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金
井
に
は
春
と
秋
年
２
回
の
お

　

金
井
に
は
春
と
秋
年
２
回
の
お

祭
り
が
あ
り
ま
す
。
春
は
お
不
動

祭
り
が
あ
り
ま
す
。
春
は
お
不
動

様
、秋
は
秋
葉
社
、ど
ち
ら
も
宵
祭

様
、秋
は
秋
葉
社
、ど
ち
ら
も
宵
祭

り
本
祭
り
と
２
日
間
行
わ
れ
ま
す
。

り
本
祭
り
と
２
日
間
行
わ
れ
ま
す
。

　

お
不
動
様
の
祭
典
で
は
、毎
年

　

お
不
動
様
の
祭
典
で
は
、毎
年

長
越
の
瑞
泉
寺
の
方
丈
様
に
お
経

長
越
の
瑞
泉
寺
の
方
丈
様
に
お
経

を
あ
げ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
青
年

を
あ
げ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
青
年

会
に
よ
る
囃
子
・
富
く
じ
・
金
魚

会
に
よ
る
囃
子
・
富
く
じ
・
金
魚

す
く
い
・
綿
あ
め
な
ど
、手
作
り

す
く
い
・
綿
あ
め
な
ど
、手
作
り

感
満
載
の
の
ど
か
な
春
の
お
祭
り

感
満
載
の
の
ど
か
な
春
の
お
祭
り

で
す
。

で
す
。

　

秋
祭
り
は
舞
台
（
船
形
）
を
引

　

秋
祭
り
は
舞
台
（
船
形
）
を
引

き
ま
す
。
し
か
し
何
年
も
前
か
ら

き
ま
す
。
し
か
し
何
年
も
前
か
ら

人
口
減
少
や
高
齢
化
な
ど
舞
台
の

人
口
減
少
や
高
齢
化
な
ど
舞
台
の

引
手
不
足
と
い
っ
た
課
題
を
抱
え

引
手
不
足
と
い
っ
た
課
題
を
抱
え

て
い
ま
す
。

て
い
ま
す
。

　

距
離
を
短
く
し
た
り
緑
ヶ
丘
ク

　

距
離
を
短
く
し
た
り
緑
ヶ
丘
ク

ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
の
ガ
ル
テ
ナ
ー

ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
の
ガ
ル
テ
ナ
ー

さ
ん
の
ご
参
加
を
い
た
だ
き
、
和

さ
ん
の
ご
参
加
を
い
た
だ
き
、
和

気
あ
い
あ
い
と
お
宮
ま
で
引
き
上

気
あ
い
あ
い
と
お
宮
ま
で
引
き
上

げ
て
い
ま

げ
て
い
ま

す
。
収
穫

す
。
収
穫

の
感
謝
と

の
感
謝
と

翌
年
の
豊

翌
年
の
豊

作
を
祈
願

作
を
祈
願

し
盛
大
に

し
盛
大
に

行
わ
れ
ま

行
わ
れ
ま

す
。
す
。

　

保
福
寺
町
で
は
津
嶋
社
の
祭
り

　

保
福
寺
町
で
は
津
嶋
社
の
祭
り

を
春
に
行
っ
て
い
ま
す
。
舞
台
が

を
春
に
行
っ
て
い
ま
す
。
舞
台
が

３
台
あ
り
そ
の
内
の
１
台
の
飾
り

３
台
あ
り
そ
の
内
の
１
台
の
飾
り

舞
台
を
紹
介
し
ま
す
。

舞
台
を
紹
介
し
ま
す
。

　

井
刈
諏
訪
社
は
創
立
年
は
不
詳

　

井
刈
諏
訪
社
は
創
立
年
は
不
詳

で
す
が
、
江
戸
時
代
初
期
に
現
在

で
す
が
、
江
戸
時
代
初
期
に
現
在

の
宮
ノ
上
に
移
さ
れ
た
も
の
で
す
。

の
宮
ノ
上
に
移
さ
れ
た
も
の
で
す
。

通
常
は
９
月
の
最
終
土
曜
日
に
宵

通
常
は
９
月
の
最
終
土
曜
日
に
宵

祭
り
、
日
曜
日
に
本
祭
り
を
行
っ

祭
り
、
日
曜
日
に
本
祭
り
を
行
っ

て
い
ま
す
。（
去
年
今
年
は
余
興

て
い
ま
す
。（
去
年
今
年
は
余
興

等
は
中
止
し
奉
納
の
み
）

等
は
中
止
し
奉
納
の
み
）

　

舞
台
（
山
車
）
は
上
（
か
み
）・

　

舞
台
（
山
車
）
は
上
（
か
み
）・

下
（
し
も
）
に
分
け
２
艘
を
有
し
、

下
（
し
も
）
に
分
け
２
艘
を
有
し
、

お
囃
子
も
別
々
の
も
の
が
あ
り
ま

お
囃
子
も
別
々
の
も
の
が
あ
り
ま

し
た
。
上
の
舞
台
は
宮
下
の
鳥
居

し
た
。
上
の
舞
台
は
宮
下
の
鳥
居

近
く
に
置
か
れ
、
大
木
戸
・
上
井

近
く
に
置
か
れ
、
大
木
戸
・
上
井

刈
・
宮
の
上
常
会
の
若
連
（
信
友

刈
・
宮
の
上
常
会
の
若
連
（
信
友

社
）
の
持
ち
場
、
下
の
舞
台
は
社

社
）
の
持
ち
場
、
下
の
舞
台
は
社

務
所
近
く
に
置
き
、
石
仏
生
竜
・

務
所
近
く
に
置
き
、
石
仏
生
竜
・

相
沢
・
太
の
田
・
井
刈
南
部
常
会

相
沢
・
太
の
田
・
井
刈
南
部
常
会

の
若
連
（
友
愛
社
）
の
持
ち
場
で

の
若
連
（
友
愛
社
）
の
持
ち
場
で

し
た
。

し
た
。

　

近
年
は
人
口
減
少
に
よ
り
上
・

　

近
年
は
人
口
減
少
に
よ
り
上
・

下
関
係
無
く
町
会
総
出
で
曳
き
押

下
関
係
無
く
町
会
総
出
で
曳
き
押

し
し
て
い
ま
す
。
舞
台
に
車
輪
及

し
し
て
い
ま
す
。
舞
台
に
車
輪
及

び
ブ
レ
ー
キ
装
置
を
設
け
た
り
、

び
ブ
レ
ー
キ
装
置
を
設
け
た
り
、

お
囃
子
も
同
一
の
も
の
を
使
用
し

お
囃
子
も
同
一
の
も
の
を
使
用
し

祭
の
保
存
に
努
め
て
い
ま
す
。

祭
の
保
存
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

春
に
続
い
て
２
回
目
の
「
大
結

　

春
に
続
い
て
２
回
目
の
「
大
結

ぶ
市
」
が
８
月
７
日
（
土
）
に
四

ぶ
市
」
が
８
月
７
日
（
土
）
に
四

賀
支
所
に
て
開
か
れ
ま
し
た
。
毎

賀
支
所
に
て
開
か
れ
ま
し
た
。
毎

週
金
曜
日
の
キ
ッ
チ
ン
カ
ー
を
主

週
金
曜
日
の
キ
ッ
チ
ン
カ
ー
を
主

体
と
し
た
結
ぶ
市
は
す
っ
か
り
お

体
と
し
た
結
ぶ
市
は
す
っ
か
り
お

馴
染
み
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、

馴
染
み
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、

年
４
回
の
「
大
結
ぶ
市
」
は
ク
ラ

年
４
回
の
「
大
結
ぶ
市
」
は
ク
ラ

フ
ト
作
品
や
衣
料
等
の
作
家
も
参

フ
ト
作
品
や
衣
料
等
の
作
家
も
参

加
し
て
よ
り
多
く
の
皆
さ
ん
に
知

加
し
て
よ
り
多
く
の
皆
さ
ん
に
知

っ
て
も
ら
い
、
繋
が
り
を
広
げ
る

っ
て
も
ら
い
、
繋
が
り
を
広
げ
る

場
と
し
て
企
画
さ
れ
て
い
ま
す
。

場
と
し
て
企
画
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
も
盛
況
で
午
前
中
に
売
り
切

今
回
も
盛
況
で
午
前
中
に
売
り
切

れ
と
な
る
出
店
者
も
あ
り
ま
し
た
。

れ
と
な
る
出
店
者
も
あ
り
ま
し
た
。

　

今
年
度
は
市
の
地
域
自
治
支
援

　

今
年
度
は
市
の
地
域
自
治
支
援

交
付
金
の
対
象
事
業
に
決
ま
り
、

交
付
金
の
対
象
事
業
に
決
ま
り
、

ま
す
ま
す
内
容
が
充
実
し
て
い
く

ま
す
ま
す
内
容
が
充
実
し
て
い
く

事
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

事
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

◆
建
造　

◆
建
造　

明
治
明
治
2929
年年

大
工
棟
梁
は
会
田
村
堀
内
益
太

大
工
棟
梁
は
会
田
村
堀
内
益
太

郎
、
彫
刻
師
は
松
本
町
清
水
虎

郎
、
彫
刻
師
は
松
本
町
清
水
虎

吉
、
金
具
師
は
上
水
内
郡
長
野

吉
、
金
具
師
は
上
水
内
郡
長
野

町
坂
田
仙
太
郎

町
坂
田
仙
太
郎

◆◆
構
造
形
式

構
造
形
式　
四
輪（
二
輪
二
双
）

　
四
輪（
二
輪
二
双
）

前
後
左
右
と
も
内
輪
御
所
車
型

前
後
左
右
と
も
内
輪
御
所
車
型

◆◆
特
徴
特
徴　

全
体
は
典
型
的
な
松

　

全
体
は
典
型
的
な
松

本
平
に
見
ら
れ
る
舞
台
の
形
式
。

本
平
に
見
ら
れ
る
舞
台
の
形
式
。

車
輪
は
四
輪
で
あ
る
が
前
後
の
中

車
輪
は
四
輪
で
あ
る
が
前
後
の
中

央
に一対
左
右
の
中
央
に一対
と
言

央
に一対
左
右
の
中
央
に一対
と
言

う
配
置
は
珍
し
い
。

う
配
置
は
珍
し
い
。

　

松
本
周
辺
の
舞
台
彫
刻
を
数

　

松
本
周
辺
の
舞
台
彫
刻
を
数

多
く
手
が
け
た
立
川
流
工
匠
清
水

多
く
手
が
け
た
立
川
流
工
匠
清
水

虎
吉
作
品
の
う
ち
、
当
舞
台
は
制

虎
吉
作
品
の
う
ち
、
当
舞
台
は
制

作
年
代
が
明
確
な
舞
台
彫
刻
と
し

作
年
代
が
明
確
な
舞
台
彫
刻
と
し

て
は
明
治

て
は
明
治
1919
年
龍
笛
台
（
岐
阜

年
龍
笛
台
（
岐
阜

県
吉
川
町
）
に
次
ぐ
も
の
で
あ
り
、

県
吉
川
町
）
に
次
ぐ
も
の
で
あ
り
、

清
水
虎
吉
の
舞
台
彫
刻
の
変
遷
を

清
水
虎
吉
の
舞
台
彫
刻
の
変
遷
を

知
る
上
で
指
標
的
な
作
品
で
す
。

知
る
上
で
指
標
的
な
作
品
で
す
。

四
賀
地
区
に
は
多
く
の
神
社
が
あ
り
、
春
や

四
賀
地
区
に
は
多
く
の
神
社
が
あ
り
、
春
や

秋
に
賑
や
か
に
祭
り
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

秋
に
賑
や
か
に
祭
り
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

御意見・御希望・お問い合わせは四賀公民館まで…　TEL　64－3112

四賀の世帯数・人口

世帯数　　　1,957世帯　
人　口　　　4,955　人
　男　　　　2,407　人　
　女　　　　2,548　人

336 
（令和3年9月1日現在）

1,912
4,202
2,031
2,171

金
井

保
福
寺
町

井
刈

大
結
ぶ
市

夏の

●四

賀の祭り❷
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▼
実
り
の
季
節
を
迎
え

て
も
コ
ロ
ナ
禍
は
収
ま

る
気
配
を
見
せ
ず
、
今

年
も
祭
囃
子
の
聞
こ
え

な
い
寂
し
い
秋
に
な
り

ま
し
た
。
▼
と
は
い
え

例
年
通
り
お
祭
り
の
ご

馳
走
は
用
意
す
る
つ
も

り
で
す
。
我
が
家
の
場
合
は
ま

ず
小
豆
た
っ
ぷ
り
の
赤
飯
。
昔

の
山
村
で
は
米
は
貴
重
品
で
小

豆
で
増
量
し
た
赤
飯
は
貧
乏
臭

い
と
古
老
に
か
ら
か
わ
れ
た
も
の

で
す
。
鯉
の
甘
露
煮
も
欠
か
せ

な
い
一
品
で
す
。
丸
ご
と
買
っ
て

来
て
ザ
ラ
メ
と
醤
油
で
煮
詰
め

ま
す
。
頭
や
尻
尾
は
鯉
こ
く
に

し
ま
す
。
か
つ
て
近
所
に
は
親
戚

を
呼
ん
で
大
宴
会
を
開
く
家
も

何
軒
か
あ
り
ま
し
た
が
、
平
成

に
な
っ
て
か
ら
は
そ
う
し
た
習
わ

し
は
だ
ん
だ
ん
廃
れ
て
き
ま
し
た
。

▼
し
か
し
令
和
に
な
っ
て
も
続
い

て
い
る
風
習
も
あ
り
ま
す
。
祭

り
の
舞
台
引
き
の
前
後
に
お
神

酒
と
共
に
煮
干
し
を
食
べ
る
の

は
、
今
で
も
多
く
の
氏
子
中
で

行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
煮

干
し
と
い
え
ど
も
立
派
な
尾
頭

付
き
。
祭
り
の
お
つ
ま
み
に
ふ
さ

わ
し
い
と
抜
擢
さ
れ
た
の
で
し
ょ

う
か
。
▼
コ
ロ
ナ
禍
と
と
も
に
消

え
て
し
ま
う
伝
統
や
風
習
も
多

い
こ
と
で
し
ょ
う
。
せ
め
て
記
録

に
残
し
て
次
世
代
に
伝
え
て
い

き
た
い
も
の
で
す
。

残
念
！

　

駒
ケ
岳
千
畳
敷
散
策

殿
村
遺
跡

最
終
調
査
報
告
会
開
催

夏
山
を
満
喫
し
た

白
馬
五
竜

　

梅
雨
も
明
け
き
ら
ぬ
７
月
９
日

（
金
）
に
、
中
央
ア
ル
プ
ス
駒
ケ

岳
の
千
畳
敷
へ
行
っ
て
き
ま
し
た
。

天
気
予
報
と
に
ら
め
っ
こ
で
上
に

行
く
頃
は
良
く
な
り
そ
う
な
の
で

出
発
し
ま
し
た
。
残
念
な
が
ら
ロ
ー

プ
ウ
ェ
イ
に

乗
る
と
雲
の

中
に
入
り
、

山
上
は
真
っ

白
で
歩
く
こ

と
も
で
き
ず

下
山
し
ま
し

た
。

　

平
成
20
年
～
31
年
の
11
年
間
に

亘
り
松
本
市
教
育
委
員
会
に
よ
り

発
掘
調
査
さ
れ
た
殿
村
遺
跡
関
連

の
調
査
報
告
「
殿
村
遺
跡
と
そ
の

時
代
Ｘ
」
が
最
終
報
告
の
総
ま
と

め
と
し
て
発
表
さ
れ
、
７
月
22
日

（
木
）
報
告
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

結
論
は
、
当
初
期
待
さ
れ
た
会

田
氏
の
居
館
跡
で
は
な
く
殿
村
遺

跡
＝
寺
院
跡
、
虚
空
蔵
山
＝
修
験

場
で
、
地
域
の
信
仰
空
間
の
存
在
で

あ
っ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

　

中
世
の
宗
教
勢
力
は
武
士
以
上

に
強
大
な
力
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

遺
跡
は
15
～
16
世
紀
（
室
町
～
戦

国
時
代
）。
室
町
時
代
の
大
規
模
な

造
成
遺
構
の
発
見
で
す
。
出
土
さ

れ
た
遺
物
は
、
高
度
な
土
木
・
建
築

技
術
、
茶
道
具
な
ど
、
中
国
か
ら
の

先
進
的
な
文
化
を
受
け
入
れ
て
い

ま
し
た
。
ま
た
、
こ
の
地
を
政
治
的

に
治
め
て
い
た
会
田
氏
と
の
関
わ
り

は
大
き
か
っ
た
と
結
論
付
け
ま
し
た
。

　

想
像
し
て
い
た
会
田
氏
の
居
館
跡

で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た

が
、
５
０
０

年
前
、
こ
の

地
に
壮
大
な

空
間
が
あ
っ

た
こ
と
に
ロ

マ
ン
を
感
じ

ま
せ
ん
か
。

　

夏
空
が
広
が
り
連
日
真
夏
日
が

続
く
７
月
26
日
（
月
）、
冬
は
五
竜

ス
キ
ー
場
に
な
る
遠
見
尾
根
を
リ

フ
ト
で
上
が
れ
ば
別
天
地
で
す
。

ス
キ
ー
場
を
夏
場
は
花
畑
に
す
る

こ
と
が
定
着
し
、
花
の
数
も
増
え

て
き
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
開
く
花
、

ち
ょ
っ
と
遅

い
花
、
と
り

ど
り
で
す
が
、

コ
マ
ク
サ
が

咲
く
緩
斜
面

を
ゆ
っ
く
り

歩
き
涼
し
さ

を
満
喫
し
た

一
日
で
し
た
。

殿村、虚空蔵山を望む
会田の風景

清
流
で

魚
を
つ
か
み
取
り

訂正文

図
書
館
談
義

小
笠
原
氏
の

鉄
砲
戦
で
滅
亡
し
た

会
田
氏
に
つ
い
て
学
ぶ

　

７
月
17
日
（
土
）
赤
怒
田
の
「
四

賀
の
里
錦
織
」
で
夏
の
に
し
ご
り

マ
ル
シ
ェ
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

当
日
の
目
玉
は
ニ
ジ
マ
ス
の
つ

か
み
取
り
で
す
。
会
場
の
裏
を
流

れ
る
保
福
寺
川
の
浅
瀬
に
魚
を
放

し
、
素
手
で
つ
か
み
取
り
に
チ
ャ

レ
ン
ジ
し
ま
す
。
大
勢
の
親
子
連

れ
が
訪
れ
、
ひ
ん
や
り
と
し
た
清

流
に
つ
か
り
な
が
ら
夏
な
ら
で
は

の
水
遊
び
を
楽
し
み
ま
し
た
。
つ

か
み
取
っ
た
ニ
ジ
マ
ス
は
そ
の
場
で

炭
火
で
焼
い
て
食
べ
る
こ
と
も
で
き
、

さ
っ
そ
く
焼
き
た
て
の
熱
々
を
頬

張
る
子
ど
も
も
い
ま
し
た
。

　

会
場
に
は
他
に
、
子
ど
も
木
工

教
室
や
薪
割
り
な
ど
体
験
型
の
イ

ベ
ン
ト
や
ゲ
ー
ム
、
ク
ラ
フ
ト
等

の
物
販
、
キ
ッ
チ
ン
カ
ー
な
ど
の

飲
食
の
出
店
も
多
数
あ
り
、
訪
れ

た
人
は
思
い
思
い
に
夏
の
一
日
を
満

喫
し
て
い
ま
し
た
。

　

６
月
４
日
（
金
）
四
賀
支
所
ピ

ナ
ス
ホ
ー
ル
で
「
会
田
氏
の
滅
亡

と
小
笠
原
鉄
炮
衆
」
に
つ
い
て
地

元
の
歴
史
に
詳
し
い
市
川
恵
一
さ
ん

の
講
演
が
あ
り
ま
し
た
。

　

鎌
倉
時
代
か
ら
当
地
を
支
配
し

た
会
田
氏
（
会
田
の
姓
は
無
い
・

支
配
者
一
統
を
称
し
て
会
田
氏
と
言

う
）
は
、
甲
斐
の
武
田
氏
の
信
濃

攻
略
に
よ
り
、
上
杉
氏
に
従
っ
た

者
と
武
田
氏
に
従
っ
た
者
に
分
か

れ
、
武
田
氏
に
従
っ
た
者
は
三
十

年
余
り
後
の
天
正
十
年
に
小
笠
原

氏
の
鉄
砲
戦
で
滅
亡
し
ま
す
。

　

会
田
か
ら
転
出
し
た

皆
さ
ん
は
信
濃
国
会
田

が
本
貫
で
あ
る
こ
と
か

ら
会
田
姓
を
名
乗
り
、

会
田
姓
は
、
山
形
市
・

越
谷
市
・
柏
崎
市
な
ど

に
広
が
っ
て
い
ま
す
。

　

戦
国
時
代
と
現
在
を

つ
な
ぐ
興
味
深
い
講
演

会
で
し
た
。

７
月
30
日
発
行
の
第
3
3
5
号

の
内
容
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た

こ
と
を
お
詫
び
い
た
し
ま
す
。

記
事
は
左
記
の
よ
う
に
訂
正
い

た
し
ま
す
。


