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長
浜
市
曳
山
博
物
館
で
は
︑祭
に
出
る
実
際
の
曳
山
を

展
示
し
て
お
り
︑長
浜
曳
山
祭
が
行
わ
れ
る
前
に
︑展
示
し

た
出
番
の
曳
山
に
代
わ
り
︑翌
年
出
番
の
曳
山
を
収
蔵
す

る
行
事
を
曳
山
交
替
式
と
し
て
毎
年
︑春
の
祭
執
行
前
に

行
っ
て
き
ま
し
た
︒

　
豪
華
絢
爛
な
曳
山
八
基
を
曳
行
す
る
大
き
な
催
し
で

あ
り
︑ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
の
曳
山
祭
を
全
国
に
発

信
す
る
場
を
︑秋
に
も
設
け
る
こ
と
を
主
眼
に
︑曳
山
交

替
式
か
ら
秋
の
曳
山
巡
行
と
し
て
開
催
し
ま
す
︒

　
春
は
長
浜
曳
山
祭
が
挙
行
さ
れ
︑秋
に
は
八
基
を
曳
行

す
る
秋
の
曳
山
巡
行
を
開
催
し
︑春
︑秋
と
長
浜
曳
山
祭

の
魅
力
を
発
信
︑保
存・伝
承
を
推
進
し
ま
す
︒



十
月
十
二
日
︑午
前
九
時
頃
か
ら
︑曳
山
博
物
館
に
収

蔵
中
の
春
日
山
か
ら
順
次
曳
き
出
さ
れ
ま
す
︒月
宮

殿
は
︑壽
山
が
修
理
中
の
為
︑引
き
続
き
四
月
三
日
ま

で
収
蔵
展
示
さ
れ
ま
す
︒

午
後
は
各
山
蔵
か
ら
博
物
館
に
向
か
っ
て
曳
山
が

曳
行
さ
れ
ま
す
︒途
中
︑三
十
分
ほ
ど
曳
山
を
止
め

て
の
公
開
が
あ
り
︑写
真
撮
影
な
ど
も
可
能
で
す
︒

　
八
月
十
九
日
か
ら
二
十
二
日
の
四
日
間
で
︑博
物
館
実

習
を
行
い
ま
し
た
︒今
回
実
習
に
参
加
し
た
の
は
︑四
月

に
も
実
習
に
来
た
二
名
の
学
生
さ
ん
で
す
が
︑フィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
を
重
点
的
に
行
っ
た
前
回
と
は
異
な
り
︑今
回

は
博
物
館
や
学
芸
員
の
実
務
に
関
す
る
実
習
を
行
い
ま

し
た
︒

　
具
体
的
に
は
︑曳
山
祭
に
関
す
る
資
料
の
写
真
撮
影
や

調
書
の
作
成
と
い
っ
た
資
料
調
査
︑資
料
借
用
の
見
学
お

よ
び
補
助
︑ま
た
染
織
品
や
古
典
籍
︑軸
物
と
い
っ
た
資

料
の
取
り
扱
い
講
習
な
ど
を
実
施
し
ま
し
た
︒い
ず
れ
の

実
習
で
も
︑二
人
と
も
真
面
目
か
つ
積
極
的
に
取
り
組

み
︑最
初
は
慣
れ
な
か
っ
た
作
業
も
み
る
み
る
習
得
し
て

い
き
︑四
日
と
い
う
短
い
間
で
も
多
く
の
こ
と
を
吸
収
し

て
く
れ
た
よ
う
で
し
た
︒

　
当
館
と
し
て
も
博
物
館
実
習
の
受
け
入
れ
は
久
し
ぶ

り
の
こ
と
で
し
た
の
で
︑ど
の
よ
う
な
こ
と
を
実
習
に
盛

り
込
め
ば
効
果
的
か
︑学
芸
員・博
物
館
職
員
と
い
う
仕

事
に
興
味
を
持
っ
て

も
ら
え
る
か
︑と
い

う
こ
と
を
考
え
な
が

ら
実
習
の
プ
ラ
ン
を

考
え
実
行
す
る
の

は
︑我
々
博
物
館
職

員
の
側
に
と
っ
て
も
︑

非
常
に
良
い
経
験
に

な
り
ま
し
た
︒

－２－
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﹁
博
物
館
実
習
を
振
り
返
っ
て
﹂

　
博
物
館
実
習
を
振
り
返
っ
て
一
番
強
く
感
じ
た
の
は

無
形
文
化
財
を
扱
っ
て
い
る
た
め
︑他
博
物
館
と
違
っ
て

展
示
で
き
る
も
の
が
限
ら
れ
て
い
る
︒曳
山
や
祭
礼
で
使

わ
れ
て
い
る
装
飾
や
道
具
な
ど
は
時
代
に
よ
り
形
が
変

化
す
る
た
め
︑展
示
の
難
し
さ
を
感
じ
た
︒博
物
館
で
一

番
の
見
ど
こ
ろ
で
あ
る
曳
山
を
展
示
す
る
際
︑曳
山
を

傷
め
さ
せ
な
い
た
め
の
様
々
な
工
夫
を
し
て
い
る
こ
と

か
ら
曳
山
博
物
館
は
曳
山
祭
を
ど
う
後
世
に
残
し
︑曳

山
を
保
管
し
て
い
く
た
め
に
は
と
て
も
重
要
な
の
だ
と

感
じ
た
︒

︵
淑
徳
大
学
人
文
学
部
歴
史
学
科
四
年　
横
田
宏
輝
︶

﹁
長
浜
市
曳
山
博
物
館
で
の
実
習
を
終
え
て
﹂

　
五
月
の
曳
山
祭
り
の
見
学
を
経
て
八
月
十
九
日
か
ら

四
日
間
︑長
浜
市
曳
山
博
物
館
で
博
物
館
学
芸
員
の
実

習
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
︒

　
実
習
で
は
博
物
館
の
運
営
や
経
営
に
関
わ
る
こ
と
︑資

料
の
保
存
︑展
示
︑修
復
な
ど
学
芸
員
の
多
岐
に
わ
た
る

仕
事
に
つ
い
て
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
︒様
々
な
体
験

の
中
で
も
︑曳
山
祭
り
に
使
わ
れ
る
山
の
修
復
現
場
の
見

学
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
と
︑他
の
博
物
館
か
ら
資

料
を
預
か
る
現
場
に
立
ち
会
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と

は
得
難
い
経
験
と
な
り
ま
し
た
︒

　
今
後
も
長
浜
曳
山
祭
り
が
た
く
さ
ん
の
人
に
愛
さ
れ

長
く
続
く
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
︒

︵
京
都
精
華
大
学
芸
術
学
部
造
形
学
科
洋
画
コ
ー
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

四
回
生 

吉
原
智
咲
︶

　

杉
沢
春
厓︵
す
ぎ
さ
わ
し
ゅ
ん
が
い・一
八
二
九

～
？
︶は
︑江
戸
時
代
後
期
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て

湖
北・長
浜
で
活
躍
し
た
画
人
で
す
︒文
政
十
二
年︵
一

八
二
九
︶に
坂
田
郡
下
之
郷
村
安
福
寺︵
し
も
の
ご
う

む
ら
あ
ぶ
く
じ・長
浜
市
下
之
郷
東
町
︶に
生
れ
ま
し

た
︒の
ち
に
長
浜
片
町︵
大
宮
町
︶に
移
住
し
ま
す
が
︑

明
治
五
年︵
一
八
七
二
︶の﹃
長
浜
町
印
鑑
録
﹄の
片
町

に
氏
名
の
記
載
が
な
い
た
め
︑こ
れ
以
降
に
移
住
し
た

と
推
定
さ
れ
ま
す
︒画
人
と
し
て
︑絵
の
手
ほ
ど
き
を

受
け
た
師
匠
な
ど
は
一
切
不
明
で
す
が
︑画
風
や
長

浜
町
と
の
関
係
か
ら
四
条
派
の
流
れ
を
く
む
絵
師
と

推
定
さ
れ
ま
す
︒代
表
作
の
一
つ
に
︑長
浜
曳
山
祭・壽

山
の
舞
台
障
子
腰
襖﹁
柘
榴
小
禽
図
﹂が
あ
り
ま
す
︒

本
図
は
︑鮮
紅
色
の
花
と
割
れ
た
果
実
を
つ
け
た
柘

榴
の
手
前
に
︑気
高
い
白
い
花
が
咲
き
乱
れ
る
白
薔
薇

の
樹
を
配
し
︑向
き
合
う
様
に
黄
色
い
小
禽
を
描
い
て

い
ま
す
︒柘
榴
は
︑六
月
頃
に
筒
状
の
花
を
開
き
︑秋
に

大
き
な
実
が
熟
し
ま
す
︒描
か
れ
た
柘
榴
の
果
実
も
︑

熟
れ
て
黄
紅
色
の
皮
が
裂
け
︑中
に
あ
る
多
数
の
種

子
を
露
出
さ
せ
て
い
ま
す
︒落
款
か
ら
︑明
治
十
三
年

︵
一
八
八
〇
︶九
月
︑春
厓
五
十
二
歳
の
作
品
で
あ
る

こ
と
が
判
り
ま
す
︒こ
の
舞
台
障
子
は
︑春
厓
の
代
表

作
で
す
︒

　
ま
た
長
浜
町
と
故
郷
安
福
寺
な
ど
に
︑二
十
数
点

の
作
品
が
現
存
し
ま
す
︒没
年
は
︑不
明
で
す
が
︑明
治

三
十
二
年
に
七
十
一
歳
の
年
紀
の
あ
る
作
品
が
残
っ

て
い
る
た
め
︑明
治
三
十
二
～
四
十
年
代
に
死
去
し

た
と
推
定
さ
れ
ま
す
︒な
お
未
亡
人
や
遺
族
が
︑大
正

初
年
頃
ま
で
片
町
に
居
住
し
て
い
た
と
伝
わ
り
ま
す
︒

こ
の
企
画
展
は
来
年
三
月
よ
り
︑開
催
予
定
で
す
︒ど

う
ぞ
お
楽
し
み
に
︒

舞台障子腰襖 「柘榴小禽図」
大手町組壽山蔵

西園雅集図（部分）
個人蔵
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令
和
元
年
八
月
七
日︵
水
︶夏
休
み
企
画﹁
曳
山
祭
関

連
お
り
が
み
教
室
﹂を
開
催
︒提
灯
や
扇
子
︑ハッ
ピ
な

ど
の
折
り
方
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
︒

　
修
理
ド
ッ
ク
で
は
︑い
よ
い
よ
本
格
的
な
壽
山
の
修
理

が
始
ま
り
ま
し
た
︒七
月
の
初
め
に
は
木
部
の
解
体
工

事
が
行
わ
れ
︑亭
や
舞
台
屋
根
な
ど
が
取
り
外
さ
れ
ま

し
た
︒解
体
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
︑普
段
は
見
る
こ
と
の

で
き
な
い
︑部
材
の
裏
側
に
記
さ
れ
た
墨
書
な
ど
が
明

ら
か
に
な
り
︑新
た
な
発
見
も
あ
り
ま
す
︒

　
例
え
ば
︑木
彫
の
裏
面
に
記
さ
れ
た
墨
書
か
ら
は
︑各

所
に
施
さ
れ
た
人
物
彫
刻
は
︑中
国
の
仙
人
を
モ
チ
ー

フ
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
や
︑壽
山
の
彫
刻
は
少
な
く

と
も
二
人
の
彫
刻
師
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
こ
と
な
ど

が
判
明
し
ま
し
た
︒

　
木
彫
以
外
の
部
材
に
も
︑修
理
を
行
っ
た
年
月
日
や
︑

修
理
を
請
け
負
っ
た
職
人
の
名
前
が
記
さ
れ
た
も
の
が

あ
り
︑壽
山
の
歴
史
が
少
し
ず
つ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま

す
︒

　
ま
た
︑七
月
後
半
よ
り
︑各
部
材
に
取
り
付
け
ら
れ
て

い
た
錺
金
具
の
取
外
し

も
行
わ
れ
て
い
ま
す
︒壽

山
の
錺
金
具
は
︑随
所
に

七
宝
焼
き
が
あ
し
ら
わ

れ
て
い
る
の
が
大
き
な

特
徴
で
す
︒七
宝
焼
き
は

ガ
ラ
ス
質
・エ
ナ
メ
ル
質

の
工
芸
品
で
︑割
れ
や
す

い
た
め
扱
い
に
注
意
を

要
し
ま
す
︒そ
う
し
た
繊

細
な
七
宝
金
具
の
取
外
し
は
専
門
委
員
の
立
ち
合
い
の

も
と
行
わ
れ
︑錺
金
具
修
理
を
担
当
す
る
辻
氏
の
手
に

よ
る
長
時
間
に
わ
た
る
慎
重
な
作
業
の
の
ち
︑無
事
に
取

外
す
こ
と
が
で
き
ま

し
た
︒

　
今
回
ご
紹
介
し
た

解
体
お
よ
び
取
外
し

の
作
業
は
山
場
を
越

え
ま
し
た
が
︑今
後

も
職
人
の
方
々
に
よ

る
慎
重
な
作
業
が
続

け
ら
れ
て
ゆ
き
ま
す
︒

おりがみ教室のようす

壽山修理監理のようす

壽山修理監理のようす


