
で
し
か
な
か
っ
た
多
く
の
こ
と
を
発
掘
し
、

文
字
に
記
す
こ
と
が
で
き
た
。

 

　小
林
さ
ん
が
収
集
し
た
「
記
憶
遺
産
」
は

町
立
図
書
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
消
え
よ

う
と
し
て
い
た
祭
り
は
、
形
を
変
え
て
後
世

に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　旧
市
川
大
門
町
出
身
の
伊
藤
さ
ん
は
故
郷

に
想
い
を
寄
せ
た
。

「
高
校
ま
で
過
ご
し
た
私
の
故
郷
を
あ
ら
た

め
て
訪
ね
て
み
る
と
、
に
ぎ
や
か
だ
っ
た
街

並
み
は
だ
い
ぶ
寂
し
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。

今
回
の
『
記
憶
遺
産
』
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で

取
り
上
げ
た
祭
り
を
契
機
に
、
再
び
故
郷
が

元
気
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
し
た
」

　小
林
さ
ん
も
今
回
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
通

じ
て
〝
新
た
な
気
づ
き
〞
が
あ
っ
た
と
い
う
。

「
町
の
人
が
当
た
り
前
と
思
っ
て
い
る
こ
と
で

も
、
異
な
る
視
点
か
ら
み
る
と
当
た
り
前
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。
市
川

三
郷
町
に
は
後
世
に
残
す
べ
き
文
化
や
遺
産

が
ま
だ
ま
だ
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
し
た
」

　こ
の
記
憶
遺
産
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
今
年

度
も
続
く
。

　出
来
上
が
っ
た
冊
子
は
、
そ
の
地
域
の
図

書
館
に
収
蔵
さ
れ
、「
文
化
と
歴
史
の
記
録
・

発
信
・
継
承
の
拠
点
」
と
な
る
。
司
書
で
も

あ
る
県
生
涯
学
習
課
の
佐
久
間
絵
梨
さ
ん
は

　プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
進
め
る
た
め
、
生
涯
学

習
課
は
2
0
2
2
年
の
2
月
、
県
内
市
町
村

に
向
け
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
説
明
し
、「
記
憶

遺
産
」
へ
の
協
力
を
求
め
た
。
す
ぐ
に
市
川

三
郷
町
が
名
乗
り
出
て
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は

順
調
に
始
ま
る
か
に
見
え
た
の
だ
が
―
―
。

　2
0
2
2
年
8
月
、
市
川
三
郷
町
生
涯
学

習
セ
ン
タ
ー
の
会
議
室
で
、
県
庁
職
員
と
町

職
員
ら
8
人
の
男
女
が
頭
を
抱
え
て
い
た
。

　記
憶
遺
産
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
扱
う
べ
き

テ
ー
マ
が
ど
う
に
も
し
っ
く
り
こ
な
い
か
ら

だ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
当
初
町
か
ら
出
さ

れ
た
ア
イ
デ
ア
は
、伝
統
産
業
の
花
火
、印
鑑
、

大
塚
人
参
。

　ど
の
案
も
産
業
に
傾
き
が
ち
で
、
知
事
が

言
う
「
地
域
の
多
様
な
方
々
の
体
験
や
ス

ト
ー
リ
ー
と
い
っ
た
〝
ふ
る
さ
と
の
記
憶
〞
」

と
言
え
る
だ
ろ
う
か
…
…
。

　口
数
が
少
な
く
な
っ
た
会
議
室
で
、
生
涯

学
習
課
の
課
長
補
佐
で
あ
る
伊
藤
伸
二
さ
ん

が
発
言
し
た
。

　「祭
り
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
？
」

　地
元
の
旧
市
川
大
門
町
出
身
の
伊
藤
さ
ん

は
さ
ら
に
続
け
た
。

　「市
川
三
郷
町
に
は
た
く
さ
ん
の
祭
り
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
こ
そ
口
伝
で
し
か
残
っ
て

い
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。
地
元
の
人
た
ち

は
知
っ
て
い
て
も
、
多
く
の
県
民
は
知
ら
な

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

　祭
り
の
中
に
は
コ
ロ
ナ
禍
で
中
止
に
な
り
、

そ
の
ま
ま
途
絶
え
て
し
ま
い
そ
う
な
も
の
も

　消
え
ゆ
く
歴
史
と
文
化
を
残
そ
う
と
、
山

梨
県
は「
山
梨
ふ
る
さ
と
記
憶
遺
産
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
」
を
始
め
、
2
0
2
3
年
3
月
、
2
つ

の
冊
子
が
出
来
上
が
っ
た
。
そ
の
一
つ
、
市

川
三
郷
町
の
テ
ー
マ
は
「
祭
り
」。

町
の
当
た
り
前
は
外
の
世
界
か
ら
み
る
と
極

め
て
ユ
ニ
ー
ク
だ
っ
た
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
今
後
に
つ
い
て
、
こ
う
語

る
。　「図

書
館
に
は
い
ろ
い
ろ
な
機
能
が
あ
り
ま

す
が
、
地
元
の
郷
土
資
料
を
保
存
し
て
活
用

し
て
も
ら
う
よ
う
に
す
る
こ
と
も
大
事
な
機

能
で
す
。
そ
の
図
書
館
に
行
か
な
け
れ
ば
見

ら
れ
な
い
冊
子
を
作
る
こ
と
で
、
図
書
館
の

魅
力
を
高
め
、
教
育
や
観
光
に
も
利
活
用
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
」

　い
つ
も
〝
そ
こ
に
あ
る
日
常
〞
に
光
が
当

た
る
ま
で
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
追
っ
た
。

 
　山
梨
県
の
各
地
域
に
は
無
名
の
先
人
た
ち

が
数
多
の
困
難
を
乗
り
越
え
て
築
き
あ
げ
て

き
た
ス
ト
ー
リ
ー
が
あ
る
。
し
か
し
、
少
子

高
齢
化
が
進
み
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
社
会
の
変

化
が
進
む
中
、
語
り
部
は
次
第
に
姿
を
消
し
、

口
伝
は
歴
史
の
中
に
埋
も
れ
て
ゆ
く
。

　こ
の
ま
ま
で
い
い
の
か
―
―
。
2
0
2
1

年
6
月
定
例
県
議
会
で
話
題
に
な
っ
た
。

宮
本
秀
憲
県
議

　オ
ン
ラ
イ
ン
化
が
進
み
、

図
書
館
に
行
か
な
く
て
も
ス
マ
ホ
で
さ
ま
ざ

ま
な
情
報
を
入
手
で
き
る
時
代
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
言
い
伝
え
と
な
っ
て
い
る
地
域
独

自
の
歴
史
、
無
形
文
化
な
ど
（
は
形
に
し
て

残
さ
な
け
れ
ば
途
絶
え
て
し
ま
う
。
こ
れ
ら
）

を
地
域
の
図
書
館
が
主
体
と
な
っ
て
保
存
す

べ
き
で
は
な
い
か
。
そ
の
図
書
館
を
訪
れ
な

け
れ
ば
知
り
得
な
い
こ
と
が
あ
れ
ば
、
地
域

の
図
書
館
の
付
加
価
値
を
高
め
る
こ
と
に
な

る
の
で
は
な
い
か
。

長
崎
知
事

　県
内
各
地
に
伝
わ
る
記
憶
を
後

世
に
引
き
継
ぐ
こ
と
は
極
め
て
重
要
だ
。
地

域
固
有
の
文
化
と
歴
史
を
記
録
・
発
信
・
継

承
す
る
拠
点
の
機
能
を
地
域
図
書
館
が
担
う

と
い
う
こ
と
は
、
十
分
に
検
討
に
値
す
る
。

　さ
ら
に
知
事
は
答
弁
を
続
け
た
。

　「継
承
さ
れ
る
べ
き
地
域
の
文
化
と
歴
史

は
、
正
史
と
し
て
の
郷
土
史
に
と
ど
ま
ら
ず
、

地
域
の
多
様
な
方
々
の
体
験
や
ス
ト
ー
リ
ー

と
い
っ
た
〝
ふ
る
さ
と
の
記
憶
〞
を
収
集
し

た
も
の
で
あ
れ
ば
と
考
え
る
」

　こ
の
知
事
答
弁
を
き
っ
か
け
に
、「
山
梨
ふ

る
さ
と
記
憶
遺
産
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が

2
0
2
2
年
に
始
ま
っ
た
。
目
的
は
「
県
内

各
地
の
歴
史
や
文
化
、
人
々
の
体
験
、
先
人

た
ち
の
記
憶
や
物
語
な
ど
を
記
録
・
収
集
し
、

保
存
し
活
用
し
て
い
く
た
め
」
だ
。

あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
い
ま
「
記
憶
遺
産
」
と

し
て
取
り
上
げ
る
の
は
、
タ
イ
ミ
ン
グ
と
し

て
も
悪
く
な
い
。
だ
が
、
市
川
三
郷
町
立
図

書
館
の
小
林
可
苗
さ
ん
は
「
自
分
の
一
存
で

は
決
め
ら
れ
な
い
」
と
答
え
て
、
い
っ
た
ん

町
に
持
ち
帰
っ
て
検
討
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　伝
統
産
業
に
恵
ま
れ
た
市
川
三
郷
町
は
、

年
間
を
通
じ
て
極
め
て
多
く
の
祭
り
が
催
さ

れ
る
全
国
的
に
も
珍
し
い
地
域
で
も
あ
っ
た
。

　民
俗
学
者
の
柳
田
國
男
は
日
本
人
の
伝
統

的
な
世
界
観
と
し
て
「
ハ
レ
と
ケ
」
の
概
念

を
唱
え
た
。
非
日
常
な
祭
り
や
儀
礼
、
年
中

行
事
が
「
ハ
レ
」
で
、
日
常
の
普
段
の
生
活

が「
ケ
」。「
晴
れ
着
」は
ま
さ
し
く「
ハ
レ
の
日
」

の
た
め
の
衣
装
の
こ
と
を
い
う
。

　そ
ん
な
「
ハ
レ
」
の
祭
り
が
市
川
三
郷
町

で
は
日
常
に
溶
け
込
ん
で
い
る
。
こ
の
町
で

は
、
年
間
1
0
0
日
も
の
多
様
な
祭
り
が
あ

る
と
い
う
。
年
間
3
6
5
日
、
粗
い
計
算
で

3
・
5
日
に
1
回
は
開
か
れ
、
週
に
2
回
は

ど
こ
か
で
祭
り
が
あ
る
。
こ
れ
だ
け
多
く
の

祭
り
が
あ
る
と
、
ハ
レ
と
ケ
の
境
界
は
あ
い

ま
い
に
な
っ
て
く
る
。

　「町
の
当
た
り
前
」
や
「
町
民
の
記
憶
の
中

だ
け
に
あ
る
祭
り
」
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に

町
立
図
書
館
の
小
林
さ
ん
ら
は
一
抹
の
不
安

を
抱
い
て
い
た
が
、「
祭
り
の
記
録
を
文
字
と

し
て
残
す
こ
と
は
、
今
後
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
」（
小
林
さ
ん
）
と
賛
同
し
た
。
こ

う
し
て
、
テ
ー
マ
は
「
祭
り
」
に
決
ま
っ
た
。

　し
か
し
、
多
く
の
祭
り
が
あ
っ
て
全
て
を

取
材
す
る
こ
と
は
現
実
的
に
難
し
い
。
ど
の

祭
り
を
本
に
書
く
か
、
誰
に
話
を
聞
く
べ
き

か
、
は
小
林
さ
ん
に
託
さ
れ
た
。

　「町
の
人
の
協
力
を
得
て
、
取
材
対
象
者

を
選
び
ま
し
た
。
取
材
は
11
月
の
1
日
か
ら

11
月
の
8
日
の
間
に
短
期
間
で
行
い
ま
し

た
。
1
人
ず
つ
聞
い
た
方
も
い
れ
ば
、
3
人

集
め
て
座
談
会
と
い
う
よ
う
な
形
を
と
っ
た

と
き
も
あ
り
ま
す
。
座
談
会
形
式
だ
と
、
参

加
者
の
話
が
呼
び
水
に
な
っ
て
よ
り
幅
広
い

話
を
聞
け
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
」

（
小
林
さ
ん
）

　取
材
を
続
け
る
中
、
す
で
に
中
止
と
な
っ

て
い
た
祭
り
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
言
い
伝
え

消
え
ゆ
く
語
り
部

「
祭
り
」に
決
定
、取
材
を
開
始

「
祭
り
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
？
」

地
域
の
先
人
た
ち
が
伝
え
て
き
た

物
語
を
残
し
て
い
き
た
い

祭
り
が
続
く
日
常「
ハ
レ
と
ケ
」が

一
体
と
な
っ
た
市
川
三
郷
町

教
育
や
観
光
に
も
記
憶
遺
産
を
活
用 記憶遺産プロジェクトを手がける生涯学習課のメンバー。

左から、伊藤伸二課長補佐、辻由樹主幹、佐久間絵梨技師

表門神社の御幸祭で神輿が渡河する「芦川の川渡り」

「記憶遺産」の冊子を手にする市川三郷町立図書館の小林可苗さん

冊子は2冊ともA4判、32ページ。「山梨ふるさと記憶遺産　甲州市」は甲
州市立図書館と山梨県立図書館に、「山梨ふるさと記憶遺産　市川三
郷町」は市川三郷町立図書館と山梨県立図書館に所蔵されています。

やまなし in depth
フルバージョンはこちらから

「
町
の
当
た
り
前
」も
ユ
ニ
ー
ク
な

「
ハ
レ
と
ケ
」に

　危
機
に
瀕
す
る
祭
り
の

口
伝
を
次
世
代
に
残
し
た
い

言
い
伝
え
と
な
っ
て
い
る
地
域
の
歴
史
や
無
形
文
化
を
図
書
館
が
主
体

と
な
り
保
存
す
る「
山
梨
ふ
る
さ
と
記
憶
遺
産
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」。

そ
の
背
景
や
現
状
に
つ
い
て
、や
ま
な
し 

i
n  

d
e
p
t
h 

か
ら
ダ
イ

ジ
ェ
ス
ト
版
で
お
届
け
し
ま
す
。
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で
し
か
な
か
っ
た
多
く
の
こ
と
を
発
掘
し
、

文
字
に
記
す
こ
と
が
で
き
た
。

 

　小
林
さ
ん
が
収
集
し
た
「
記
憶
遺
産
」
は

町
立
図
書
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
消
え
よ

う
と
し
て
い
た
祭
り
は
、
形
を
変
え
て
後
世

に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　旧
市
川
大
門
町
出
身
の
伊
藤
さ
ん
は
故
郷

に
想
い
を
寄
せ
た
。

「
高
校
ま
で
過
ご
し
た
私
の
故
郷
を
あ
ら
た

め
て
訪
ね
て
み
る
と
、
に
ぎ
や
か
だ
っ
た
街

並
み
は
だ
い
ぶ
寂
し
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。

今
回
の
『
記
憶
遺
産
』
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で

取
り
上
げ
た
祭
り
を
契
機
に
、
再
び
故
郷
が

元
気
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
し
た
」

　小
林
さ
ん
も
今
回
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
通

じ
て
〝
新
た
な
気
づ
き
〞
が
あ
っ
た
と
い
う
。

「
町
の
人
が
当
た
り
前
と
思
っ
て
い
る
こ
と
で

も
、
異
な
る
視
点
か
ら
み
る
と
当
た
り
前
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。
市
川

三
郷
町
に
は
後
世
に
残
す
べ
き
文
化
や
遺
産

が
ま
だ
ま
だ
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
し
た
」

　こ
の
記
憶
遺
産
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
今
年

度
も
続
く
。

　出
来
上
が
っ
た
冊
子
は
、
そ
の
地
域
の
図

書
館
に
収
蔵
さ
れ
、「
文
化
と
歴
史
の
記
録
・

発
信
・
継
承
の
拠
点
」
と
な
る
。
司
書
で
も

あ
る
県
生
涯
学
習
課
の
佐
久
間
絵
梨
さ
ん
は

　プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
進
め
る
た
め
、
生
涯
学

習
課
は
2
0
2
2
年
の
2
月
、
県
内
市
町
村

に
向
け
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
説
明
し
、「
記
憶

遺
産
」
へ
の
協
力
を
求
め
た
。
す
ぐ
に
市
川

三
郷
町
が
名
乗
り
出
て
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は

順
調
に
始
ま
る
か
に
見
え
た
の
だ
が
―
―
。

　2
0
2
2
年
8
月
、
市
川
三
郷
町
生
涯
学

習
セ
ン
タ
ー
の
会
議
室
で
、
県
庁
職
員
と
町

職
員
ら
8
人
の
男
女
が
頭
を
抱
え
て
い
た
。

　記
憶
遺
産
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
扱
う
べ
き

テ
ー
マ
が
ど
う
に
も
し
っ
く
り
こ
な
い
か
ら

だ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
当
初
町
か
ら
出
さ

れ
た
ア
イ
デ
ア
は
、伝
統
産
業
の
花
火
、印
鑑
、

大
塚
人
参
。

　ど
の
案
も
産
業
に
傾
き
が
ち
で
、
知
事
が

言
う
「
地
域
の
多
様
な
方
々
の
体
験
や
ス

ト
ー
リ
ー
と
い
っ
た
〝
ふ
る
さ
と
の
記
憶
〞
」

と
言
え
る
だ
ろ
う
か
…
…
。

　口
数
が
少
な
く
な
っ
た
会
議
室
で
、
生
涯

学
習
課
の
課
長
補
佐
で
あ
る
伊
藤
伸
二
さ
ん

が
発
言
し
た
。

　「祭
り
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
？
」

　地
元
の
旧
市
川
大
門
町
出
身
の
伊
藤
さ
ん

は
さ
ら
に
続
け
た
。

　「市
川
三
郷
町
に
は
た
く
さ
ん
の
祭
り
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
こ
そ
口
伝
で
し
か
残
っ
て

い
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。
地
元
の
人
た
ち

は
知
っ
て
い
て
も
、
多
く
の
県
民
は
知
ら
な

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

　祭
り
の
中
に
は
コ
ロ
ナ
禍
で
中
止
に
な
り
、

そ
の
ま
ま
途
絶
え
て
し
ま
い
そ
う
な
も
の
も

　消
え
ゆ
く
歴
史
と
文
化
を
残
そ
う
と
、
山

梨
県
は「
山
梨
ふ
る
さ
と
記
憶
遺
産
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
」
を
始
め
、
2
0
2
3
年
3
月
、
2
つ

の
冊
子
が
出
来
上
が
っ
た
。
そ
の
一
つ
、
市

川
三
郷
町
の
テ
ー
マ
は
「
祭
り
」。

町
の
当
た
り
前
は
外
の
世
界
か
ら
み
る
と
極

め
て
ユ
ニ
ー
ク
だ
っ
た
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
今
後
に
つ
い
て
、
こ
う
語

る
。　「図

書
館
に
は
い
ろ
い
ろ
な
機
能
が
あ
り
ま

す
が
、
地
元
の
郷
土
資
料
を
保
存
し
て
活
用

し
て
も
ら
う
よ
う
に
す
る
こ
と
も
大
事
な
機

能
で
す
。
そ
の
図
書
館
に
行
か
な
け
れ
ば
見

ら
れ
な
い
冊
子
を
作
る
こ
と
で
、
図
書
館
の

魅
力
を
高
め
、
教
育
や
観
光
に
も
利
活
用
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
」

　い
つ
も
〝
そ
こ
に
あ
る
日
常
〞
に
光
が
当

た
る
ま
で
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
追
っ
た
。

 

　山
梨
県
の
各
地
域
に
は
無
名
の
先
人
た
ち

が
数
多
の
困
難
を
乗
り
越
え
て
築
き
あ
げ
て

き
た
ス
ト
ー
リ
ー
が
あ
る
。
し
か
し
、
少
子

高
齢
化
が
進
み
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
社
会
の
変

化
が
進
む
中
、
語
り
部
は
次
第
に
姿
を
消
し
、

口
伝
は
歴
史
の
中
に
埋
も
れ
て
ゆ
く
。

　こ
の
ま
ま
で
い
い
の
か
―
―
。
2
0
2
1

年
6
月
定
例
県
議
会
で
話
題
に
な
っ
た
。

宮
本
秀
憲
県
議

　オ
ン
ラ
イ
ン
化
が
進
み
、

図
書
館
に
行
か
な
く
て
も
ス
マ
ホ
で
さ
ま
ざ

ま
な
情
報
を
入
手
で
き
る
時
代
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
言
い
伝
え
と
な
っ
て
い
る
地
域
独

自
の
歴
史
、
無
形
文
化
な
ど
（
は
形
に
し
て

残
さ
な
け
れ
ば
途
絶
え
て
し
ま
う
。
こ
れ
ら
）

を
地
域
の
図
書
館
が
主
体
と
な
っ
て
保
存
す

べ
き
で
は
な
い
か
。
そ
の
図
書
館
を
訪
れ
な

け
れ
ば
知
り
得
な
い
こ
と
が
あ
れ
ば
、
地
域

の
図
書
館
の
付
加
価
値
を
高
め
る
こ
と
に
な

る
の
で
は
な
い
か
。

長
崎
知
事

　県
内
各
地
に
伝
わ
る
記
憶
を
後

世
に
引
き
継
ぐ
こ
と
は
極
め
て
重
要
だ
。
地

域
固
有
の
文
化
と
歴
史
を
記
録
・
発
信
・
継

承
す
る
拠
点
の
機
能
を
地
域
図
書
館
が
担
う

と
い
う
こ
と
は
、
十
分
に
検
討
に
値
す
る
。

　さ
ら
に
知
事
は
答
弁
を
続
け
た
。

　「継
承
さ
れ
る
べ
き
地
域
の
文
化
と
歴
史

は
、
正
史
と
し
て
の
郷
土
史
に
と
ど
ま
ら
ず
、

地
域
の
多
様
な
方
々
の
体
験
や
ス
ト
ー
リ
ー

と
い
っ
た
〝
ふ
る
さ
と
の
記
憶
〞
を
収
集
し

た
も
の
で
あ
れ
ば
と
考
え
る
」

　こ
の
知
事
答
弁
を
き
っ
か
け
に
、「
山
梨
ふ

る
さ
と
記
憶
遺
産
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が

2
0
2
2
年
に
始
ま
っ
た
。
目
的
は
「
県
内

各
地
の
歴
史
や
文
化
、
人
々
の
体
験
、
先
人

た
ち
の
記
憶
や
物
語
な
ど
を
記
録
・
収
集
し
、

保
存
し
活
用
し
て
い
く
た
め
」
だ
。

あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
い
ま
「
記
憶
遺
産
」
と

し
て
取
り
上
げ
る
の
は
、
タ
イ
ミ
ン
グ
と
し

て
も
悪
く
な
い
。
だ
が
、
市
川
三
郷
町
立
図

書
館
の
小
林
可
苗
さ
ん
は
「
自
分
の
一
存
で

は
決
め
ら
れ
な
い
」
と
答
え
て
、
い
っ
た
ん

町
に
持
ち
帰
っ
て
検
討
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　伝
統
産
業
に
恵
ま
れ
た
市
川
三
郷
町
は
、

年
間
を
通
じ
て
極
め
て
多
く
の
祭
り
が
催
さ

れ
る
全
国
的
に
も
珍
し
い
地
域
で
も
あ
っ
た
。

　民
俗
学
者
の
柳
田
國
男
は
日
本
人
の
伝
統

的
な
世
界
観
と
し
て
「
ハ
レ
と
ケ
」
の
概
念

を
唱
え
た
。
非
日
常
な
祭
り
や
儀
礼
、
年
中

行
事
が
「
ハ
レ
」
で
、
日
常
の
普
段
の
生
活

が「
ケ
」。「
晴
れ
着
」は
ま
さ
し
く「
ハ
レ
の
日
」

の
た
め
の
衣
装
の
こ
と
を
い
う
。

　そ
ん
な
「
ハ
レ
」
の
祭
り
が
市
川
三
郷
町

で
は
日
常
に
溶
け
込
ん
で
い
る
。
こ
の
町
で

は
、
年
間
1
0
0
日
も
の
多
様
な
祭
り
が
あ

る
と
い
う
。
年
間
3
6
5
日
、
粗
い
計
算
で

3
・
5
日
に
1
回
は
開
か
れ
、
週
に
2
回
は

ど
こ
か
で
祭
り
が
あ
る
。
こ
れ
だ
け
多
く
の

祭
り
が
あ
る
と
、
ハ
レ
と
ケ
の
境
界
は
あ
い

ま
い
に
な
っ
て
く
る
。

　「町
の
当
た
り
前
」
や
「
町
民
の
記
憶
の
中

だ
け
に
あ
る
祭
り
」
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に

町
立
図
書
館
の
小
林
さ
ん
ら
は
一
抹
の
不
安

を
抱
い
て
い
た
が
、「
祭
り
の
記
録
を
文
字
と

し
て
残
す
こ
と
は
、
今
後
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
」（
小
林
さ
ん
）
と
賛
同
し
た
。
こ

う
し
て
、
テ
ー
マ
は
「
祭
り
」
に
決
ま
っ
た
。

　し
か
し
、
多
く
の
祭
り
が
あ
っ
て
全
て
を

取
材
す
る
こ
と
は
現
実
的
に
難
し
い
。
ど
の

祭
り
を
本
に
書
く
か
、
誰
に
話
を
聞
く
べ
き

か
、
は
小
林
さ
ん
に
託
さ
れ
た
。

　「町
の
人
の
協
力
を
得
て
、
取
材
対
象
者

を
選
び
ま
し
た
。
取
材
は
11
月
の
1
日
か
ら

11
月
の
8
日
の
間
に
短
期
間
で
行
い
ま
し

た
。
1
人
ず
つ
聞
い
た
方
も
い
れ
ば
、
3
人

集
め
て
座
談
会
と
い
う
よ
う
な
形
を
と
っ
た

と
き
も
あ
り
ま
す
。
座
談
会
形
式
だ
と
、
参

加
者
の
話
が
呼
び
水
に
な
っ
て
よ
り
幅
広
い

話
を
聞
け
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
」

（
小
林
さ
ん
）

　取
材
を
続
け
る
中
、
す
で
に
中
止
と
な
っ

て
い
た
祭
り
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
言
い
伝
え

消
え
ゆ
く
語
り
部

「
祭
り
」に
決
定
、取
材
を
開
始

「
祭
り
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
？
」

地
域
の
先
人
た
ち
が
伝
え
て
き
た

物
語
を
残
し
て
い
き
た
い

祭
り
が
続
く
日
常「
ハ
レ
と
ケ
」が

一
体
と
な
っ
た
市
川
三
郷
町

教
育
や
観
光
に
も
記
憶
遺
産
を
活
用 記憶遺産プロジェクトを手がける生涯学習課のメンバー。

左から、伊藤伸二課長補佐、辻由樹主幹、佐久間絵梨技師

表門神社の御幸祭で神輿が渡河する「芦川の川渡り」

「記憶遺産」の冊子を手にする市川三郷町立図書館の小林可苗さん

冊子は2冊ともA4判、32ページ。「山梨ふるさと記憶遺産　甲州市」は甲
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やまなし in depth
フルバージョンはこちらから

「
町
の
当
た
り
前
」も
ユ
ニ
ー
ク
な

「
ハ
レ
と
ケ
」に

　危
機
に
瀕
す
る
祭
り
の

口
伝
を
次
世
代
に
残
し
た
い

言
い
伝
え
と
な
っ
て
い
る
地
域
の
歴
史
や
無
形
文
化
を
図
書
館
が
主
体

と
な
り
保
存
す
る「
山
梨
ふ
る
さ
と
記
憶
遺
産
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」。

そ
の
背
景
や
現
状
に
つ
い
て
、や
ま
な
し 

i
n  

d
e
p
t
h 

か
ら
ダ
イ

ジ
ェ
ス
ト
版
で
お
届
け
し
ま
す
。
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