
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
的

「
祭
り
調
査
報
告
書
」

　

新
居
浜
の
太
鼓
台
、
西
条
の
だ
ん
じ
り
、
今

治
の
継
ぎ
獅
子
、
松
山
の
神
輿
の
鉢
合
わ
せ
、

宇
和
島
の
牛
鬼
・
鹿
踊
り
な
ど
、
愛
媛
県
内
に

は
多
様
な
伝
統
行
事
が
継
承
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
独
自
の
個
性
を
持
つ
行
事

が
数
多
く
、
愛
媛
を
代
表
す
る
祭
り
を
一
つ
に

選
ぶ
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。

　

祭
り
な
ど
の
伝
統
文
化
は
、
そ
こ
に
暮
ら
す

人
び
と
の
心
の
拠
り
所
と
し
て
、
世
代
を
超

え
て
現
在
に
ま
で
大
切
に
守
り
伝
え
ら
れ
て
き

た
「
地
域
の
宝
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
急
速
に

進
ん
で
い
る
人
口
減
少
や
少
子
高
齢
化
に
伴
う

担
い
手
不
足
、
地
域
行
事
に
対
す
る
関
心
の
低

下
、
価
値
観
の
多
様
化
に
よ
り
、
そ
の
継
承
が

危
ぶ
ま
れ
る
事
例
も
多
く
見
ら
れ
る
。
加
え

て
、
近
年
の
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
に
よ
り
、
例
年

通
り
に
祭
り
を
行
う
こ
と
が
難
し
い
状
況
が
続

い
た
こ
と
で
、
ま
す
ま
す
変
容
が
進
ん
で
い
る

状
況
と
な
っ
て
い
る
。

　

愛
媛
県
教
育
委
員
会（
以
下「
県
教
委
」）で
は

こ
う
し
た
状
況
を
危
惧
し
、
県
内
の
祭
り
・
行

事
の
現
状
を
把
握
す
る
た
め
、
令
和
３
年
度
か

ら
全
県
的
な
祭
り
・
行
事
の
実
態
調
査
を
実
施

し
、
令
和
６
年
３
月
に
報
告
書
『
愛
媛
県
の
祭

り
・
行
事
』
が
刊
行
さ
れ
た
。
調
査
は
県
教
委

文
化
財
保
護
課
を
事
務
局
と
し
て
、
愛
媛
県
祭

り
・
行
事
調
査
検
討
委
員
会
（
委
員
長
・
森
正

康
松
山
東
雲
短
期
大
学
名
誉
教
授
は
じ
め
４
名

の
学
識
経
験
者
で
構
成
）
の
指
導
の
も
と
、
専

門
調
査
員
47
名
と
調
査
員
１
１
９
名
、
そ
し
て

市
町
文
化
財
保
護
行
政
部
局
の
協
力
を
得
る
と

い
う
体
制
で
、
基
礎
調
査
（
１
６
７
３
件
）、詳

細
調
査
（
57
件
）
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
県
教

委
文
化
財
保
護
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
全
文
が

Ｐ
Ｄ
Ｆ
公
開
さ
れ
て
お
り
、
神
楽
や
獅
子
舞
、

念
仏
踊
り
な
ど
の
郷
土
芸
能
に
つ
い
て
は
、
既

に
県
教
委
に
よ
っ
て
調
査
が
実
施
さ
れ
、
平
成

11
年
に
『
愛
媛
県
の
民
俗
芸
能
』
が
刊
行
さ
れ

て
い
る
。
地
域
の
伝
統
文
化
を
知
り
、
そ
し
て

継
承
を
考
え
る
上
で
の「
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
」

と
し
て
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

伝
統
文
化
と
地
域
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

　

そ
も
そ
も
「
伝
統
文
化
」
と
は
何
か
。
「
文

化
」
の
英
訳
カ
ル
チ
ャ
ー
の
語
源
は
カ
ル
チ

ベ
ー
ト
（
耕
す
）
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
地
域
の

「
空
間
」
を
構
成
す
る
地
形
、
地
質
、
土
壌
、

気
候
条
件
、
生
態
系
と
い
っ
た
自
然
環
境
を

ベ
ー
ス
と
し
て
、
そ
こ
に
住
む
人
び
と
や
、
地

愛
媛
大
学
地
域
協
働
推
進
機
構
　
准
教
授
　
大
本
　
敬
久

伝
統
文
化
を
主
体
的
に
継
承
す
る

― 

人
口
減
少
社
会
で
の
新
視
点 

―

西条市のだんじり　毎年、多くの若者が帰省し参加する。
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域
に
関
係
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
人
び
と
に

よ
っ
て
、
「
時
間
」
を
か
け
て
、
生
み
出
さ
れ

（
創
出
）
、
育
ま
れ
（
醸
成
）
、
受
け
継
が
れ

て
き
た
（
継
承
）
も
の
。
筆
者
は
こ
の
よ
う
に

考
え
て
お
り
、
さ
ら
に
「
伝
統
文
化
」
を
「
空

間
」
（
ｘ
軸
）
と
「
時
間
」
（
ｙ
軸
）
と
い
う

座
標
軸
に
プ
ロ
ッ
ト
す
る
こ
と
を
常
に
イ
メ
ー

ジ
し
て
い
る
。
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
時

間
軸
、
そ
し
て
現
住
地
域
・
他
地
域
・
世
間
・

世
界
と
い
う
空
間
軸
に
位
置
づ
け
て
整
理
す
る

こ
と
で
、
歴
史
的
変
遷
や
地
域
差
を
客
観
視
す

る
こ
と
が
で
き
て
、
地
域
の
個
性
、
価
値
、

「
地
域
ら
し
さ
」
を
理
解
す
る
こ

と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。

　

ま
た
、
「
伝
統
文
化
」
は
個

別
、
個
人
の
所
有
物
で
は
な
い
。

地
域
住
民
に
と
っ
て
「
共
有
の

財
産
」
で
あ
り
、
「
共
有
の
体

験
」
、
「
共
通
の
記
憶
」
（
思
い

出
）
を
作
り
上
げ
て
き
た
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
地
域
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
醸
成
す
る
と
と
も

に
、
「
こ
の
地
域
に
存
在
す
る
自

分
」
、
「
他
な
ら
ぬ
唯
一
の
存
在

で
あ
る
自
分
」
と
い
う
確
信
を
持
つ
こ
と
に
も

つ
な
が
っ
て
い
く
。

　

そ
し
て
、
「
伝
統
文
化
」
は
地
域
を
担
っ
て

い
く
子
ど
も
た
ち
が
自
分
の
住
む
地
域
の
成

り
立
ち
や
個
性
や
課
題
を
知
る
た
め
だ
け
で
な

く
、
豊
か
な
人
間
性
を
育
む
た
め
の
良
質
な
教

材
と
も
な
っ
て
き
た
。
「
伝
統
文
化
」
か
ら
地

域
ら
し
さ
を
理
解
す
る
こ
と
に
加
え
て
、
地
域

の
課
題
解
決
や
地
域
づ
く
り
、
人
づ
く
り
に
も

つ
な
が
り
、
地
域
の
魅
力
や
豊
か
さ
、
幸
せ

度
（
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
）
の
向
上
に
も
つ
な

が
っ
て
い
く
。
そ
ん
な
可
能
性
を
秘
め
て
い
る

こ
と
は
強
調
し
て
お
き
た
い
。

伝
統
文
化
を
活
か
し
た
二
地
域
居
住

　

近
年
、
「
二
地
域
居
住
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー

ド
を
よ
く
耳
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
「
二
地

域
居
住
」
と
は
、
都
市
部
の
住
民
が
多
様
な
ラ

イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
と
し

て
、
都
市
で
の
住
居
や
生
活
拠
点
を
持
ち
な
が

ら
、
農
山
漁
村
部
の
同
一
地
域
に
お
い
て
中
長

期
的
、
定
期
・
反
復
的
に
滞
在
す
る
こ
と
に
よ

り
、
地
域
社
会
と
一
定
の
関
係
を
築
く
こ
と
で

あ
る
。
か
つ
て
は
「
半
定
住
」
と
も
呼
ば
れ
、

定
年
後
の
「
週
末
田
舎
暮
ら
し
」
、
「
別
荘
暮

ら
し
」
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
、
都
市
住

民
側
か
ら
の
視
点
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
近
年
の
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
意
識
変

化
で
地
方
暮
ら
し
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る

こ
と
や
、
テ
レ
ワ
ー
ク
、
兼
業
・
副
業
等
の
就

労
環
境
の
変
化
に
よ
っ
て
、
都
市
住
民
が
多
様

な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
実
現
の
た
め
の
重
要
か
つ

身
近
な
手
段
と
な
り
つ
つ
あ
り
、
人
口
減
少
の

進
む
農
山
漁
村
部
に
と
っ
て
は
、
地
域
内
の
消

費
や
住
宅
な
ど
の
需
要
を
増
加
さ
せ
、
新
し
い

雇
用
を
生
み
出
し
、
地
域
社
会
を
創
出
、
再
構

築
し
、
さ
ら
に
は
「
定
住
人
口
」
の
増
加
に
繋

が
る
こ
と
も
期
待
さ
れ
て
い
る
。

　

都
市
部
の
若
者
が
年
に
一
度
、
故
郷
に
帰
省

八幡浜市の川名津神楽　地元小学校での総合
学習を活かした後継者育成が続く。

西予市の野村秋祭り　西日本豪雨からの復興のシンボルにもなっている。
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し
て
祭
り
に
参
加
し
、
故
郷
と
関
係
性
を
持
ち

続
け
る
こ
と
も
広
義
の
「
二
地
域
居
住
」
と
い

え
る
。
こ
れ
は
ま
っ
た
く
新
し
い
現
象
で
は
な

く
、
愛
媛
県
内
で
も
西
条
ま
つ
り
、
新
居
浜
太

鼓
祭
り
を
は
じ
め
と
し
て
、
盆
正
月
に
加
え
て

祭
礼
日
に
も
帰
省
し
て
祭
り
の
担
い
手
と
し
て

参
加
し
、
地
域
に
貢
献
す
る
と
い
う
事
例
は
多

い
。
現
在
、
国
土
交
通
省
を
中
心
に
「
二
地
域

居
住
」
の
推
進
に
向
け
て
施
策
が
講
じ
ら
れ
て

い
る
が
、
祭
り
な
ど
の
行
事
に
参
加
し
て
地
域

貢
献
を
す
る
こ
と
も
、
今
後
、
支
援
の
対
象
と

な
る
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
国
の
施
策
と
し

て
、
そ
し
て
地
域
が
主
体
と
な
り
、
祭
り
な
ど

伝
統
文
化
と
い
う
地
域
資
源
を
活
か
し
て
「
二

地
域
居
住
者
」
を
増
加
さ
せ
る
魅
力
化
を
進
め

て
い
く
。
今
後
、
人
口
減
少
が
進
行
す
る
地
域

社
会
の
持
続
性
を
確
保
す
る
一
手
段
と
し
て

「
二
地
域
居
住
」
に
つ
い
て
議
論
を
深
め
て
い

く
こ
と
も
重
要
と
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

将
来
に
向
け
て
伝
統
を
構
築
す
る

　

「
伝
統
文
化
」
は
固
定
化
さ
れ
て
継
承
さ
れ

る
も
の
で
は
な
い
。
祭
り
や
年
中
行
事
に
は
生

活
を
安
心
・
安
全
に
保
ち
、
地
域
を
豊
か
に
す

る
と
い
っ
た
先
祖
か
ら
の
願
い
や
思
い
が
込
め

ら
れ
て
い
る
。
今
を
生
き
る
私
た
ち
は
、
無
自

覚
に
「
伝
統
だ
か
ら
守
る
」
と
い
う
姿
勢
で
は

な
く
、
先
人
が
伝
え
て
き
た
思
い
が
何
な
の
か

を
理
解
し
、
同
時
に
現
代
に
ふ
さ
わ
し
い
行
事

を
、
い
か
に
自
ら
考
え
、
判
断
し
、
創
出
し
て

い
く
の
か
が
重
要
な
視
点
と
な
っ
て
く
る
。
過

去
か
ら
の
固
定
的
な
継
承
で
は
な
く
、
未
来
に

向
け
て
ど
の
よ
う
に
継
承
す
る
か
を
そ
れ
ぞ
れ

の
時
代
、
世
代
で
考
え
て
実
行
し
て
い
く
。
こ

れ
が
今
後
の
伝
統
文
化
の
保
護
、
活
用
の
ス
タ

ン
ス
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

た
だ
し
、
「
伝
統
文
化
」
は
す
べ
て
が
素
晴

ら
し
く
、
継
承
す
べ
き
も
の
か
と
い
え
ば
そ

う
で
は
な
い
。
地
域
社
会
が
生
み
出
し
、
受
け

継
い
で
き
た
負
の
側
面
も
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
。
祭
り
は
村
社
会
の
男
性
論
理
で

構
築
さ
れ
た
も
の
が
多
く
、
地
域
の
男
性
か
ら

「
異
質
」
的
と
さ
れ
た
女
性
、
よ
そ
者
、
外
国

人
排
除
な
ど
排
他
性
を
は
ら
ん
で
お
り
、
そ
れ

ら
も
一
緒
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。
新
し
い
時
代

の
伝
統
文
化
、
そ
し
て
地
域
社
会
を
ど
の
よ
う

に
構
築
す
る
の
か
、
時
代
に
即
し
て
担
い
手
、

関
係
者
が
「
主
体
的
」
に
考
え
て
新
時
代
へ
伝

統
文
化
を
渡
し
て
い
く
視
点
も
必
要
だ
ろ
う
。宇和島市津島町野井の亥の子　少子化により代わりに「おやじ連中」が行っている。

松山市北条地区の亥の子　小中学生が主体的に行い地域の教育力を高めている。
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