 

し 

＊
新
し
い
「
ま
つ
り
」
が
心
を
繋
ぐ 

Ⅱ 地域のコミュニティを支える“まつり”の力 



ロウソクの灯に浮かび上がる東大寺。夏の風物誌となった「なら燈花会」 

マ
イ
ナ
ス
を
プ
ラ
ス
に
変
え
た  

な
ら
燈
花
会

　
今
や
奈
良
の
夏
の
風
物
詩
と
な
っ
た
「
な
ら
燈
花

会
」。
始
ま
っ
た
の
は
１
９
９
９
年
、
ま
だ
１０
数
年
の

若
い
ま
つ
り
で
あ
る
。 

　
奈
良
の
課
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
た
の
は
、
努

力
し
な
く
て
も
大
仏
の
お
か
げ
で
観
光
客
が
来
る
と

い
う｢

大
仏
商
法
」。
京
都
や
大
阪
と
い
う
大
都
市
が

近
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
観
光
客
は
多
い
が
日
帰

り
客
が
多
く
、
奈
良
県
の
宿
泊
数
は
日
本
で
最
下
位

で
あ
っ
た
。
店
の
閉
ま
る
時
間
が
早
く
、
夜
は
暗
い
、

美
味
し
い
店
も
少
な
い
と
い
わ
れ
て
き
た
。 

　
奈
良
の
青
年
会
議
所
が
そ
れ
ま
で
１０
年
続
け
て
き

た
夏
の
イ
ベ
ン
ト
の
見
直
し
の
中
で
、
奈
良
の
欠
点

で
あ
っ
た
「
何
も
な
さ
」「
夜
の
暗
さ
」
を
、「
静
け
さ
」

「
安
ら
ぎ
」
と
い
う
長
所
と
考
え
よ
う
と
す
る
「
な
ら

燈
花
会
」
が
企
画
さ
れ
た
。
奈
良
で
は
東
大
寺
二
月
堂

の
お
水
取
り
や
、
春
日
大
社
の
万
燈
籠
な
ど
、
古
く
か

ら
火
を
使
っ
た
行
事
が
多
く
、
宗
教
行
事
と
し
て
は

自
然
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
火
を
使
う
こ
と
に

対
す
る
抵
抗
、
新
し
い
こ
と
を
す
る
意
味
が
理
解
さ

れ
ず
、
ス
タ
ー
ト
時
に
は
寺
社
な
ど
の
協
力
は
残
念

な
が
ら
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。 

　「
奈
良
ら
し
さ
」
を
大
切
に
し
た
い
、
と
の
思
い
か

ら
始
め
ら
れ
た
燈
花
会
は
、
６
６
０
ヘ
ク
タ
ー
ル
と

い
う
広
大
な
公
園
を
舞
台
に
、
８
０
０
人
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
が
６
０
０
０
本
の
ロ
ウ
ソ
ク
を
灯
し
、
期
間

中
に
は
予
想
を
上
回
る
１７
万
人
が
訪
れ
た
。
今
で
は

寺
社
や
商
店
街
の
協
力
も
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

夏
枯
れ
の
奈
良
の
救
世
主
と
も
な
っ
て
い
る
。 

　「
燈
花
会
」
の
特
徴
の
一
つ
は
誰
で
も
が
主
役
に
な

れ
る
こ
と
だ
。
会
期
中
の
都
合
の
よ
い
日
に
ロ
ウ
ソ

ク
な
ど
を
用
意
す
る
「
当
日
サ
ポ
ー
タ
ー
」
は
延
べ
４

０
０
０
人
に
も
な
る
。
親
子
で
の
参
加
も
多
く
、
子
ど

も
た
ち
が
元
気
に
自
分
の
持
ち
場
を
守
っ
て
い
る
姿

は
微
笑
ま
し
い
。「
一
客
一
灯
」
と
い
う
シ
ス
テ
ム
も

あ
り
、
当
日
５
０
０
円
で
ロ
ウ
ソ
ク
一
基
を
灯
す
こ

と
が
で
き
る
。 

　「
な
ら
燈
花
会
」
が
始
ま
っ
て
か
ら
、
奈
良
に
は
年
々

お
洒
落
な
店
が
増
え
、
夜
の
魅
力
も
増
し
て
き
た
。
奈

良
の
魅
力
を
住
ん
で
い
る
人
た
ち
自
身
が
見
直
す
き

っ
か
け
に
も
な
っ
た
。
人
か
ら
見
ら
れ
る
こ
と
で
、
町

は
磨
か
れ
、
光
り
を
放
ち
だ
す
。
２
０
１
０
年
の
奈
良

１
３
０
０
年
祭
の
大
成
功
も
こ
う
し
た
市
民
主
体
の

動
き
、
横
の
繋
が
り
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
と
い
え
る

だ
ろ
う
。 

 

世
界
と
繋
が
る  

コ
ス
キ
ン
・
エ
ン
・
ハ
ポ
ン 

　
昨
年
３７
回
目
を
迎
え
た
日
本
最
大
の
フ
ォ
ル
ク
ロ

ー
レ
の
祭
典
で
あ
る
「
コ
ス
キ
ン
・
エ
ン
・
ハ
ポ
ン
」
は

原
発
被
害
の
渦
中
に
あ
る
福
島
県
川
俣
町
で
例
年
通

り
１０
月
に
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の

萌
芽
は
６０
年
以
上
前
に
遡
る
。
中
南
米
音
楽
の
愛
好

家
で
あ
っ
た
川
俣
町
在
住
者
が
演
奏
家
と
交
流
を
始

め
、
ア
ン
デ
ス
の
山
の
中
の
町
コ
ス
キ
ン
で
毎
年
行

わ
れ
る
「
コ
ス
キ
ン
祭
」
の
日
本
版
を
企
画
、
１
９
７

５
年
、
第
１
回
の
フ
ォ
ル
ク
ロ
ー
レ
の
祭
典
が
開
催

さ
れ
た
。
最
初
は
１
日
だ
け
だ
っ
た
開
催
が
、
参
加
人

数
の
増
加
に
よ
り
、
２
日
と
な
り
、
今
で
は
３
日
間
行

わ
れ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
る
。
福
島
市
街
地
か
ら
離

れ
た
こ
の
地
で
海
外
の
文
化
が
自
然
に
受
け
入
れ
ら

れ
た
の
は
、
川
俣
町
が
古
く
か
ら
絹
製
品
の
加
工
が

盛
ん
な
と
こ
ろ
で
、
海
外
と
の
交
流
が
盛
ん
に
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
。 

　
愛
好
家
の
楽
し
み
で
始
ま
っ
た
小
さ
な
祭
典
は
、

サ
ン
ト
リ
ー
地
域
文
化
賞
を
受
け
た
９３
年
頃
に
は
民

族
衣
装
で
町
を
練
り
歩
く
「
コ
ス
キ
ン
パ
レ
ー
ド
」
が

行
わ
れ
る
ま
で
根
付
き
、
町
立
小
学
校
で
は
４
年
生

全
員
が
ケ
ー
ナ
の
練
習
を
受
け
る
な
ど
、
川
俣
の
人

た
ち
に
愛
さ
れ
る
存
在
と
な
っ
て
い
る
。 

　
昨
年
３
月
の
大
震
災
で
は
建
造
物
の
被
害
だ
け
で

と
う 

か 
え 

 



町中がフォルクローレで盛り上がる「コスキン・エン・ハポン」 

佐
藤 

友
美
子
（
さ
と
う
・
ゆ
み
こ
） 

 

●  

●  

●
 

 公
益
財
団
法
人
サ
ン
ト
リ
ー
文
化
財
団
上
席
研
究
フ
ェ

ロ
ー
。
1
9
5
1
年
三
重
県
生
ま
れ
。
７５
年
立
命
館
大
学

文
学
部
卒
業
。
同
年
サ
ン
ト
リ
ー
株
式
会
社
に
入
社
。
小

泉
首
相
の
観
光
立
国
懇
談
会
を
は
じ
め
、
中
央
環
境
審
議

会
委
員
、
国
土
審
議
会
委
員
な
ど
を
歴
任
。
主
な
著
書
は
、

『
つ
な
が
り
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
』（
岩
波
書
店
）、『
成
熟
し

人
は
ま
す
ま
す
若
く
な
る
』（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
）
な
ど
。 

な
く
、
放
射
能
の
影
響
も
あ
り
、
開
催

が
危
ぶ
ま
れ
た
。
事
務
局
長
を
務
め
る

齋
藤
氏
は
震
災
で
打
ち
ひ
し
が
れ
る
中
、

日
本
の
み
な
ら
ず
、
海
外
か
ら
も
安
否

を
気
遣
う
多
く
の
声
が
寄
せ
ら
れ
た
こ

と
に
感
動
し
、
不
安
を
乗
り
越
え
開
催

を
決
め
た
。
地
域
が
支
え
て
き
た
文
化

が
、
世
界
の
人
に
愛
さ
れ
、
文
化
に
よ

っ
て
世
界
と
繋
が
っ
て
い
る
と
実
感
し
、

次
の
世
代
に
引
き
継
い
で
い
く
責
任
を

感
じ
た
、
と
熱
く
語
っ
て
い
る
。
東
北

の
小
さ
な
町
は
、
ま
つ
り
を
通
じ
て
世

界
と
繋
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

    
　
ま
つ
り
に
は
、
多
様
な
種
類
、
様
々
な

形
態
が
あ
る
。
し
か
し
、
多
く
の
共
通
点

も
あ
る
。
ま
つ
り
に
は
目
標
と
す
べ
き

ゴ
ー
ル
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
日
々
の

積
み
重
ね
が
あ
り
、
多
く
の
人
に
よ
る

共
同
作
業
が
あ
る
。
経
験
者
か
ら
初
心

者
に
ノ
ウ
ハ
ウ
が
引
き
継
が
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
自

分
の
持
ち
場
で
、
や
る
べ
き
こ
と
を
す
る
。
大
事
な
の

は
、
ま
つ
り
の
日
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
実
現
す

る
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま

つ
り
は
、
人
を
鍛
え
、
人
を
結
ぶ
シ
ス
テ
ム
な
の
だ
。 

　
ま
つ
り
は
仕
事
で
は
な
く
、
楽
し
み
で
あ
る
。
だ
か

ら
こ
そ
、
様
々
な
人
が
参
加
し
、
自
分
な
り
の
達
成
感

を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
つ
り
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク

ス
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
を
共
有
す
る
こ
と
で
、
信
頼
関

係
が
醸
成
さ
れ
る
。
ま
つ
り
で
生
ま
れ
た
柔
ら
か
で

し
な
や
か
な
結
び
つ
き
、
絆
が
、
こ
れ
か
ら
も
社
会
を

支
え
て
い
く
小
さ
い
け
れ
ど
確
か
な
力
に
な
る
の
は

間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。 

CEL

 

＊「
ま
つ
り
」
が
繋
ぐ
絆 

Ⅱ 地域のコミュニティを支える“まつり”の力 


