
　

１
３
０
年
の
歴
史
を
持
つ
明
治
神
輿

や
、
毎
年
担
ぎ
出
さ
れ
る
神
輿
と
し
て

は
日
本
最
大
級
の
重
量
を
誇
る
平
成
神

輿
が
参
集
す
る
、
筑
西
の
夏
の
風
物
詩

「
下
館
祇
園
ま
つ
り
」。
７
月
27
日
か
ら

30
日
の
４
日
間
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
、

の
べ
約
25
万
人
が
熱
狂
し
ま
し
た
。

　
27
日
、
伊
達
組
に
よ
る
宮
出
し
が
行

わ
れ
、
明
治
神
輿
と
女
性
だ
け
で
担
ぐ

姫
神
輿
が
羽
黒
神
社
を
出
発
。
下
館
駅

南
口
を
ね
り
歩
い
た
の
は
６
年
ぶ
り
と

な
り
ま
す
。
来
場
者
数
が
最
多
と
な
っ

た
29
日
は
「
わ
っ
し
ょ
い
カ
ー
ニ
バ
ル
」

が
同
時
開
催
さ
れ
、
市
内
外
か
ら
神
輿

や
山
車
屋
台
40
基
が
下
館
駅
前
に
参

集
。「
神み

こ
し
じ
ん
く

輿
甚
句
」
の
歌
に
合
わ
せ
て

神
輿
が
揉
ま
れ
る
と
、
担
ぎ
手
の
息
と

足
並
み
が
揃
い
、
会
場
に
は
一
体
感
が

生
ま
れ
ま
し
た
。
最
終
日
30
日
の
早
朝

に
は
、
祭
り
期
間
中
に
神
輿
に
宿
し
た

穢け
が
れを
川
に
流
し
清
め
る
禊み

そ
ぎの
神
事
「
川

渡
御
」
が
勤
行
川
で
行
わ
れ
、
担
ぎ
手

は
胸
ま
で
水
に
つ
か
り
な
が
ら
、
神
輿

を
担
ぎ
、
上
が
っ
た
水
し
ぶ
き
は
朝
日

に
照
ら
さ
れ
輝
い
て
い
ま
し
た
。

　
熱
気
と
感
動
を
も
た
ら
し
た
下
館
祇

園
ま
つ
り
。
多
く
の
人
の
心
に
刻
ま
れ
、

ま
た
来
年
も
筑
西
の
夏
を
熱
く
彩
る
こ

と
で
し
ょ
う
。

熱い夏到来！４年ぶりの本格開催

下館祇園まつり
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28
日
、
福
島
県
伊
達
市
の
須す

だ
ひ
ろ
ゆ
き

田
博
行
市
長
が

特
産
品
の
桃
を
P
R
す
る
た
め
、
本
市
を
訪
れ

ま
し
た
。
須
田
市
長
は
市
内
各
所
を
視
察
し
た

ほ
か
、
下
館
祇
園
ま
つ
り
に
も
参
加
し
、
明
治

神
輿
の
渡
御
を
行
い
ま
し
た
。
今
後
、
こ
う
し

た
友
好
的
な
交
流
を
継
続
し
、
交
流
人
口
の
増

加
を
目
指
し
ま
す
。

【
筑
西
市
と
歴
史
的
な
つ
な
が
り
】

　
文
治
５
年
（
１
１
８
９
年
）、
伊
佐
荘
中
村

（
現
在
の
筑
西
市
）
を
治
め
て
い
た
伊
佐
朝
宗
は

源
頼
朝
の
奥
州
征
伐
に
参
加
す
る
。
こ
の
戦
い

の
功
績
に
よ
り
伊
達
郡
一
帯
（
現
在
の
伊
達
市
）

を
領
地
と
し
て
賜
り
、
氏
を
伊
達
と
称
し
た
。

戦
国
時
代
、
天
下
に
名
を
轟
か
せ
た
独
眼
竜
政

宗
は
伊
達
家
第
17
代
当
主
に
あ
た
る
。

伊達氏、縁の地で神輿を担ぐ
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