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８
月
初
旬
、
豊
島
町
の
集
会
所
で
行
わ

れ
た
市
の
無
形
民
俗
文
化
財
で
あ
る
豊
島

の
大
念
仏
の
練
習
を
取
材
し
ま
し
た
。

　

大
念
仏
（
念
仏
踊
り
）
と
は
、
初
盆
の

霊
を
供
養
す
る
た
め
の
行
事
で
す
。
も
と

も
と
布
教
活
動
で
あ
っ
た
念
仏
が
、
中
世

以
降
に
鉦か

ね

を
叩
き
踊
る
念
仏
踊
り
や
盆
の

行
事
と
混
ざ
り
合
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、

放ほ
う

下か

芸
能
者
の
踊
り
や
地
方
ご
と
の
風
習

が
加
わ
り
、
複
雑
に
変
化
し
な
が
ら
庶
民

に
も
普
及
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

大
念
仏
は
、
こ
の
地
方
で
い
つ
か
ら
始

ま
っ
た
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
現
在
で
も

盛
ん
な
遠
州
地
方
や
関
西
地
方
の
影
響
も

受
け
て
い
る
と
も
い
わ
れ
、
そ
の
成
り
立
ち

は
な
ぞ
で
す
。
半
島
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
行

わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
明
治
時
代
か

ら
廃
れ
て
い
き
ま
し
た
。
続
い
て
い
た
日

出
町
で
も
昭
和
の
初
め
に
、
神
戸
町
の
市

場
や
谷
ノ
口
、
六
連
町
の
百
々
、
高
松
町

の
一
色
で
も
昭
和
40
年
ご
ろ
に
は
行
わ
れ

な
く
な
り
ま
し
た
。
現
在
、
残
っ
て
い
る

の
は
豊
島
だ
け
で
す
が
、
後
継
者
不
足
で

何
度
も
休
止
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
保
存

会
の
皆
さ
ん
の
熱
意
に
よ
り
、
平
成
16
年

に
20
年
ぶ
り
に
再
開
を
果
た
し
た
の
で
す
。

　

豊
島
の
大
念
仏
は
、
８
月
13
日
の
夕
方

か
ら
、
光
福
寺
の
境
内
を
起
点
と
し
、
太

鼓
と
鉦
の
囃
子
を
奏
で
な
が
ら
初
盆
の
お

宅
を
ま
わ
り
踊
り
ま
す
。

　

ご
ざ
の
上
で
大
太
鼓
１
、
小
太
鼓
２
、

鉦
２
（
青
年
）、
花
笠
６
（
子
ど
も
）
が
音

頭
取
り
に
合
わ
せ
て
、
念
仏
や
歌
枕
を
唱

和
し
太
鼓
や
鉦
を
叩
き
ま
す
。
太
鼓
の
撥ば

ち

は
あ
た
か
も
、
刃
物
で
切
り
裂
く
よ
う
に

鋭
く
、
踊
る
よ
う
に
振
り
な
が
ら
叩
き
ま

す
。
時
に
は
飛
び
跳
ね
、
ポ
ー
ズ
を
決
め
、

激
し
く
動
き
な
が
ら
叩
く
の
で
す
。
約
30

分
間
の
上
演
で
す
が
、
何
と
も
厳
粛
な
空

気
に
包
ま
れ
て

い
ま
す
。
供
養

と
い
う
こ
と
が

第
一
の
目
的
で

あ
る
か
ら
で

し
ょ
う
。
し
か

し
私
は
、「
な

か
な
か
カ
ッ
コ

い
い
」
と
も
思

い
ま
し
た
。

　

ま
た
豊
島
の

大
念
仏
で
は
、

子
ど
も
の
花
笠

が
特
徴
で
す
。

　
地
域
を
つ
な
ぐ
民
俗
芸
能

　「
豊
島
の
大
念
仏
」

花
笠
を
太
鼓
に
合
わ
せ
床
に
つ
け
、
左
右

に
回
し
ま
す
。
他
の
地
方
と
違
い
、
か
わ

い
ら
し
く
華
や
か
で
す
。
か
つ
て
は
、
踊

り
の
人
数
、
役
割
の
年
齢
、
上
演
場
所
が

決
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
初
盆
の
お
宅

か
ら
公
民
館
な
ど
時
代
と
と
も
に
変
化

し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
地
域
で
祖
先
を

供
養
す
る
優
し
い
気
持
ち
、
続
け
る
行
動

力
は
変
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
地
元

の
田
原
東
部
小
学
校
で
は
、
平
成
18
年
か

ら
学
芸
会
で
演
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
後
継
者
は
徐
々
に
育
っ
て
い
る
よ
う

で
す
。

　

取
材
中
、「
こ
の
伝
統
は
絶
や
さ
な
い
」

と
胸
を
張
っ
て
答
え
た
高
校
生
に
地
域
を

つ
な
ぐ
大
切
さ
を
教
え
ら
れ
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
増
山
）

【
表
紙
の
写
真
】吉
胡
貝
塚
資
料
館（
吉
胡
町
）

▼
縄
文
時
代
を
体
感
で
き
る

シ
ェ
ル
マ
よ
し
ご
。吉
胡
貝

塚
資
料
館
の
、さ
ま
ざ
ま
な

体
験
講
座
も
魅
力
の
一
つ
で
す
。何
を

隠
そ
う
、10
年
ほ
ど
前
に『
ま
が
玉
作

り
』に
は
ま
っ
た
こ
と
が
あ
る
私
。こ

だ
わ
り
の
道
具
や
石
を
そ
ろ
え
、毎

夜
、石
を
削
っ
て
い
ま
し
た
。撮
影
で

縄
文
空
間
に
い
た
せ
い
か
、ま
が
玉
を

ま
た
作
り
た
く
な
り
ま
し
た
…
。（
Ｏ
）
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▲市の無形民俗文化財「豊島の大念仏」（昭和 40 年指定）

▲鮮やかな花笠を回す子どもたち（光福寺にて）

※ 

中
世
に
盛
ん
だ
っ
た
大
道
芸
の
一
種
の
曲

　  

芸
、踊
り
な
ど
の
芸
能

※


