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介
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会
長
会
長

て
い
ま
す
。

　

祭
り
当
日
は
、
早
朝
か
ら
山
で
雄

鈎
と
雌
鈎
の
切
り
出
し
を
行
い
ま

す
。
切
り
出
し
た
鈎
は
ト
ラ
ッ
ク
で

中
津
神
社
近
く
ま
で
運
び
、
そ
こ
か

ら
人
力
で
神
社
の
境
内
ま
で
運
び
ま

す
。神
社
下
で
一
度
休
憩
し
た
後
は
、

境
内
に
着
く
ま
で
鈎
を
下
ろ
し
て
は

い
け
な
い
と
い
う
昔
か
ら
の
決
ま
り

が
あ
る
た
め
、
１
ト
ン
以
上
あ
る
鈎

を
み
こ
し
の
様
に
担
い
で
、
必
死
の

形
相
で
石
段
を
駆
け
上
が
り
ま
す
。

　

境
内
に
着
く
と『
サ
ヨ
ン
ド
シ
』

と
い
う
鈎
を
高
く
持
ち
上
げ
地
面
に

３
回
叩
き
つ
け
る
儀
式
を
行
い
ま

す
。
こ
れ
は
勝
負
前
に
勢
い
を
つ
け

る
意
味
と
、
大
地
の
霊
を
呼
び
起
こ

す
意
味
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
後
、
い
よ
い
よ
鈎
引
き
が
始

ま
る
の
で
す
が
、
２
つ
の
鈎
の
か
か

り
具
合
で
勝
敗
が
一
気
に
決
ま
る
こ

と
が
あ
る
た
め
、
駆
け
引
き
だ
け
で

20
分
〜
30
分
か
か
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
鈎
が
か
か
る
と
一
斉
に
引
き
合

い
が
始
ま
り
、
3
回
勝
負
で
先
に
２

勝
し
た
地
区
が
そ
の
年
豊
作
に
な
る

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
一
般
の
人
も

参
加
す
る
こ
と
が
で
き
、
鈎
を
引
い

た
り
、
鈎
の
枝
を
持
ち
帰
る
と
一
年

間
無
病
息
災
で
過
ご
せ
る
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。

　

高
隈
地
区
は
昨
年
、
台
風
16
号
に

よ
る
大
き
な
被
害
を
受
け
た
た
め
、

今
年
の
鈎
引
き
祭
に
か
け
る
地
元
住

民
の
思
い
は
例
年
以
上
に
強
い
も
の

が
あ
り
ま
す
。
2
月
19
日（
日
）
に

は
、
多
く
の
皆
さ
ん
に
お
越
し
い
た

だ
き
、
祭
り
の
熱
気
と
住
民
の
復
興

に
か
け
る
パ
ワ
ー
を
感
じ
て
い
た
だ

け
た
ら
と
思
い
ま
す
。」

　

高
隈
地
区
に
春
を
告
げ
る
伝
統
行

事「
鈎
引
き
祭
」。
こ
の
祭
り
は
五

穀
豊
穣
や
林
業
の
発
展
を
願
っ
て
毎

年
2
月
の
第
3
日
曜
日
に
行
わ
れ
て

い
ま
す
。
今
回
は「
高
隈
中
津
神
社

鈎
引
き
祭
伝
承
保
存
会
」
会
長
の
湯

地
定
敏
さ
ん
に
ご
案
内
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　
「
こ
の
祭
り
は
、
鈎
股
状
の
雄お
か
ぎ鈎

に
二
股
状
の
雌め

か
ぎ鈎

を
絡
ま
せ
て
、
上

高
隈
と
下
高
隈
に
分
か
れ
て
綱
引

き
の
よ
う
に
引
き
合
う
も
の
で
、

３
０
０
年
以
上
の
歴
史
が
あ
り
、
市

の
無
形
民
俗
文
化
財
に
も
指
定
さ
れ昭和 46 年の鈎引き祭の様子
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