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園
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
思
い
が
あ
っ
た

の
だ
そ
う
で
す
。
そ
の
昔
、
末
広
町
に

も
神
輿
が
あ
り
祇
園
神
事
を
行
っ
て
い

い
た
そ
う
で
す
。
あ
る
と
き
、
祭
り
の

勢
い
で
喧
嘩
が
起
こ
り
、
そ
の
後
、
神
輿

を
出
さ
な
く
な
っ
た
。
六
十
年
以
上
も

前
の
こ
と
。
で
も
、楽
し
か
っ
た
祇
園
祭

を
、
神
輿
を
担
ぐ
興
奮
を
子
供
た
ち
に

味
あ
わ
せ
て
あ
げ
た
い
。
そ
の
思
い
が

ひ
と
つ
に
な
り
、現
在
も
ふ
た
つ
の
町
が

ひ
と
つ
に
な
っ
て
祭
り
を
祝
っ
て
い
ま

す
。
平
成
二
九
年
、
松
尾
町
の
小
学
生

は
三
人
。
末
広
町
は
０
人
で
す
。
で
も
、

祇
園
に
な
る
と
子
供
た
ち
が
集
ま
り
ま

す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
町
で
育
っ
た
子
供
た

ち
が
子
供
を
連
れ
て
帰
っ
て
き
ま
す
。

楽
し
か
っ
た
祭
り
を
、ま
た
子
供
と
一
緒

に
楽
し
も
う
と
。

　

今
年
八
二
歳
を
迎
え
る
神
輿
は
、
永

い
年
月
の
間
に
細
か
な
装
飾
は
傷
ん
だ

り
、
剥
げ
た
り
。
縛
り
上
げ
る
と
き
の

軋
む
音
も
そ
の
ま
ま
に
時
が
過
ぎ
ま
し

た
時
期
に
お
金

を
出
し
合
っ
て
、

今
日
の
一
千
万

円
を
超
え
る
金

で
神
輿
を
購
入

し
、
松
尾
町
の
神

輿
を
上
げ
た
先

輩
の
方
々
の
心

意
気
に
頭
が
下
が
り
ま
す
（
Ｙ.

Ｋ
さ
ん

八
六
歳
）」。

　

そ
し
て
日
本
は
重
苦
し
い
戦
争
の
時

代
を
迎
え
ま
す
。「
戦
争
中
、
近
所
の
お

宅
の
蔵
の
中
の
奥
の
方
に
お
神
輿
が
あ

っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
軍
か
ら

の
供
出
命
令
か
ら
逃
れ
る
よ
う
に
隠
し

て
お
い
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
お
か
げ
で

無
事
に
残
り
ま
し
た
（
Ｔ.

Ｔ
さ
ん
八
十

歳
）」。

　

戦
後
の
復
興
と
共
に
、
祇
園
際
は
町

の
人
々
の
結
束
を
強
め
な
が
ら
上
田
の

夏
祭
り
と
し
て
賑
わ
い
を
増
し
て
行
き

ま
す
。「
松
尾
町
の
御
神
輿
は
、
宮
神
輿

で
、
そ
の
立
派
な
造
り
は
子
供
心
に
も

自
慢
で
し
た
。
大
人
達
も
塗
り
の
屋
根

に
水
を
か
け
ら
れ
て
傷
ま
な
い
よ
う
に
、

水
を
か
け
る
店
先
は
避
け
て
練
っ
た
そ

う
で
す
。
そ
の
く
せ
事
務
所
に
戻
る
と

片
付
け
も
そ
こ
そ
こ
に
、
飲
み
に
飛
び

出
し
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
（
Ｙ.

Ｈ
さ
ん

八
十
歳
）」。

　

松
尾
町
の
祇
園
祭
り
で
際
立
っ
て
い

た
の
が
、
女
の
子
の
行
列
で
し
た
。
昼

夜
の
計
三
回
、
神
輿
と
一
緒
に
練
り
歩

く
姿
は
、
祭
り
の
情
景
を
一
層
美
し
く

賑
や
か
な
も
の
に
し
て
い
ま
し
た
。「
頭

は
朱
の
茅
で
決
め
た
菅
笠
、
身
は
上
半

身
を
当
時
流
行
の
ボ
イ
ル
と
い
う
布
地

で
、絽
の
黒
の
衿
を
か
け
た
下
着
と
、赤
・

黄
・
紺
の
蝶
柄
の
着
物
を
重
ね
て
着
て
、

そ
の
蝶
の
片
袖
を
脱
ぐ
と
、
小
鈴
を
縫

い
付
け
た
下
着
の
麻
の
葉
柄
の
袖
が
出

る
。
下
は
紺
色
の
『
た
っ
つ
け
』
で
纏
め

て
い
た
。
足
元
は
白
足
袋
に
草
履
姿
で

締
め
上
げ
て
、
右
手
に『
錫
杖
』、
左
手
に

は
松
尾
町
の
名
入
れ
の
提
灯
を
持
っ
た

『
手
古
舞
姿
』
の
行
列
で
、
他
町
の
羨
望

　

表
紙
の
白
黒
写
真
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。
昭
和
十
年
に
松
尾
町
が
神
輿
を
購

入
し
た
と
き
の
記
念
写
真
で
す
。
そ
れ

か
ら
八
二
年
を
経
た
今
年
、
大
規
模
な

修
復
を
行
い
、
再
び
美
し
い
姿
を
と
り

戻
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
町
内
の
八
十

歳
～
九
二
歳
の
先
輩
方
に
う
か
が
っ
た

思
い
出
を
交
え
な
が
ら
松
尾
町
の
神
輿

に
つ
い
て
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

昭
和
十
年
と
い
え
ば
、
昭
和
の
恐
慌

か
ら
の
復
興
も
儘
な
ら
ぬ
情
勢
の
中
で

日
中
戦
争
に
向
か
う
頃
で
し
た
。「
そ
れ

ぞ
れ
の
商
店
も
決
し
て
楽
で
は
な
か
っ

の
的
で
あ
っ
た
、
と
の
記
録
が
あ
り
ま

す
（
Ｍ.

Ｓ
さ
ん
九
二
歳
）」。
神
輿
新
調

の
時
期
は
各
家
で
衣
装
を
揃
え
て
い
ま

し
た
が
、
昭
和
二
八
年
に
町
で
買
い
揃

え
、『
た
っ
つ
け
』も
浅
黄
色
に
変
わ
り
ま

し
た
。
そ
の
衣
装
は
今
も
松
尾
町
の
倉

庫
の
茶
箱
の
中
に
眠
っ
て
い
ま
す
。

　

昭
和
二
九
年
の
写
真
に
は
小
中
学
生

の
四
十
名
ほ
ど
の
女
の
子
達
が
映
っ
て

い
ま
す
。
こ
ん
な
に
可
愛
い
子
供
達
が

沢
山
住
ん
で
い
ま
し
た
。
男
の
子
達
も

大
勢
い
て
、
戦
後
の
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
、
団

塊
の
世
代
の
人
達
を
加
え
町
中
が
子
供

達
の
声
で
溢
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、

年
を
経
る
と
と
も
に
大
人
も
子
供
も
減

っ
て
行
き
ま
す
。

　

昭
和
四
五
年
以

来
、
松
尾
町
は
末
広

町
と
合
同
で
祇
園
を

祝
っ
て
い
ま
す
。
二

町
が
一
緒
に
な
っ
た

背
景
に
は
子
供
が
少

な
く
な
っ
た
と
い
う

現
実
も
あ
り
ま
す

が
、
末
広
町
に
は
祇
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た
。「
自
治
会
の
会
計
や
自
治
会
長
を
務

め
さ
せ
て
頂
い
た
頃
に
も
幾
度
か
買
い

換
え
の
話
が
出
ま
し
た
が
、
諸
先
輩
方

が
心
を
合
せ
て
購
入
し
、
大
切
に
守
っ

て
来
た
神
輿
を
買
い
替
え
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
。（
Ｈ.

Ｎ
さ
ん
九
十

歳
）」
そ
の
思
い
は
祭
り
の
運
営
を
引
き

継
い
で
い
る
今
の
世
代
も
同
様
で
、
多

額
の
費
用
が
掛
っ
て
も
、
昭
和
十
年
か

ら
の
神
輿
を
守
っ
て
行
き
た
い
と
の
意

見
が
大
勢
を
占
め
ま
し
た
。
町
を
愛
す

る
気
持
ち
は
神
輿
と
共
に
受
け
継
が

れ
、こ
れ
か
ら
も
続
い
て
い
く
こ
と
で
し

ょ
う
。
そ
れ
は
ま
た
、
松
尾
町
、
末
広
町

だ
け
で
は
な
く
、
ど
の
町
に
も
同
じ
様

に
在
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

昭
和
四
三
年
、
西
か
ら
の
涼
風
が
吹
き

始
め
た
夏
の
夕
暮
れ
。

遠
く
で
祇
園
囃
子
が
響
い
て
い
る
。

子
供
の
持
つ
小
振
り
の
灯
篭
に
、
次
々

と
明
か
り
が
灯
り
始
め
る
。

発
輿
前
、
周
囲
の
大
人
た
ち
も 

ざ
わ
ざ

わ 

と
落
ち
着
か
な
い
。

そ
の
光
景
を
下
か
ら
見
上
げ
な
が
ら
、

灯
篭
を
持
つ
小
さ
な
手
に
力
が
入
る
。

弓
張
提
灯
を
先
頭
に
、拍
子
木
・
灯
篭
・

子
供
神
輿
・
大
人
神
輿
の
順
番
で
整
列

し
た
。

「
始
ま
る
…
」
動
悸
で
息
苦
し
い
ほ
ど
の

何
と
も
言
え
な
い
高
揚
感
。

そ
っ
と
後
ろ
を
振
り
返
る
と
、
夕
闇
の

中
大
勢
の
大
人
に
担
ぎ
上
げ
ら
れ
た
神

輿
の
灯
り
が
黄
金
色
の
鳳
凰
を
仄
か
に

照
ら
し
、
幻
想
的
な
輝
き
を
放
っ
て
い

た
…
。

私
が
地
元「
本
町
」の
祇
園
祭
に
初
参
加

し
た
時
の
情
景
で
す
。

　

現
在
開
催
さ
れ
て
い
る
祇
園
祭
の
起

源
は
、
西
暦
八
六
九
年
（
貞
観
十
一
年
）

に
夏
の
京
都
で
疫
病
が
蔓
延
し
、
人
々

が
怨
霊
の
怒
り
や
呪
い
で
あ
る
と
恐
れ
、

そ
の
怒
り
や
呪
い
を　
「
牛す

さ
の
う
の
み
こ
と

頭
天
王
」
の

力
を
借
り
て
祓
い
清
め
よ
う
と
し
た
の

が
始
ま
り
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

当
時
は
梅
雨
時
期
の
食
品
や
水
さ
え
も

管
理
が
大
変
で
あ
っ
た
た
め
、都
に
習
っ

て
健
康
意
識
を
高
め
る
た
め
に
、
疫
病

退
散
や
厄
災
消
除
の
夏
祭
り
と
し
て
全

国
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

　

一
方
、
信
州
上
田
祇
園
祭
の
始
ま
り

は
諸
説
あ
り
ま
す
。
推
測
の
域
は
脱
し

ま
せ
ん
が
、
西
暦
八
七
〇
年（
貞
願
十
二

年
）
滋
野
朝
臣
善
根
が
信
濃
守
に
任
ぜ

ら
れ
て
お
り
、
京
都
で
執
り
行
わ
れ
て

い
る
祇
園
祭
を
持
ち
込
ん
だ
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
時
代
は
お

そ
ら
く
地
域
の
町
や
村
で
独
自
に
開
催

さ
れ
て
い
た
と
考
え
ま
す
。

　

時
は
下
っ
て
一
五
八
五
年（
天
正
十
三

年
）
真
田
昌
幸
が
上
田
城
を
築
い
た
時

に
各
地
域
で
執
り
行
わ
れ
て
い
た
祇
園

祭
が
、
現
在
の
様
な「
御
城
祭
」と
し
て

変
化
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
上
田
市
誌
で
は
、
以
前
よ
り
執

り
行
わ
れ
て
い
た
祇
園
祭
が
、一
六
八
四

年（
貞
享
元
年
）に
御
本
丸
道
筋
に
て
行

わ
れ
た
記
述
が
あ
り
ま
す
。

信
州
上
田
祇
園
祭
実
行
委
員
長
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こ
の
よ
う
に
、
地
域
の
疫
病
退
散
や

厄
災
消
除
の
為
に
執
り
行
わ
れ
て
い
た

祇
園
祭
は
、
上
田
藩
の
長
久
安
泰
を
も

祈
願
す
る
祭
り
へ
と
変
化
し
、
現
在
は
、

原
町
の
「
お
山
の
天
王
」
や
海
野
町
の

「
お
舟
の
天
王
」等
の
山
車
も
加
わ
っ
て
、

四
十
近
い
自
治
会
が
そ
れ
ぞ
れ
神
輿
を

繰
出
し
、大
人
や
子
供
の
宮
神
輿
・
樽
神

輿
・
花
車
等
を
あ
わ
せ
百
基
超
、参
加
者

も
五
千
人
を
超
え
る
上
田
の
夏
の
口
火

を
切
る
祭
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

世
の
中
の
移
り
変
わ
り
が
激
し
い
昨

今
で
す
が
、
何
百
年
も
続
く
上
田
祇
園

祭
は「
変
わ
ら
な
い
も
の
」・「
変
わ
っ
て

は
い
け
な
い
も
の
」と
し
て
、
ま
た
、
私

達
が
子
供
の
頃
に
感
じ
た
わ
く
わ
く
・

ど
き
ど
き
す
る
気
持
ち
を
後
世
に
繋
げ

て
行
け
た
ら
、
そ
れ
だ
け
で
素
晴
ら
し

い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

●昭和29年　松尾町女子連　八十二銀行松尾町支店前で
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　昭和10年に建造された松尾町宮神輿は、
戦中戦後の混乱にも耐え、現在までその美
しい姿を守ってきました。しかし、歳月の経
過とともに装飾の損傷が進行し、神輿本体
の老朽化も懸念されるところでした。そこで
神輿の新規購入も含めて検討してまいりま
したが、戦前建造の神輿が上田にほとんど
残されていないことと、宮神輿の造作の端
正な美しさを鑑み、これが後世の財産とな
ることを見据えて、神輿の修理復元を行う
との結論に達しました。
　そしてここに、屋根・胴体・台座の木地修
理と調整、剥離した漆塗装の塗り替え、装
飾金具類の叩き直しと純金メッキを施し、
松尾町宮神輿が立派に修復されたことをご
報告いたします。
　末筆ではございますが、松尾町・末広町
の皆様方と上田市のコミュニティ助成事業
様の多大なる御奉賛を賜り、また修復実行
委員、ならびに修理をして頂きました日本木
工振興様のご尽力に、厚く御礼申し上げま
す。

　　　　　　　　　　平成29年６月吉日
松尾町宮神輿修復実行委員長

中澤龍治郎

松
尾
町
宮
神
輿
修
復
の
ご
報
告

●上田御祭礼絵巻




