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宮のにぎわいふたたび ！ 「新石町山車復活プロジェクト」

　

ま
ず
は　

 

の
古
い
写
真
を
見
て
く
だ
さ
い
。

高
さ
８
メ
ー
ト
ル
を
超
す
、
壮
大
な
山
車
の
威

容
に
、
誰
も
が
圧
倒
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
こ
れ
は
江
戸
時
代
に
新
石
町
が
建
造
し
、

現
在
、
宇
都
宮
市
が
所
有
す
る
市
民
の
山
車
な

の
で
す
。

　

近
年
、「
ま
ち
お
こ
し
」
に
関
連
し
て
各
地
で

注
目
が
集
ま
り
つつ
あ
る
、「
山
車
」
や
「
屋
台
」。

戦
前
ま
で
は
祭
り
に
欠
か
せ
な
い
も
の
だ
っ
た
こ

れ
ら
の
出
し
物
で
す
が
、
高
度
成
長
期
以
降
は

地
方
の
祭
り
に
登
場
す
る
こ
と
は
少
な
く
な
っ
て

き
て
い
ま
し
た
。

　

山
車
や
屋
台
と
い
う
と
誰
も
が
イ
メ
ー
ジ
す
る

の
は
、華
麗
な
装
飾
で
し
ょ
う
。
祭
り
の
楽
し
さ
、

美
し
さ
に
花
を
添
え
る
精せ
い
ち緻
な
彫
刻
や
、
鮮
や

か
な
色
づ
か
い
。
高
々
と
そ
び
え
る
威
容
を
飾
り

立
て
る
提
灯
。
そ
ん
な
山
車
が
多
く
の
人
に
曳

か
れ
な
が
ら
練
り
歩
く
姿
は
、
日
本
の
祭
り
を

象
徴
す
る
光
景
で
す
。

　

現
在
で
も
宮
ま
つ
り
や
菊
水
祭
な
ど
で
、
い
く

つ
も
の
山
車
や
屋
台
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

け
れ
ど
も
、
大
正
時
代
ま
で
は
、
も
っ
と
ず
っ
と

多
く
の
山
車
や
屋
台
が
、
競
う
よ
う
に
祭
り
を

盛
り
上
げ
て
い
た
の
で
す
。

　
「
宮
の
に
ぎ
わ
い　

山
車
復
活
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

（
以
下
「
山
車
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」）
会
長
の
檜
山

幸
雄
さ
ん
（
㈱
う
さ
ぎ
や
会
長
）
は
、

「
私
自
身
は
昭
和
の
生
ま
れ
で
す
か
ら
見
た
こ
と

は
な
い
の
で
す
が
、
上
の
世

代
の
方
に
よ
る
と
、
そ
れ
は

も
う
す
ば
ら
し
い
も
の
だ
っ

た
そ
う
で
す
。
記
録
を
調

べ
て
見
ま
す
と
、
市
内
の
39

の
祭
礼
町
か
ら
、
な
ん
と
最

盛
期
に
は
81
種
類
も
の
山

車
や
屋
台
そ
の
他
の
出
し

物
が
繰
り
出
し
た
よ
う
で

す
。
さ
ぞ
壮
麗
だ
っ
た
こ
と

で
し
ょ
う
ね
」

　

記
録
に
よ
る
と
、
江
戸

後
期
か
ら
明
治
に
か
け
て
、

菊
水
祭
に
登
場
し
市
民
に

愛
さ
れ
て
き
た
山
車
な
ど

の
出
し
物
は
、
大
正
２
年

を
最
後
に
、
ぱ
っ
た
り
と
消

え
て
い
ま
す
。

　

同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
副
会
長

の
藤
井
昌 

一 

さ
ん
（
藤
井

産
業
㈱
社
長
）
は
、

　
「
大
正
２
年
は
、
大
正

天
皇
の
御
即
位
を
奉
祝
し

て
行
わ
れ
た
も
の
で
、
そ
の

盛
大
さ
は
空
前
絶
後
と
絶

賛
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、

翌
年
に
な
る
と
、
第
一
次
世
界
大
戦
が
始
ま
り
、

世
界
恐
慌
へ
と
時
代
が
激
動
し
て
い
き
ま
す
。
そ

の
後
、
残
念
な
が
ら
、
宇
都
宮
空
襲
で
多
く
の

貴
重
な
文
化
遺
産
と
と
も
に
灰
に
な
り
ま
し
た
」

と
残
念
が
り
ま
す
。

　

往
時
の
壮
麗
さ
を
う
か
が
わ
せ
る
の
が
、
前
述

の　

 

や
、
明
治
17
年
に
県
庁
竣
工
祝
賀
の
祭
典

を
記
録
し
た
絵
「
県
庁
新
設
祝
賀
之
図
」（　

）

で
す
。
新
石
町
だ
け
で
な
く
、
宇
都
宮
中
の
出

し
物
が
総
出
で
、
盛
大
に
祝
っ
た
様
子
が
、
手
に

取
る
よ
う
に
わ
か
り
ま
す
。

　

同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
復
活
を
め
ざ
し
て
い
る
の

は
、
そ
ん
な
歴
史
の
経
過
を
生
き
抜
い
て
保
存
さ

れ
て
い
る
、
旧
新
石
町
（
現
伝
馬
町
、
小
幡
の 

一 

部
）
の
山
車
な
の
で
す
。
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江戸時代、宇都宮の祭りは 　
江戸の天下祭に比肩するほどの 　

賑わいだったことを、ご存知ですか？　  
かつては、80を超える山車や屋台、　

練り物が繰り出した菊水祭。　
そんな時代を今につたえる 　

火焔太鼓の山車復活に取り組む 　
「宮のにぎわい　山車復活プロジェクト」　

について、ご紹介します。　
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Utsunomiya×Matsuri
明治 1 7（1884）
年 県庁新設祝賀
之図（宇都宮市
教育委員会提供）

2

明治42（1909）
年巡行写真（宇
都宮市教育委員
会提供）
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旧新石町
火焔太鼓の
山車宇

都
宮
市
所
有
の
豪
華
、

壮
麗
な﹁
火
焔
太
鼓
の
山
車
﹂
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残
念
な
が
ら
、新
石
町
の
山
車
は
、全
部
が
残
っ

て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。　
の
写
真
で
も
っ

と
も
目
を
引
く
火
焔
太
鼓
の
部
分
と
、
そ
の
下

の
飾
り
の
一
部
で
す
。

　

火
焔
太
鼓
は
、
道
路
拡
幅
に
伴
っ
て
蔵
を
取

り
壊
す
際
に
、
そ
の
中
か
ら
発
見
さ
れ
、
昭
和

55
年
に
宇
都
宮
市
に
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。

　

同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
事
務
局
長
で
あ
る
田
巻
秀

樹
さ
ん
（
㈱
た
ま
き
社
長
）
は
、　
「
そ
の
時
点

で
は
、
歴
史
や
由
来
な
ど
は
あ
ま
り
分
か
っ
て
い

な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
が
平
成
23
年
に
専
門

家
に
よ
る
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
正
確
な
建
造

年
代
は
不
明
で
す
が
、
江
戸
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る

こ
と
が
で
き
る
の
は
間
違
い
な
い
、
大
変
貴
重
な

文
化
財
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
」
と
言

い
ま
す
。

　

実
は
、
調
査
の
き
っ
か
け
は
、
新
石
町
に
近
接

す
る
清
住
通
り
の
ま
ち
づ
く
り
事
業
で
し
た
。

　

平
成
22
年
に
、
市
民
有
志
に
よ
っ
て
ス
タ
ー
ト

し
た
「
清
住
通
り
ま
ち
づ
く
り
検
討
部
会
」
は
、

２
年
間
で
21
回
も
の
会
合
を
重
ね
る
中
、
歴
史

文
化
を
軸
と
す
る
ま
ち
づ
く
り
の
ア
イ
デ
ア
を
語

り
合
い
、
多
岐
に
わ
た
る
勉
強
・
調
査
を
行
い
ま

し
た
。
そ
の
過
程
で
メ
ン
バ
ー
か
ら
「
そ
う
い
え

ば
、
新
石
町
の
火
焔
太
鼓
を
宇
都
宮
市
で
保
存
・

展
示
し
て
い
た
の
で
は
」と
声
が
あ
が
り
ま
し
た
。

　

検
討
部
会
は
平
成
23
年
５
月
に
報
告
書
を
出

し
て
活
動
を
終
了
し
ま
し
た
が
、
そ
の
志
を
引

き
継
ぐ
形
で
、
同
年
７
月
に
山
車
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

が
発
足
。
そ
れ
に
先
立
つ
５
月
〜
６
月
に
専
門
家

に
よ
る
調
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

調
査
に
参
加
し
た
東
京
藝
術
大
学
大
学
院
の

荒
井
経
准
教
授
は
、「
壮
大
な
山
車
全
体
の
形

は
失
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
火
焔
太
鼓
や
金
龍
、

華
飾
り
な
ど
主
要
な
部
分
が
管
理
保
存
さ
れ
て

い
ま
す
。
現
存
し
て
い
る
主
要
部
分
を
取
り
込

ん
で
、
山
車
全
体
を
復
元
し
、
宇
都
宮
が
歴
史

あ
る
街
で
あ
る
こ
と
を
示
す
菊
水
祭
復
興
の
シ
ン

ボ
ル
と
し
て
、
活
用
し
て
い
く
こ
と
を
提
案
し
ま

す
」
と
評
価
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
彫
刻
師
で
鹿
沼
市
文
化
財
保
護
審
議
委

員
で
も
あ
る
黒
崎
孝
雄
さ
ん
も
「
調
査
の
と
き

に
拝
見
し
た
火
焔
太
鼓
の
大
き
さ
に
圧
倒
さ
れ
、

龍
の
彫
刻
の
躍
動
感
と
迫
力
に
感
動
を
覚
え
ま

し
た
」
と
感
激
を
語
り
な
が
ら
、

　
「
構
造
部
材
は
失
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
重
要

な
装
飾
部
品
の
ほ
と
ん
ど
が
保
存
さ
れ
て
い
ま

す
。
復
元
の
手
が
か
り
に
な
る
古
写
真
も
あ
り

ま
す
か
ら
、
復
元
は
可
能
で
す
」
と
断
言
し
ま

す
。

　

黒
崎
さ
ん
は
、
さ
ら
に
「
龍
の
彫
刻
の
作
風
か

ら
見
る
と
、
江
戸
時
代
に
彫
刻
屋
台
や
山
車
の

多
く
を
手
が
け
た
宇
都
宮
宿
馬
場
の
彫
刻
師
高

田
氏
の
作
で
は
」
と
推
測
し
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
専
門
家
の
評
価
を
も
と
に
、
山
車

プ
ロ
ジェク
ト
は
活
動
の
方
向
性
を
定
め
ま
す
。

　
「
も
ち
ろ
ん
、
山
車
を

単
に
復
元
す
る
こ
と
だ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
重
要

な
の
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
名
に

も
あ
る
と
お
り
、
宮
の
に

ぎ
わ
い
で
す
。
や
や
も
す

る
と
元
気
が
失
わ
れ
が
ち

な
昨
今
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
を
通
じ
て
『
宇
都
宮

に
も
こ
ん
な
歴
史
文
化
が

あ
っ
た
の
か
』
と
再
認
識

し
て
い
た
だ
き
、
そ
こ
か

ら
に
ぎ
わ
い
に
つ
な
げ
て
い

き
た
い
と
い
う
想
い
が
、
何

よ
り
重
要
な
の
で
す
」（
檜

山
会
長
）

　

と
は
い
え
、
過
去
の
山

車
の
全
体
像
は
図
３
の
復

元
図
の
と
お
り
、
高
さ
８

メ
ー
ト
ル
以
上
、
土
台
の

長
さ
は
約
３
メ
ー
ト
ル
半
、

車
軸
の
長
さ
も
約
３
メ
ー

ト
ル
と
い
う
巨
大
な
も
の

で
す
。
ま
た
比
較
的
保
存

状
態
が
い
い
と
言
っ
て
も
、

詳
し
く
調
べ
れ
ば
傷
み
や

虫
食
い
な
ど
も
多
く
、
ま

◎
平
成
26
年
の
菊
水
祭
巡
行
を
め
ざ
す
。

◎
貴
重
な
文
化
財
で
あ
る
現
存
部
分
の
調

査
と
修
復
保
存
作
業
を
行
う
。

◎
現
存
部
分
を
取
り
込
み
、
山
車
全
体
の

復
元
を
め
ざ
す
。

た
失
わ
れ
た
土
台
や
車
輪
な
ど
、
多
く
を
新
た

に
作
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
「
資
金
面
で
は
、
募
金
を
募
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
１
口
１
万
円
で
広
く
呼
び
か
け
る
活
動
も

始
め
ま
し
た
」（
田
巻
事
務
局
長
）

　

そ
の
他
に
も
、
折
に
触
れ
て
行
う
展
示
の
際
に

募
金
箱
な
ど
を
設
置
し
、
志
を
入
れ
て
い
た
だ

く
こ
と
も
計
画
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。

（
募
金
の
詳
細
に
つい
て
は
、
記
事
末
の
問
合
せ
先

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
）

　

山
車
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
役
員
で
あ
り
宇
都
宮
市
文

化
財
調
査
員
の
池
田
貞
夫
さ
ん
が
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
の
意
義
や
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て
ま
と
め
た
文

章
が
あ
り
ま
す
。
少
々
長
め
で
す
が
、
抜
粋
し

て
引
用
し
ま
す
。

　

宇
都
宮
二
荒
山
神
社
の
祭
礼
と
し
て
名
高
い

菊
水
祭
は
、
延
宝
元
年
（
１
６
７
３
）
に
起
源

を
持
つ
と
伝
え
ら
れ
、
そ
の
歴
史
は
３
３
０
年

余
を
数
え
る
。
今
日
で
も
10
月
最
終
の
土
曜

日
、
日
曜
日
の
二
日
間
に
わ
た
り
、
流
鏑
馬
神

事
や
氏
子
町
を 

一 

周
す
る
鳳ほ
う
れ
ん輦
（
神
輿
）
の

渡
御
が
行
わ
れ
て
い
る
。（　

）

　

し
か
し
な
が
ら
、江
戸
時
代
か
ら
明
治
、大
正
、

昭
和
期
の
戦
前
ま
で
の
菊
水
祭
で
は
、
付
け
祭

り
と
し
て
、町
民
が
主
役
と
な
っ
た
山
車
や
屋
台
、

練
り
物
の
繰
り
出
し
、
手
踊
り
狂
言
が
上
演
さ

れ
て
き
た
。
こ
の
付
け
祭
り
〈
宇
都
宮
の
祭
礼
〉

は
、
祭
り
の
規
模
、
出
し
物
の
数
、
氏
子
ら
の

熱
狂
ぶ
り
、
賑
わ
い
に
お
い
て
、
全
国
屈
指
の
祭

り
と
し
て
天
下
に
鳴
り
響
き
、
江
戸
の
天
下
祭

（
山
王
祭
・
神
田
祭
）
と
肩
を
並
べ
る
ほ
ど
で
あ
っ

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。（
中
略
）

火焔太鼓の山車　復元図 3
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Utsunomiya×Matsuri

宮のにぎわいふたたび ！ 「新石町山車復活プロジェクト」

ま
ち
づ
く
り
検
討
か
ら

ス
タ
ー
ト
し
た

復
活
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

復
元
へ
ス
タ
ー
ト
、

新
た
な
時
代
の
山
車
を

「
菊
水
祭
と
新
石
町
の

               

山
車
に
つ
い
て
」

菊
水
祭
と
山
車

歴
史
文
化
の
背
景
を
探
る

宇
都
宮
城
址
公
園
で
開
催
さ
れ
た
伝
統
文
化
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
に
展
示
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さ
て
、
山
車
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
平
成
23
年
７
月

25
日
に
設
立
総
会
を
行
っ
た
後
、
修
復
の
た
め

の
調
査
活
動
と
、
市
民
へ
の
周
知
を
行
って
き
ま

し
た
。

　

今
年
度
も
、
イ
ベ
ン
ト
等
の
機
会
を
と
ら
え

て
、
積
極
的
に
展
示
を
行
い
、
市
民
に
周
知
し

て
い
く
予
定
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

ま
た
、
平
成
20
年
に
解
体
さ
れ
た
二
荒
山
神

社
の
旧
鳥
居
の
寄
贈
を
受
け
、
修
復
材
料
と
し

て
使
用
す
る
こ
と
も
決
定
。
６
月
に
搬
出
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

　

残
念
な
が
ら
、
こ
れ
ら
隆
盛
を
誇
っ
た
山
車
、

屋
台
も
、
戊
辰
戦
争
や
宇
都
宮
空
襲
、
更
に

は
社
会
の
近
代
化
の
流
れ
の
中
で
、
焼
失
、
老

朽
化
し
、
大
半
の
山
車
、
屋
台
を
失
っ
た
。
そ

れ
で
も
伝
馬
町
屋
台
と
蓬
莱
町
屋
台
、
本
郷

町
山
車
は
現
存
し
て
お
り
、
今
も
活
躍
し
て
い

る
。（   　

 　

）

　
一
方
、
江
戸
時
代
に
起
源
を
持
つ
山
車
に
つい

て
は
、
そ
の
一
部
が
残
存
し
て
い
る
も
の
が
数

台
あ
る
が
、
宇
都
宮
に
は
原
型
を
保
っ
て
い
る

も
の
は
、
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
点
か
ら

言
え
ば
、
新
石
町
の
山
車
は
構
造
部
材
を
除
い

て
、
火
焔
太
鼓
や
彫
刻
、
万
灯
な
ど
の
装
飾
部

分
が
ほ
ぼ
完
全
な
形
で
残
存
し
て
お
り
、
復
元

可
能
な
最
高
級
の
文
化
遺
産
で
あ
る
。

　

新
石
町
は
付
け
祭
り
が
始
ま
っ
た
延
宝
元
年

か
ら
、
す
で
に
「
十
六
番
の
祭
礼
町
」
と
し
て

祭
り
に
参
加
し
て
い
る
。
当
時
の
出
し
物
は
人

形
屋
台
と
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
、
武
蔵
野

の
山
車
や
芸
屋
台
、
文
政
年
間
に
は
踊
り
屋

台
を
出
し
、
手
踊
り
狂
言
（
清
元
）
を
行
っ
て

い
る
。
今
に
残
る
火
焔
太
鼓
の
山
車
は
、
祭
礼

絵
巻
に
よ
る
と
弘
化
４
（
１
８
４
７
）
年
に
登

場
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
明
治
時
代
に
度
々
繰

り
出
さ
れ
、
大
正
２
年
に
も
出
て
い
る
。

　

新
石
町
の
山
車
は
、
建
造
さ
れ
て
か
ら
少
な

く
と
も
1
6
0
年
は
経
過
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
、
江
戸
時
代
の
宇
都
宮
の
町
中
を
練
り
歩
い

た
山
車
で
あ
る
。
し
か
も
、
江
戸
時
代
の
当

時
の
山
車
の
形
式
や
構
造
を
知
る
上
で
も
貴
重

な
文
化
遺
産
で
あ
り
、何
よ
り
も
、隆
盛
を
誇
っ

た
付
け
祭
り
の
生
き
証
人
で
も
あ
る
。

　

山
車
に
は
、
宇
都
宮
の
先
人
の
祭
り
に
か

け
た
心
意
気
、
技
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
町
の
結
集

力
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
思
い
を
今
こ
そ

受
け
継
ぎ
、
ぜ
ひ
山
車
を
甦
ら
せ
る
こ
と
が
、

地
域
の
活
性
化
に
結
び
つ
く
と
確
信
す
る
。

　

こ
の
よ
う
な
背
景
を
持
つ
山
車
だ
か
ら
こ
そ
、

今
、
多
く
の
市
民
が
復
活
に
期
待
を
寄
せ
て
い
る

の
で
し
ょ
う
。
単
に
一
地
域
の
山
車
復
活
で
は
な

く
、
歴
史
の
中
の
宇
都
宮
を
知
る
よ
す
が
で
あ

り
、江
戸
（
中
央
）
に
負
け
な
い
宇
都
宮
（
地
方
）

の
パ
ワ
ー
の
象
徴
で
も
あ
り
ま
す
。

　

山
車
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
役
員
と
し
て
修
復
部
会
長

を
務
め
て
い
る
、
宇
都
宮
市
教
育
委
員
会
委
員

長
で
あ
る
建
築
家
の
藤
原
宏
史
さ
ん
（
㈲
藤
原

設
計
事
務
所
長
）
は
、　
「
関
わ
っ
た
当
初
は
、

復
元
は
そ
れ
ほ
ど
難
し
く
な
い
と
思
っ
て
い
た
の

で
す
が
、
調
べ
れ
ば
調
べ
る
ほ
ど
そ
の
合
理
的
な

考
え
方
に
感
心
し
ま
し
た
。
本
来
、
山

車
や
屋
台
は
引
い
て
練
り
歩
く
も
の
で
、

動
い
て
は
い
け
な
い
建
築
物
と
は
ま
っ
た
く

違
っ
た
発
想
に
よ
る
高
度
な
技
術
が
使
わ

れ
て
い
ま
す
。
技
術
の
伝
承
、
歴
史
文
化

の
伝
承
と
い
う
意
味
で
も
、
腰
を
す
え
て

や
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
と
、
今
で
は
考

え
て
い
ま
す
」

　

そ
う
いっ
た
高
度
な
技
術
は
、
そ
れ
だ

け
で
存
在
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

技
術
を
マ
ス
タ
ー
で
き
る
環
境
と
し
て
、
一

定
数
以
上
の
技
術
者
集
団
の
存
在
や
、
彼

ら
に
仕
事
を
発
注
す
る
依
頼
人
が
不
可

欠
で
す
。
さ
ら
に
、
外
部
か
ら
の
技
術
交

流
も
重
要
で
す
か
ら
、
交
通
の
便
も
良

く
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

　
「
町
全
体
の
総
合
力
が
な
け
れ
ば
、
高

度
な
文
化
や
技
術
は
維
持
で
き
な
い
。
で

す
か
ら
、
こ
う
し
た
山
車
が
残
って
い
る
と

い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
宇
都
宮
が
す
ば

ら
し
い
町
で
あ
っ
た
と
い
う
、
証
明
な
の
で

す
」（
藤
原
部
会
長
）

　
「
山
車
の
床
材
や
山
車
部
材
の
収
納
箱
な
ど
に

使
用
す
る
予
定
で
、準
備
を
進
め
て
い
ま
す
」（
藤

原
部
会
長
）

　
「
昭
和
21
年
に
建
て
ら
れ
、
約
60
年
間
宇
都

宮
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
二
荒
山
神
社
の
顔
と
し
て
、

市
民
に
親
し
ま
れ
て
き
た
鳥
居
で
す
。
助
川
宮

司
か
ら
お
話
を
い
た
だ
い
た
時
に
は
、
本
当
に
嬉

し
か
っ
た
で
す
ね
」（
田
巻
事
務
局
長
）

　

こ
れ
に
よ
り
、
一
層
「
市
民
に
と
っ
て
身
近
な

存
在
」
に
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。

　
「
ま
だ
道
の
り
は
遠
い
で
す
が
、
一 

歩
一 

歩
着

実
に
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま

な
方
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
、
な
ん
と
し
て
も
実

現
さ
せ
た
い
で
す
ね
。『
新
石
町
』
と
い
う
狭
い

地
域
の
こ
と
で
は
な
く
、
宇
都
宮
の
歴
史
文
化
を

象
徴
す
る
プ
ロ
ジ
ェク
ト
と
し
て
、
ま
ち
の
に
ぎ
わ

い
再
生
の
起
爆
剤
と
し
て
、
メ
ン
バ
ー
が 

一
丸
と

な
っ
て
が
ん
ば
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
皆
さ
ま
の
お

力
添
え
を
お
願
い
し
ま
す
」（
藤
井
副
会

長
）

　
「
新
石
町
は
、
江
戸
時
代
ま
で
の
宇
都

宮
に
と
っ
て
は
、
本
陣
な
ど
も
あ
り
、
町

人
文
化
の
中
心
地
だ
っ
た
の
で
す
。
街
道

が
分
岐
す
る
追
分
で
あ
り
、
交
通
の
要

所
で
も
あ
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
こ
こ
に

も
う
一
度
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
、い
わ
ば
『
追

分
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
』
と
し
て
盛
り
上
げ
る

こ
と
が
、
宇
都
宮
全
体
の
活
力
ア
ッ
プ
に

貢
献
で
き
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
山
車

は
そ
の
シ
ン
ボ
ル
で
す
。
ぜ
ひ
み
ん
な
で

力
を
合
わ
せ
、
菊
水
祭
で
の
巡
行
を
実

現
さ
せ
た
い
と
思
い
ま
す
」（
檜
山
会
長
）

　

単
な
る
一
地
域
、
一
文
化
財
の
枠
を

超
え
て
、
宇
都
宮
全
体
の
活
性
化
に
寄

与
す
る
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
持
つ
山
車
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
。
こ
れ
が
成
功
す
れ
ば
、
こ
の

成
功
体
験
を
起
爆
剤
と
し
て
、
さ
ら
に

大
き
な
「
宮
の
に
ぎ
わ
い
」
が
実
現
で

き
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
夢
を

与
え
て
く
れ
る
、
素
敵
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

◎
取
材
協
力

宮
の
に
ぎ
わ
い  

山
車
復
活
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

会
長
　
　
檜
山
　
幸
雄
さ
ん（
㈱
う
さ
ぎ
や
会
長
）

副
会
長
　
藤
井 

　
昌
一
さ
ん（
藤
井
産
業
㈱
社
長
）

修
復
部
会
長
　
藤
原
　
宏
史
さ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　   （
㈲
藤
原
設
計
事
務
所
長
）

荒
井
　
経
さ
ん（
東
京
藝
術
大
学
大
学
院
准
教
授
）

黒
崎
　
孝
雄
さ
ん（
彫
刻
師
）

池
田
　
貞
夫
さ
ん（
宇
都
宮
市
文
化
財
調
査
員
）

事
務
局
長
　 

田
巻
秀
樹
さ
ん（
㈱
た
ま
き
社
長
）

問合せ／  宮のにぎわい  山車復活プロジェクト事務局　☎６３４-６８１０ （㈱うさぎや内）　 e-mail usagiya@sun.ucatv.ne.jp

伝馬町
屋台

蓬莱町
屋台

本郷町
山車

5

6

7

完
成
予
想
の
組
み
立
て
キ
ッ
ト

平
成
23
年
10
月
29
日
の
ベ
ス
ト
フ
ェ
ス
タ
i
n
西
で
展
示

Utsunomiya×Matsuri

宮のにぎわいふたたび ！ 「新石町山車復活プロジェクト」

◎
平
成
24
年
8
月
4
日
　

　
第
37
回
ふ
る
さ
と
宮
ま
つ
り

　（
う
つ
の
み
や
表
参
道
ス
ク
エ
ア
）

◎
同
　
10
月
下
旬

　
菊
水
祭

◎
同
　
11
月
上
旬
　

　
オ
リ
オ
ン
通
り
商
店
街
（振）
イ
ベ
ン
ト

5
6
7

す
ば
ら
し
い
技
術
に
感
嘆
、

宇
都
宮
の
パ
ワ
ー
を
感
じ
る

夢
の
実
現
に
、力
を
あ
わ
せ
て

取
り
組
ん
で
い
く


