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日
本
に
古
く
か
ら
伝
わ
る
お
盆
。
現
在
で
は
、
夏

の
連
休
と
し
て
の
意
味
合
い
が
強
く
、
本
来
の
意
味

を
知
ら
な
い
人
も
意
外
と
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　
お
盆
と
は
「
盂う
ら
ぼ
ん
え

蘭
盆
会
」
の
略
語
で
、
故
人
や
ご

先
祖
の
精
霊
が
あ
の
世
と
呼
ば
れ
る
世
界
か
ら
こ
の

世
に
戻
っ
て
く
る
期
間
の
こ
と
で
す
。
生
前
を
過
ご

し
た
場
所
、
主
に
自
宅
で
お
迎
え
し
て
、
と
も
に
過

ご
し
、
生
前
の
ご
恩
に
感
謝
し
思
い
を
は
せ
る
大
切

な
機
会
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
故
人
が
亡
く
な
っ
て
四
十
九
日
が
過
ぎ
、
初
め
て

迎
え
る
お
盆
を
初
盆
と
言
い
ま
す
。
死
後
１
年
経
た

な
い
精
霊
は
新
仏
と
呼
ば
れ
、
ま
だ
生
前
の
恨
み
や

心
残
り
を
抱
え
て
成
仏
で
き
ず
に
い
る
と
い
い
ま

す
。
初
盆
で
は
、
新
仏
が
無
念
を
捨
て
成
仏
で
き
る

よ
う
に
、
通
常
の
お
盆
よ
り
も
丁
寧
に
、
華
や
か
に

お
迎
え
す
る
の
が
一
般
的
で
す
。

　

長
洲
地
区
に
は
、
初
盆
家
庭
で
飾
ら
れ
る
き
ら

び
や
か
な
灯
籠
が
あ
り
ま
す
。
長
い
歴
史
が
あ

る
と
さ
れ
る
そ
の
灯
籠
は
、
そ
の
豪
華
さ
か
ら

「
御ご
て
ん
ど
う
ろ
う

殿
灯
籠
」
と
呼
ば
れ
、
地
区
内
で
文
化
と
し
て

深
く
根
付
い
て
き
ま
し
た
。

　
そ
ん
な
御
殿
灯
籠
で
す
が
、
人
口
の
減
少
や
風
習

の
変
化
、
職
人
の
後
継
者
不
足
な
ど
が
原
因
で
、
か

つ
て
は
い
く
つ
も
あ
っ
た
工
房
が
現
在
、
た
っ
た
一

つ
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
今
回
、
御
殿
灯
籠

の
取
材
を
通
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
思
い
」
が
込
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
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の
嫡
男
で
「
小
松
殿
」
と
呼
ば
れ
た
重

盛
は
豊
前
国
を
領
土
と
し
て
い
ま
し
た
。

長
洲
地
区
の
玄
関
口
と
も
言
え
る
小
松

橋
は
そ
こ
か
ら
命
名
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
重
盛
の
子
、
清
経
は
平
家
一
門

の
都
落
ち
、
前
途
に
悲
観
し
て
、
柳
ケ

浦
の
沖
合
に
船
を
漕
ぎ
出
し
入
水
し
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

最
盛
期
へ

　
明
治
期
に
お
け
る
御
殿
灯
籠
は
、
幅

１
m
ほ
ど
と
小
さ
く
、
現
在
の
も
の
と

比
べ
る
と
家
屋
も
少
な
い
簡
素
な
作
り

で
し
た
。
そ
れ
が
戦
後
以
降
、
現
在
の

よ
う
な
豪
華
な
作
り
に
な
っ
た
と
い
い

ま
す
。
そ
の
頃
は
、
灯
籠
を
作
る
工
房

が
い
く
つ
も
あ
り
、
１
年
に
何
十
も
の

御
殿
灯
籠
が
作
ら
れ
、
工
房
同
士
が
技

術
を
競
い
合
い
、
見
せ
び
ら
か
す
よ
う

に
、
よ
り
大
き
く
、
よ
り
豪
華
に
な
っ

て
い
き
ま
し
た
。

　

昭
和
30
年
代
に
は
、
ポ
ス
タ
ー
で
周

知
し
た
り
、
８
月
15
日
に
観
光
バ
ス
が

何
台
も
来
て
、
多
く
の
見
物
客
で
に
ぎ

わ
う
な
ど
、
長
洲
の
精
霊
送
り
は
、
観

光
行
事
と
し
て
も
認
知
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
30
年
ほ
ど
前
ま
で
は
、
長
洲
地
区

で
は
ほ
と
ん
ど
の
初
盆
家
庭
が
御
殿
灯

籠
を
注
文
し
「
借
金
し
て
で
も
豪
華
な

灯
籠
を
作
れ
」
と
言
わ
れ
る
な
ど
、
欠

か
せ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

長
洲
の
初
盆

　

御
殿
灯
籠
は
、
華
や
か
に
彩
ら
れ
、

神
社
仏
閣
を
模
し
た
家
屋
や
滝
、
松
と

梅
、
橋
な
ど
を
配
置
し
、
大
き
い
も
の

で
幅
お
よ
そ
３
m
も
の
巨
大
な
灯
籠
で

す
。
木
と
紙
で
で
き
て
お
り
、
そ
の
ほ

ぼ
全
て
を
職
人
た
ち
が
３
カ
月
か
け
て

手
作
り
し
ま
す
。
金
額
は
50
万
円
以
上

と
大
変
高
価
な
も
の
で
す
。

　

灯
籠
に
は
新
仏
が
宿
る
と
い
わ
れ
、

お
盆
の
間
、
初
盆
家
庭
に
飾
ら
れ
ま
す
。

そ
の
後
８
月
15
日
に
親
族
・
友
人
ら
に

よ
っ
て
共
同
墓
地
ま
で
神み
こ
し輿

の
よ
う
に

担
い
で
運
ば
れ
た
後
、
惜
し
げ
も
な
く

燃
や
し
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
が
長
洲

地
区
伝
統
の
精
霊
送
り
で
す
。
こ
の
よ

う
な
灯
籠
、
精
霊
送
り
は
全
国
的
に
も

珍
し
く
「
長
洲
の
初
盆
行
事
」
と
し
て
、

平
成
28
年
３
月
に
国
の
選
択
無
形
民
俗

文
化
財
に
な
っ
て
い
ま
す
。

平
家
伝
説

　

御
殿
灯
籠
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
定

か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
今
か

ら
８
０
０
年
以
上
前
、
源
平
の
戦
い
に

破
れ
、
長
洲
に
落
ち
延
び
て
き
た
平
家

の
落
人
が
一
門
の
霊
を
慰
め
る
思
い
か

ら
、
ま
た
京
の
都
を
偲
ん
で
始
め
た
と

言
い
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

宇
佐
市
に
は
平
家
に
ま
つ
わ
る
伝
説

が
い
く
つ
も
残
っ
て
い
ま
す
。
平
清
盛

特
集
特
集  

御
殿
灯
籠

御
殿
灯
籠

長洲の夏の風物詩「御
ご て ん ど う ろ う

殿灯籠」

❶ 担いで運ばれる御殿灯籠　❷ 小松橋たもとにある平清経伝説が書かれた駒札　❸ 明治期の御殿灯籠（複元：県立歴史博物館所蔵）　
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長
洲
の
精
霊
送
り

　

８
月
15
日
、
お
供
物
と
と
も

に
自
宅
前
に
出
さ
れ
た
御
殿
灯

籠
は
、
し
ば
ら
く
披
露
さ
れ
た

後
、
親
族
、
友
人
ら
よ
っ
て
共

同
墓
地
ま
で
歩
い
て
運
ば
れ
ま

す
。
死
者
の
霊
を
慰
め
る
と
い

わ
れ
る
盆
口
説
き
を
唄
い
、
太

鼓
を
叩
き
な
が
ら
、
に
ぎ
や
か

に
行
進
し
ま
す
。
真
夏
の
猛
暑

の
中
、
大
人
は
お
酒
、
子
ど
も

は
ジ
ュ
ー
ス
を
飲
み
な
が
ら
、

ま
る
で
お
祭
り
の
よ
う
な
明
る

い
雰
囲
気
で
す
。

　

共
同
墓
地
に
到
着
す
る
と
、

御
殿
灯
籠
は
墓
前
に
供
え
ら
れ

ま
す
。
最
後
の
お
別
れ
を
済
ま

す
と
、
親
族
た
ち
の
手
で
灯
籠

に
火
が
付
け
ら
れ
ま
す
。
燃
え

盛
る
炎
は
、
送
り
火
と
し
て
新

仏
を
あ
の
世
へ
と
送
り
届
け
る

と
い
い
ま
す
。職
人
た
ち
に
よ
っ

て
３
カ
月
か
け
て
手
作
り
さ
れ

た
御
殿
灯
籠
は
、
木
と
紙
で
で

き
て
い
る
た
め
、
わ
ず
か
10
分

ほ
ど
で
燃
え
て
し
ま
い
ま
す
。

灯
籠
が
燃
え
尽
き
る
と
、
長
洲

の
初
盆
は
静
か
に
終
わ
り
を
告

げ
る
の
で
し
た
。

　父は家族思いの優しい人でした。生前「御殿灯籠は作らなくていい」と言っていましたが、娘３人で迷うことな

く注文することに決めました。やはり、尊敬する父に対する感謝の思

いからでした。最後は明るく豪華に送り出してあげたいとの思いもあ

りました。

　灯籠は、本当にきれいで、細かいところまで丁寧に装飾されており、

作ってもらって良かったと思いました。きっと父も喜んでくれたと思

います。また、墓地まで担いで運べないため、船の形の台車まで用意

してくれました。良い送りができて感謝しています。
御殿灯籠を囲む梅本家の皆さん

❶ 伝統が次世代の胸にも刻まれます　❷ 盆口説きを唄う親族。口説ける人が減り、貴重な存在に　❸ 墓地へと運ばれる御殿灯籠
❹ 墓地に到着後、最後のお別れを言うように虹が出ました　❺ 燃え尽きる御殿灯籠

水
みずえ

江 日
ひ で み

出美さん 〜 亡父、梅本吉彦さんを送る思い 〜

御
殿
灯
籠
作
り

　
御
殿
灯
籠
作
り
は
、
５
月
の
連
休
後
、

木
材
を
加
工
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま

す
。
寸
法
通
り
に
切
っ
て
い
き
、
そ
の

木
材
同
士
を
組
み
合
わ
せ
て
神
社
仏
閣

を
模
し
た
家
屋
の
骨
組
み
を
作
っ
て
い

き
ま
す
。
そ
の
骨
組
み
は
寸
分
の
狂
い

も
な
く
組
ま
れ
、
落
と
し
た
ぐ
ら
い
で

は
壊
れ
ま
せ
ん
。
木
材
を
加
工
す
る
道

具
は
、
職
人
た
ち
が
作
業
し
や
す
い
よ

う
に
手
作
り
し
て
い
ま
す
。

　

骨
組
み
が
完
成
す
る
と
赤
、
白
、
黒

の
絵
の
具
や
ペ
ン
キ
で
下
塗
り
を
行
っ

た
後
、
下
張
り
・
裏
打
ち
を
行
い
ま
す
。

各
家
屋
の
寸
法
に
合
わ
せ
て
切
っ
た
紙

を
、
建
物
に
見
え
る
よ
う
に
空
間
部
分

に
張
り
付
け
る
作
業
で
す
。

　

そ
の
後
、
家
屋
の
外
側
の
装
飾
を
し

て
い
き
ま
す
。
片
面
ダ
ン
ボ
ー
ル
を
深

緑
に
色
付
け
し
て
作
っ
た
屋
根
や
細
か

い
模
様
が
あ
し
ら
わ
れ
た
扉
、
厚
紙
を

朱
色
で
塗
り
切
り
抜
い
て
作
る
欄ら
ん
か
ん干

な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
装
飾
を
施
し
て
い
き
ま

す
。
ま
た
軒
下
に
は
垂た
る
き木

や
角す
み
ぎ木

が
張

ら
れ
、
本
物
の
神
社
仏
閣
が
忠
実
に
再

現
さ
れ
て
い
ま
す
。
細
部
ま
で
こ
だ
わ

り
、
手
間
を
惜
し
ま
ず
、
故
人
を
送
る

思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、

少
な
い
人
数
で
納
期
ま
で
に
作
業
を
終

わ
ら
せ
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
昔
か
ら

色
付
け
や
張
り
付
け
後
の
乾
か
す
時
間

ロ
ス
ま
で
計
算
し
、
無
駄
の
無
い
よ
う

作
業
工
程
を
組
み
、
流
れ
作
業
す
る
仕

組
み
が
確
立
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

各
家
屋
の
装
飾
作
業
が
終
盤
に
差
し

掛
か
る
頃
に
は
土
台
を
作
り
始
め
ま
す
。

依
頼
主
の
家
の
間
口
・
高
さ
に
合
わ
せ

て
、
木
材
を
加
工
し
組
み
立
て
、
正
面

か
ら
見
え
る
台
座
部
分
を
黒
く
塗
装
し
、

金
箔
や
金
具
で
装
飾
し
ま
す
。
土
台
の

完
成
後
、
装
飾
さ
れ
た
家
屋
や
障
子
紙

で
作
り
扇
風
機
の
モ
ー
タ
ー
で
動
か
す

流
れ
る
滝
、
背
景
の
山
や
月
な
ど
を
配

置
し
て
御
殿
灯
籠
は
完
成
し
ま
す
。

　
一
切
妥
協
せ
ず
、手
間
暇
か
け
て
作
っ

た
自
信
作
を
燃
や
し
て
し
ま
う
こ
と
に

つ
い
て
、
職
人
た
ち
に
尋
ね
る
と
「
燃

や
す
た
め
に
作
っ
て
い
る
の
で
、
名
残

惜
し
さ
は
な
い
。
そ
れ
が
当
た
り
前
に

な
っ
て
い
る
」
と
口
を
そ
ろ
え
ま
す
。

そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
文
化
が
深
く
根
付
い

て
い
る
の
で
す
。
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お
墓
ま
で
担
い
で
い
く
の
が
困
難

に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

ま
す
。
そ
の
た
め
、
船
の
形
を
し

た
台
車
を
用
意
し
、
押
し
て
行
け

る
形
式
を
取
り
入
れ
ま
し
た
。
伝

統
を
継
続
す
る
た
め
に
は
、
時
代

に
合
わ
せ
た
工
夫
も
必
要
で
す
。

　

さ
ら
に
毎
年
全
く
同
じ
も
の
を

作
っ
て
い
て
も
面
白
く
な
い
の

で
、
色
違
い
を
作
っ
た
り
配
置
を

変
え
た
り
と
遊
び
心
を
加
え
る
よ

う
に
し
て
い
ま
す
。
今
年
は
故
人

が
漁
師
を
し
て
い
た
依
頼
主
か
ら

の
要
望
で
、
家
屋
だ
け
で
な
く
、

船
を
初
め
て
配
置
す
る
予
定
で
動

い
て
い
ま
す
。
注
文
の
際
に
要
望

が
あ
れ
ば
、
で
き
る
だ
け
要
望
に

応
え
た
、
新
た
な
灯
籠
作
り
に
も

挑
戦
し
て
い
く
つ
も
り
で
す
。

中
な か の

野 真
し ん や

也さん

さ
ま
ざ
ま
な

　
　
　
思
い
が
形
に

　

思
い
は
目
に
見
え
ず
漠

然
と
し
て
い
る
た
め
、
普

段
意
識
す
る
こ
と
が
な
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
人
間
の
行
動
に
は
必

ず
思
い
が
伴
い
、
誰
し
も

が
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
を
抱

え
て
生
活
し
て
い
る
は
ず

で
す
。
平
家
の
落
人
が
始

め
た
と
さ
れ
る
御
殿
灯
籠

は
仲
間
、
都
を
偲
ぶ
思
い

が
形
に
な
っ
た
も
の
で
す
。

　

そ
の
よ
う
な
長
い
歴
史

が
あ
る
御
殿
灯
籠
に
も
現

代
の
社
会
問
題
の
影
響
が

及
ん
で
い
ま
す
。
例
え
ば

担
ぎ
手
の
不
足
。
昔
は
親

族
も
多
く
、
若
手
の
男
性

８
人
ほ
ど
で
交
代
し
な
が

ら
担
い
で
墓
地
ま
で
行
っ

て
い
ま
し
た
が
、
現
在
は

過
疎
化
、
高
齢
化
に
よ
り

担
ぐ
の
が
困
難
と
な
る
家

庭
も
あ
り
ま
す
。
同
様
に

盆
口
説
き
を
唄
え
る
人
が

少
な
く
な
り
、
そ
の
方
た

ち
も
高
齢
化
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
は
、
景
気
の
悪
化

に
よ
っ
て
倹
約
志
向
が
強

ま
り
、
高
価
な
御
殿
灯
籠

は
時
代
に
逆
行
す
る
も
の

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
逆
風
の
な
か
、

職
人
た
ち
は
灯
籠
を
作
り

続
け
て
い
ま
す
。
そ
の
裏

側
に
は
熱
い
思
い
を
持
っ

て
い
ま
し
た
。
職
人
た
ち

は
、
自
分
の
生
ま
れ
育
っ

た
地
元
の
貴
重
な
文
化
を

絶
や
す
わ
け
に
は
い
か
な

い
と
い
う
責
任
感
や
依
頼

主
に
対
す
る
感
謝
、
良
い

送
り
を
し
て
ほ
し
い
と

い
う
願
い
を
持
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
師
や
仲
間
に

対
す
る
敬
意
や
次
世
代
に

期
待
す
る
思
い
も
あ
り
ま

す
。
送
り
出
す
依
頼
主
も

ま
た
、
故
人
に
対
す
る
敬

い
や
感
謝
、
明
る
く
豪
華

に
送
り
出
し
た
い
と
い
う

思
い
を
込
め
て
注
文
し
ま

す
。

　

人
々
の
さ
ま
ざ
ま
な
思

い
に
支
え
ら
れ
、
存
続
し

て
い
る
御
殿
灯
籠
。
そ
れ

は
「
思
い
の
化
身
」
と
も

言
え
る
、
と
て
も
尊
い
も

の
で
し
た
。

き
っ
か
け

　
学
生
時
代
の
約
30
年
前
、
松
成

さ
ん
の
工
房
で
御
殿
灯
籠
作
り
の

手
伝
い
を
始
め
ま
し
た
。
そ
の
当

時
は
、
工
房
が
い
く
つ
か
あ
り
、

学
生
た
ち
が
灯
籠
作
り
の
バ
イ
ト

を
す
る
の
が
長
洲
で
は
割
と
当
た

り
前
で
し
た
。
20
人
ほ
ど
高
校
生

が
バ
イ
ト
し
て
い
ま
し
た
。
社
会

人
に
な
っ
て
か
ら
も
、
毎
年
欠
か

さ
ず
仕
事
が
終
わ
っ
て
か
ら
、
灯

籠
を
作
っ
て
き
ま
し
た
。

継
承
へ

　
師
匠
で
あ
る
松
成
さ
ん
は
、
職

人
気
質
の
厳
し
い
人
で
し
た
。
細

か
い
部
分
に
も
こ
だ
わ
る
人
で
、

京
都
の
神
社
お
寺
を
見
て
歩
き
、

忠
実
に
再
現
す
る
こ
と
を
目
指
し

て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
自
分
の

望
む
出
来
に
な
ら
な
か
っ
た
場
合

に
は
よ
く
怒
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ

加
か し ま

嶋 洋
ひ ろ き

喜さん

で
も
松
成
さ
ん
を
手
伝
い
続

け
た
の
は
、
学
生
時
代
か
ら

バ
イ
ト
で
来
て
、
教
え
て
も

ら
っ
た
こ
と
に
対
す
る
、
感

謝
、
恩
返
し
で
す
か
ね
。
ま

た
妥
協
し
な
い
姿
勢
を
尊
敬

し
て
い
ま
し
た
。

　

松
成
さ
ん
か
ら
、
亡
く
な

る
３
日
前
に
電
話
が
あ
り
「
後
を

頼
ん
だ
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
し

か
し
、
仕
事
を
し
な
が
ら
引
き
継

げ
る
か
不
安
で
あ
っ
た
た
め
、
即

答
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た

灯
籠
作
り
は
流
れ
作
業
で
す
る
た

め
、
一
人
で
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ

の
た
め
、
工
房
の
仲
間
に
相
談
し
、

み
ん
な
で
存
続
さ
せ
よ
う
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
自
分
た
ち

が
作
ら
な
い
と
御
殿
灯
籠
は
永
遠

に
無
く
な
っ
て
し
ま
う
、
生
ま
れ

育
っ
た
長
洲
の
伝
統
文
化
を
残
し

た
い
と
い
う
思
い
で
し
た
。

作
り
手
と
し
て
の
思
い

　
御
殿
灯
籠
作
り
は
、
複
雑
で
細

か
い
作
業
な
の
で
大
変
で
す
が
、

苦
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
毎
年
完
成

し
た
と
き
に
は
達
成
感
が
あ
り
、

依
頼
主
が
喜
ん
で
く
れ
た
と
き
に

は
何
と
も
い
え
な
い
満
足
感
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
全
国
で
も
例
を
見

な
い
珍
し
い
も
の
を
作
っ
て
い
る

と
い
う
誇
り
も
あ
り
ま
す
。
た
だ

し
、
注
文
し
て
く
れ
な
い
こ
と
に

は
、
い
く
ら
作
り
手
が
い
て
も
存

続
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の

で
、
灯
籠
を
注
文
し
て
く
れ
る
方

に
は
感
謝
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
依

頼
主
に
良
い
送
り
を
し
て
も
ら
い

た
い
、
そ
の
た
め
に
も
美
し
く
、

正
確
に
作
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
て

い
ま
す
。

　

今
年
は
10
基
注
文
し
て
も
ら
っ

て
い
ま
す
が
、
今
後
た
と
え
注
文

が
１
基
、
２
基
し
か
な
か
っ
た
と

し
て
も
、
注
文
し
て
く
れ
る
人
が

い
る
限
り
作
り
続
け
る
つ
も
り
で

す
。

仲
間
と
と
も
に

　

大
学
生
の
頃
に
バ
イ
ト
で
手

伝
っ
て
以
降
、
約
40
年
間
灯
籠
作

り
に
携
わ
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

後
、
両
親
も
松
成
さ
ん
を
手
伝
う

よ
う
に
な
り
、
現
在
で
は
、
叔
父
、

妻
さ
ら
に
は
子
ど
も
た
ち
と
親
族

総
動
員
で
手
伝
っ
て
く
れ
て
い
ま

す
。
灯
籠
作
り
は
家
屋
の
数
も
工

程
も
多
く
、
決
し
て
一
人
で
は
で

き
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
が
で
き
る

作
業
を
分
担
し
な
が
ら
進
め
て
い

ま
す
。
前
例
に
囚
わ
れ
る
こ
と
な

く
、
み
ん
な
で
意
見
を
出
し
合
い
、

効
率
の
良
い
方
法
を
模
索
し
て
い

ま
す
。
大
変
で
す
が
、
熱
い
思
い

を
持
っ
た
仲
間
た
ち
と
楽
し
み
な

が
ら
灯
籠
を
作
っ
て
い
ま
す
。

御
殿
灯
籠
へ
の
思
い

　

松
成
さ
ん
が
亡
く
な
り
、
中
野

さ
ん
か
ら
継
承
す
る
か
ど
う
か
相

談
さ
れ
ま
し
た
。
物
心
つ
い

た
と
き
か
ら
当
た
り
前
に
あ

る
文
化
が
無
く
な
っ
て
し
ま

う
の
は
寂
し
い
、
も
っ
た
い

な
い
と
い
う
思
い
で
し
た
。

　

御
殿
灯
籠
に
は
、
仏
様
が

宿
る
と
い
い
ま
す
。
ま
た
依

頼
主
は
故
人
へ
の
感
謝
の
思

い
を
込
め
て
注
文
し
て
く
れ
ま

す
。
そ
の
よ
う
に
尊
い
も
の
を
作

れ
る
こ
と
は
大
変
有
難
い
こ
と
で

す
し
、
身
が
引
き
締
ま
る
思
い
で

す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
飾
る
の
は
短

い
期
間
で
す
が
、
み
ん
な
に
喜
ん

で
も
ら
え
、
記
憶
に
残
る
よ
う
な

美
し
く
立
派
な
灯
籠
を
作
り
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

今
後
に
つ
い
て

　

松
成
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
と

き
、
図
面
も
無
く
、
前
年
に
作
っ

た
家
屋
の
寸
法
を
測
り
な
が
ら
製

作
し
た
た
め
、
苦
労
し
ま
し
た
。

そ
こ
で
現
在
、
各
家
屋
の
設
計
図

の
デ
ー
タ
化
を
進
め
て
い
ま
す
。

私
た
ち
が
作
れ
な
く
な
っ
た
と
し

て
も
、
や
る
気
の
あ
る
人
が
出
て

き
て
、
そ
れ
を
見
て
作
っ
て
く
れ

る
こ
と
も
期
待
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
注
文
数
が
減
っ
て
い
る
一

因
と
し
て
、
人
が
少
な
く
な
っ
て
、

存続の危機
　30 年ほど前、長洲地区にいくつもあった工房も、人口の減少や風習の変化などが原因で、近年では工房
が一つだけになっていました。その工房の所有者である松

まつなり
成榮

えいかつ
勝さんが 3年前に亡くなり、御殿灯籠は存

続の危機を迎えます。地区内では「御殿灯籠はもうない」とまで噂されました。そこで立ち上がったのが、
松成さんの工房を長年手伝っていた中野さんと加嶋さんでした。二人は工房の共同経営者として、松成さ
んの後を継ぎ、伝統を守り続けることを決心します。

データ化した設計図
製作途中の家屋。10 種類以上もあり、その装飾
は全て異なるため大変複雑です


