
祭
り
と
葬
式
を
行
き
交
う
身
体

奴
振
り
を
担
う
人
々
と
葬
祭
業

福
持
昌
之

㊥
6
器
o
目
゜
・
菖
0
6
0
目
6
§
色
O
o
ず
⑫
吟
綱
6
6
目
頃
窪
江
鴫
巴
ロ
飴
5
匙
頃
目
】
㊦
『
巴
o
D
‥

『
∈

民
已
旨
O
〔
国
一
冨
曽
飴
遵

覧
o
『
喝
6
き
『
目
6
塁
§
島
吟
庁
6
頃
巨
目
6
『
巴
国
已
⑭
巨
6
留

は
じ
め
に

0
大
阪
の
葬
列
に
お
け
る
僧
列

②
近
世
の
奴
振
り
の
諸
相

③
大
阪
の
葬
祭
業
者
と
供
奴

お
わ
り
に

［論
文
要
旨
］

　
大
名
行
列
を
象
徴
す
る
奴
振
り
は
、
も
と
も
と
武
士
の
供
揃
い
の
規
模
が
大
き
く
な
っ
た
奴
行

列
で
あ
る
。
明
暦
頃
に
は
仮
装
の
風
流
と
し
て
祭
礼
行
列
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
独

特
の
所
作
が
芸
能
と
し
て
の
価
値
を
持
ち
、
歌
舞
伎
舞
踊
に
影
響
を
与
え
、
大
名
行
列
で
も
重
宝

さ
れ
る
。
現
在
は
、
全
国
各
地
の
祭
礼
行
列
に
見
ら
れ
る
民
俗
芸
能
で
あ
る
。

　
大
阪
で

は
霊
枢
車
が
登
場
す
る
以
前
、
野
辺
送
り
の
葬
列
に
こ
の
奴
振
り
が
み
ら
れ
た
。
祭
り

を
賑
や
か
す
行
列
仕
立
て
が
、
し
め
や
か
な
葬
列
に
も
共
通
し
て
み
ら
れ
た
こ
と
は
、
い
か
に
も

不
釣

合
い
に
み
え
る
。
こ
の
こ
と
は
大
阪
の
葬
儀
業
者
に
は
、
も
と
も
と
近
世
に
大
名
行
列
へ
の

人
足

を
供
給
し
て
い
た
業
者
が
あ
っ
た
た
め
、
明
治
に
な
っ
て
新
し
い
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
、
大
き

な
葬
儀
に
際
し
て
葬
列
に
奴
振
り
を
取
り
入
れ
た
の
だ
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
奴
振
り
を

伴
う
派
手
で
華
美
な
葬
列
を
好
む
こ
と
こ
そ
が
、
大
阪
の
特
異
性
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
て
き
た
。

　
し
か
し
、
葬
列
の
構
成
を
み
る
と
、
奴
振
り
は
僧
列
の
一
部
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

つ

ま
り
、
僧
侶
の
供
揃
え
と
し
て
葬
列
に
加
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
僧
侶
の
供
揃
え
に
奴
行
列

が
つ
く
事
例
は
、
近
江
の
湖
東
地
域
の
寺
院
に
伝
わ
る
近
世
文
書
に
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
こ
で
は
、
葬
列
の
一
部
に
御
導
師
人
足
も
し
く
は
寺
人
足
と
呼
ば
れ
る
僧
列
が
あ
り
、
奴
行
列

が
み
ら
れ
た
。

　
ま
た
、
大
阪
の
い
く
つ
か
の
神
社
で
は
、
祭
礼
の
際
に
葬
儀
業
者
が
中
心
に
な
っ
て
奴
振
り
が

お

こ
な
わ
れ
て
き
た
。
大
阪
の
葬
儀
業
者
は
、
も
と
も
と
大
名
行
列
の
人
足
方
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

日
常
か
ら
神
社
仏
閣
等
に
出
入
り
し
、
祭
礼
の
際
に
棒
頭
と
し
て
采
配
を
振
る
い
、
奴
行
列
を
は

じ
め
さ
ま
ざ
ま
な
人
足
を
手
配
し
た
。
こ
の
棒
頭
は
、
大
阪
天
満
宮
は
駕
友
、
御
霊
神
社
は
熊
田
屋
、

難
波

神
社
は
阿
波
弥
、
熊
野
神
社
は
平
久
と
決
っ
て
い
た
。
大
阪
の
キ
タ
と
ミ
ナ
ミ
で
は
、
奴
振

り
の
所
作
が
異
な
っ
た
と
い
う
。

　
大
阪

の

葬
列
に
み
る
奴
振
り
の
、
死
者
へ
の
セ
レ
モ
ニ
ー
と
、
清
浄
な
る
神
事
と
の
間
を
自
在

に
行
き
来
す
る
身
体
は
、
葬
列
を
構
成
す
る
僧
列
の
供
揃
え
で
あ
る
こ
と
と
、
大
名
行
列
の
人
足

方
と
い
う
葬
儀
業
者
の
出
自
と
に
裏
打
ち
さ
れ
た
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
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は
じ
め
に

（
1
）
本
稿
に
お
け
る
課
題

　
葬
祭
業
の
大
手
、
株
式
会
社
公
益
社
が
発
行
し
た
創
業
七
〇
周
年
記
念
誌
に
は
、

次
の

よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

　
　
江
戸
時
代
に
頻
繁
に
　
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
大
名
行
列
は
プ
ロ
の
手
に
委
ね
ら

　
　
れ
て

お
り
、
駕
屋
と
い
わ
れ
る
人
々
が
行
列
の
担
ぎ
手
の
手
配
や
行
列
そ
の
も

　
　
の
の
演
出
を
請
け
負
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
明
治
維
新
で
大
名
行
列

　
　
が
廃
止

さ
れ
た
た
め
、
職
を
失
っ
た
彼
ら
は
典
礼
式
典
の
請
負
専
業
者
に
転
業

　
　
し
、
生
き
抜
い
て
行
く
。
明
治
期
の
葬
列
が
大
名
行
列
“
奴
の
行
列
”
と
似
通
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
て

い

る
の
は
、
彼
ら
が
大
名
行
列
の
演
出
家
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
大
名
行
列
に
お
け
る
奴
行
列
と
は
、
挟
箱
、
毛
槍
、
立
傘
、
台
笠
な
ど
を
持
っ
た

奴
姿
の
男
た
ち
が
、
独
特
の
足
運
び
や
か
け
声
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
道
具
を
投
げ

渡
す
な
ど
の
所
作
を
伴
う
も
の
で
、
大
名
行
列
に
お
い
て
は
見
せ
場
も
し
く
は
見
ど

こ
ろ
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。

　
明
治
時
代
の
大
阪
に
お
い
て
、
葬
列
の
な
か
に
大
名
行
列
の
要
素
を
取
り
入
れ
て

い

た
こ
と
や
、
葬
儀
請
負
業
の
な
か
に
大
名
行
列
方
か
ら
転
業
し
た
も
の
が
い
た
こ

と
に
つ
い
て
は
、
戦
前
か
ら
小
島
勝
治
が
『
上
方
』
に
掲
載
の
「
商
都
大
阪
の
葬
式
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

（
一
九
三

八
）
で
指
摘
し
て
い
た
。
ま
た
、
そ
の
小
島
の
仕
事
に
つ
い
て
は
、
井
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

章
一
が
『
霊
枢
車
の
誕
生
』
（
一
九
八
四
）
で
詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
。

　
井
上

は
、
霊
枢
車
が
登
場
す
る
以
前
、
明
治
期
に
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
な
葬
列
を
好
む

風
潮
が
あ
り
、
そ
の
ひ
と
つ
の
趣
向
と
し
て
大
名
行
列
の
奴
の
芸
能
を
採
り
入
れ
た

葬

列
が
あ
っ
た
と
す
る
。
明
治
時
代
に
流
行
し
た
長
大
化
し
た
葬
列
は
、
大
正
に

入
っ
て
近
代
化
の
な
か
で
失
わ
れ
て
ゆ
く
。
つ
ま
り
、
市
電
や
自
動
車
と
っ
て
交
通

機
関
が
発
達
し
そ
れ
が
優
先
さ
れ
て
い
く
こ
と
、
そ
し
て
参
列
す
る
人
々
も
歩
か
ず

に

そ
う
い
っ
た
乗
物
を
利
用
す
る
事
例
が
増
え
た
こ
と
、
ま
た
、
斎
場
が
郊
外
に
建

設

さ
れ
葬
列
の
移
動
の
距
離
が
伸
び
た
こ
と
な
ど
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
そ
し
て
、

霊
枢
車
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。
葬
列
に
お
け
る
奴
行
列
は
、
そ
こ
で
途
絶
え
た

こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
井
上
は
、
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い
る
。

　
　
現
在
も
大
阪
の
神
社
に
は
祭
礼
に
大
名
行
列
を
く
り
だ
す
と
こ
ろ
が
あ
る
。
い

　
　
ま
で
も
、
奴
た
ち
の
行
列
を
見
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い

　
　

て
、
あ
る
神
社
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
た
い
へ
ん
興
味
深
い
事
実
を
知
る

　
　
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で
は
、
神
事
の
大
名
行
列
を
葬
儀
社
の
「
御
奉
仕
」
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
演
出
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
筆
者
は
、
平
成
十
二
年
（
二
〇
〇
〇
）
の
住
吉
大
社
の
お
田
植
え
祭
で
、
早
乙
女

た
ち
を
先
導
す
る
奴
を
つ
と
め
る
大
阪
供
奴
保
存
会
の
津
田
慶
一
会
長
か
ら
、
同
様

の

お
話
し
を
う
か
が
っ
た
。
井
上
が
い
う
「
あ
る
神
社
」
は
、
お
そ
ら
く
住
吉
大
社

だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
小
島
と
井
上
に
共
通
す
る
の
は
、
葬
式
と
い
っ
た
し
め
や
か
な
儀
式
の
場
に
、
不

釣
合
い
な
派
手
で
華
美
な
趣
向
と
し
て
大
名
行
列
が
採
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
は
、
近

代
の
大
阪
の
特
異
性
で
あ
る
と
い
っ
た
言
説
で
あ
る
。
井
上
は
、
葬
列
に
奴
行
列
が

で

る
こ
と
に
つ
い
て
、
葬
列
が
聖
な
る
も
の
か
ら
見
世
物
へ
と
転
換
し
た
と
い
う
評

価
を
し
て
い
る
が
、
神
事
に
葬
儀
社
が
関
わ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
興
味
深
い
と
す

る
も
の
の
そ
れ
以
上
の
記
述
は
な
い
。
し
か
し
、
死
を
不
浄
と
み
な
し
忌
避
す
る
神

社
の
祭
礼
で
、
葬
儀
に
携
わ
る
こ
と
を
生
業
と
す
る
人
た
ち
が
、
い
ず
れ
の
場
に
お

い
て

も
奴
と
し
て
一
定
の
役
割
を
担
う
と
い
う
こ
と
は
、
稜
れ
多
き
死
の
場
と
、
神

事
の
場
と
の
間
を
自
在
に
行
き
来
す
る
身
体
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

の

こ
と
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
解
釈
を
な
す
べ
き
か
、
そ
れ
は
大
き
な
課
題
で
あ
ろ

・
つ
。

（
2
）
つ
く
ら
れ
た
言
説
の
源
流
、
そ
し
て
身
体
の
論
理

こ
れ
ま
で
、
近
代
の
大
阪
の
葬
式
に
奴
が
で
る
こ
と
は
、
た
ん
に
近
代
に
お
け
る
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「近
世
懐
古
」
「
江
戸
趣
味
」
、
あ
る
い
は
仮
装
行
列
と
し
て
の
賑
や
か
し
の
趣
向
と

し
て
認
識
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
祭
礼
行
列
に
お
け
る
奴
振
り
が
、
こ
れ
ま

で

十
分
な
考
察
が
な
さ
れ
て
こ
な
い
ま
ま
、
近
代
に
な
っ
て
始
ま
っ
た
時
代
行
列
、

仮
装
行
列
の
一
趣
向
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
こ
と
に
似
通
っ
て
い
る
。

祭
礼
行
列
の
奴
振
り
に
つ
い
て
は
、
近
世
に
は
武
家
の
格
式
を
表
象
す
る
装
置
と
し

て

厳
然

と
存
在
し
な
が
ら
も
、
一
方
で
、
見
世
物
、
観
賞
用
の
芸
能
と
し
て
も
評
価

さ
れ
て
お
り
、
前
者
は
祭
礼
警
固
の
武
士
の
行
列
と
し
て
、
後
者
は
行
列
風
流
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

て
祭
礼
行
列
に
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

　
で

は
、
大
阪
の
葬
式
と
奴
行
列
と
の
関
係
は
、
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て

き
た
の
だ
ろ
う
か
。
小
島
は
、
明
治
以
前
の
葬
式
は
奴
が
で
る
よ
う
な
派
手
な
も
の

は
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。
明
治
一
八
年
（
一
八
八
五
）
一
〇
月
二
日
に
お
こ
な
わ

れ

た
五
代
友
厚
の
葬
儀
は
長
大
な
葬
列
で
は
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
小

島
は
そ
こ
に
奴
行
列
が
あ
っ
た
と
は
考
え
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
以
降
に
ど
こ

か

の

葬
式
に
偶
然
と
り
い
れ
ら
れ
た
趣
向
で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る
。

　
小
島
の
報
告
は
、
葬
儀
請
負
業
者
と
し
て
明
治
時
代
の
大
阪
の
葬
列
を
担
っ
て
い

た
鈴
木
勇
太
郎
に
対
す
る
度
重
な
る
聞
き
取
り
調
査
の
成
果
で
あ
っ
た
。
そ
の
鈴
木

は
、
す
で
に
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
、
駕
友
の
歴
史
と
自
分
の
半
生
を
綴
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

『回
顧
録
』
を
出
版
し
、
家
業
の
繁
栄
を
願
っ
て
近
親
お
よ
び
関
係
者
に
配
布
し
た
。

鈴
木
は
、
『
回
顧
録
』
に
葬
式
の
奴
行
列
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
大
阪
で
初

め

て

霊
枢
車
を
導
入
し
、
葬
式
か
ら
奴
行
列
を
駆
逐
し
た
と
い
う
鈴
木
に
と
っ
て
、

子
、
孫
の
代
に
至
る
将
来
の
布
石
と
し
て
著
し
た
『
回
顧
録
』
だ
け
に
、
そ
れ
は
当

然

と
も
い
え
る
。
た
だ
、
自
ら
語
る
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
小
島
の
聞
き
取
り

調
査
で
は
奴
に
つ
い
て
雄
弁
に
物
語
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
鈴
木
の
大
阪
の
葬
式
に
お

け
る
奴
行
列
の
知
見
は
、
も
は
や
小
島
を
通
じ
て
見
る
し
か
な
い
が
、
そ
の
限
り
に

お

い
て

鈴
木
は
近
世
の
葬
式
に
奴
行
列
が
出
て
い
た
と
は
語
ら
な
か
っ
た
。

　
小
島
が
、
近
代
に
誰
か
の
発
案
で
葬
式
の
賑
や
か
し
で
奴
行
列
を
取
り
入
れ
た
と

考
え
た
の
は
、
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
私
は
、
大
阪
で
育
っ
た
小
島
は
、
も
と
も
と
奴
の

で

る
葬
式
は
大
阪
の
町
振
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
後
に
触
れ
る
が
、

河
内
の
布
施
で
見
聞
き
し
た
奴
の
で
る
葬
式
が
甚
だ
個
人
的
な
趣
向
で
あ
っ
た
こ
と

を
重
ね
合
わ
せ
、
町
振
り
の
奴
行
列
の
発
生
を
想
起
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
し
く
は
、
霊
枢
車
を
発
案
し
た
と
さ
れ
る
鈴
木
勇
太
郎
の
よ
う
な
ア
イ
デ
ア
マ
ン

を
前
に
し
て
、
そ
の
よ
う
な
考
え
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
の
後
、
小
説
家
長
谷
川
幸
延
は
、
駕
友
す
な
わ
ち
鈴
木
勇
太
郎
と
昭
和
七
年

（
一
九
三

二
）
に
創
業
し
た
公
益
社
を
題
材
に
し
た
「
冠
婚
葬
祭
」
を
、
『
大
衆
文
芸
』

昭
和
一
六
年
六
月
号
に
発
表
す
る
。
こ
の
長
谷
川
の
理
解
も
、
小
島
と
ほ
ぼ
同
様
で

あ
っ
た
。

　
　
大
阪
で
葬
送
の
行
列
が
最
も
華
美
を
極
め
た
の
は
明
治
の
末
期
時
代
で
、
日
清
、

　
　

日
露
両
役
の
戦
捷
景
氣
の
鹸
波
を
受
け
て
、
彌
が
上
に
も
豪
華
を
競
ふ
習
慣
に

　
　

な
つ
て
い
ゐ
た
。
さ
な
き
だ
に
葬
送
の
こ
と
は
人
生
終
焉
の
大
儀
で
あ
る
と
い

　
　
ふ
見
地
か

ら
、
何
時
し
か
世
間
へ
封
す
る
見
榮
の
た
め
に
腕
挺
長
蛇
の
列
と
な

　
　
り
、
遂
に
は
葬
列
の
中
に
往
昔
の
奴
行
列
の
式
ま
で
採
入
れ
る
様
に
な
つ
て
し

　
　
　
　
（
7
）

　
　
ま
つ
た
。

　
た
だ
し
、
五
代
友
厚
の
葬
儀
の
記
述
に
、
「
思
ひ
の
ま
・
に
光
箭
を
載
つ
て
大
空

へ
舞
上
り
、
燦
然
た
る
白
光
を
放
つ
て
落
下
す
る
大
鳥
毛
は
、
参
列
の
藤
田
傳
三
郎

を
し
て
、
『
五
代
は
死
ん
で
大
名
に
な
り
お
つ
た
。
儂
の
葬
式
の
時
に
も
、
こ
の
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

に

大
鳥
毛
を
振
ら
せ
た
い
』
と
感
嘆
せ
し
め
た
と
い
ふ
」
と
あ
り
、
明
治
一
八
年
二

八
八
五
）
の
葬
儀
に
奴
が
出
て
い
た
と
解
釈
し
て
い
る
こ
と
と
、
日
清
戦
争
（
一
八

九

四
）
、
日
露
戦
争
（
一
九
〇
四
）
の
影
響
を
う
け
た
と
い
う
記
述
に
は
、
矛
盾
が

み

ら
れ
る
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
こ
の
作
品
は
第
五
回
新
潮
賞
を
受
賞
し
、
昭
和
四

〇

年
（
一
九
六
五
）
に
は
東
映
京
都
撮
影
所
で
制
作
さ
れ
た
映
画
「
大
阪
ど
根
性

ど
え
ら
い
奴
」
の
原
作
に
採
用
さ
れ
る
な
ど
、
後
世
に
与
え
た
影
響
は
大
き
か
っ
た

　
　
　
　
（
9
）

と
思
わ
れ
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
大
阪
の
葬
式
に
お
け
る
奴
行
列
は
、
近
代
の
大
阪
の
人
々
が
求

め
、
生
み
出
し
た
所
産
で
あ
る
と
す
る
言
説
が
生
ま
れ
、
広
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
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確
か
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
言
説
に
つ
い
て
検
証
す
る
こ
と
を
ひ
と
つ
の
課
題

と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
本
稿
で
明
ら
か
に
す
る
も
の
は
、
葬
祭
業
者

が
い
か

に
し
て
祭
礼
行
列
を
担
っ
て
き
た
か
、
聖
な
る
場
と
稜
れ
の
場
と
を
自
由
に

行
き
交
っ
て
き
た
身
体
は
、
い
か
な
る
論
理
に
基
づ
い
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
っ
た

の
か
と
い
う
課
題
で
あ
る
。

0
大
阪
の
葬
列
に
お
け
る
僧
列

（
1
）
僧
列
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
大
名
行
列

　
大
阪
の
冠
婚
葬
祭
に
つ
い
て
調
査
研
究
を
し
て
い
た
小
島
勝
治
は
、
商
都
大
阪
の

葬
式
を
「
町
振
」
と
し
、
近
隣
郡
部
の
地
域
の
身
内
の
な
か
で
も
血
の
濃
い
も
の
が

輿

を
担
ぐ
＝
族
村
党
の
し
め
や
か
な
葬
儀
」
を
「
田
舎
振
」
と
表
現
し
た
。
昭
和

十
二
年
（
一
九
三
七
）
三
月
、
布
施
（
現
在
の
東
大
阪
市
西
部
）
の
葬
儀
請
負
業
者

の
母
堂
が

お
亡
く
な
り
に
な
り
、
自
宅
か
ら
墓
地
ま
で
約
ニ
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
道
の

り
を
か
つ
て
の
「
町
振
」
の
葬
列
を
模
倣
し
た
と
い
う
。
小
島
は
次
の
よ
う
に
述
べ

て

い
る
。

　
　
丁

度
去
年
の
三
月
、
布
施
の
あ
る
請
負
組
の
母
堂
が
九
十
の
高
齢
で
逝
去
せ
ら

　
　
れ
て

自
宅
か
ら
足
代
の
墓
迄
二
十
町
の
道
を
や
つ
こ
の
行
列
で
ゆ
く
と
人
か
ら

　
　
聞
い
て
直
に
駆
け
つ
け
た
。
浄
土
宗
蓮
信
寺
の
僧
籠
の
前
に
や
つ
こ
一
組
が
つ

　
　
い
て

末
寺
の
僧
が
人
力
車
で
八
ヶ
寺
つ
い
て
ゐ
た
。
そ
の
列
の
後
に
な
り
先
に

　
　
な
り
一
挙
一
動
を
見
て
歩
い
た
こ
と
で
あ
つ
た
。
田
舎
振
か
ら
ひ
ら
け
て
町
振

　
　
の
葬
列
を
模
倣
し
て
み
た
の
は
、
こ
の
村
々
に
と
つ
て
も
思
ひ
出
深
い
事
件
で

　
　
あ
つ
た
と
思
ふ
。
町
振
の
葬
儀
が
早
く
て
経
済
的
な
自
動
車
へ
と
移
つ
て
行
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　

て
、
旧
の
儀
式
の
制
度
は
も
う
滅
び
か
け
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

　
大
阪
に
霊
枢
車
が
登
場
し
た
の
は
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
と
い
わ
れ
て
い
る
。

小
島
は
こ
の
葬
列
を
見
て
、
幼
い
頃
に
見
た
葬
列
の
印
象
を
甦
ら
せ
た
と
あ
る
か
ら
、

大
正
か

ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
二
〇
年
余
り
の
間
に
こ
の
よ
う
な
葬
列
は
ほ
と
ん

ど
消
滅
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
変
化
の
速
さ
は
、
こ
の
よ
う
な
奴
振
り
の

あ
る
「
町
振
」
の
葬
列
が
、
周
辺
地
域
に
波
及
す
る
だ
け
の
時
間
が
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
も
う
か
が
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
小
島
は
、
こ
の
大
阪
の
町
振
り
の
行
列
に
つ
い
て
「
葬
列
に
先
立
つ
僧

列
に
大
名
行
列
の
式
を
と
り
入
れ
た
」
と
明
言
し
て
お
り
、
死
者
を
運
ぶ
輿
を
中
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

と
し
た
狭
義
の
葬
列
と
は
別
に
考
え
て
い
た
。
こ
れ
は
大
変
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。

小
島
は
さ
ら
に
「
僧
迎
へ
の
列
は
多
い
時
は
百
人
位
で
普
通
の
や
つ
こ
ふ
る
の
型
で

は
三
十
八
人
が
標
準
で
あ
っ
た
」
と
し
て
お
り
、
「
僧
迎
へ
」
す
な
わ
ち
参
列
す
る

僧
侶
を
迎
え
に
行
く
行
列
が
あ
る
と
同
時
に
、
僧
侶
を
送
る
行
列
も
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
小
島
は
明
ら
か
に
葬
列
と
僧
列
を
使
い
分
け
て
お
り
、
そ
の
意
識

は

副
題
－
特
に
僧
の
行
列
に
就
い
て
ー
に
も
表
れ
て
い
る
。
民
俗
学
の
分
野
に
お
け

る
葬
送
儀
礼
の
研
究
に
は
一
定
の
蓄
積
が
あ
り
、
小
島
の
報
告
が
掲
載
さ
れ
た
『
上

方
』
に
も
、
大
阪
の
近
隣
地
域
の
葬
送
習
俗
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
野
辺
送
り
（
広
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

の

葬
列
）
の
様
相
に
つ
い
て
の
報
告
が
あ
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
環
境
の
な
か
、
あ
え

て

町
振
り
の
僧
列
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
、
そ
の
行
列
が
僧
列
と
狭
義
の
葬
列
に
区

分
で
き
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
小
島
は
、
特
異
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、

こ
の
注
目
す
べ
き
点
に
つ
い
て
は
、
長
谷
川
幸
延
も
公
益
社
の
社
史
『
葬
祭
五
十
年
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

（
一
九

八

二
）
や
『
ま
こ
こ
ろ
の
軌
跡
』
（
二
〇
〇
二
）
で
も
、
さ
ら
に
は
井
上
章
一

の

『霊
枢
車
の
誕
生
』
で
も
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
。
唯
一
、
高
橋
繁
行
が
『
葬
祭
の

　
　
（
1
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
・

日
本
史
』
（
二
〇
〇
四
）
で
、
奴
振
り
の
所
作
に
つ
い
て
「
葬
列
中
の
べ
つ
ま
く
な

し
に
や
っ
て
い
た
の
で
な
く
、
主
に
僧
列
が
喪
家
に
入
る
と
き
と
出
る
と
き
、
お
よ

び
墓
に

着
い
た
と
き
に
行
わ
れ
た
」
と
記
し
て
い
る
が
、
奴
行
列
の
部
分
が
僧
列
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

あ
る
と
は
認
識
し
て
い
な
い
。
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（
2
）
僧
列
の
次
第

　
鈴
木
勇
太
郎
が
語
り
小
島
が
整
理
し
た
、
明
治
時
代
の
大
阪
の
葬
列
に
つ
い
て
、

特

に
僧
列
を
中
心
に
整
理
し
て
み
た
の
が
〈
図
1
＞
で
あ
る
。
左
側
が
先
頭
で
右
が

後
方
、
◎
と
○
は
人
物
を
表
す
（
○
は
手
替
り
）
。
役
割
ご
と
の
組
を
表
す
た
め
に
、

適
宜
鎖
線
で

囲
っ
た
。
ま
た
●
は
僧
侶
を
表
す
が
、
乗
物
の
な
か
の
導
師
に
つ
い
て

は
●
で
は
表
し
て
い
な
い
。

　
①
遠
見
は
列
か
ら
離
れ
て
先
を
歩
き
、
行
列
の
障
害
が
あ
っ
た
場
合
、
道
筋
を
変

え
る
な
ど
の
役
割
を
持
つ
。
そ
の
た
め
事
実
上
、
行
列
を
先
導
す
る
の
は
②
先
払
と

な
る
。
小
島
は
「
羽
振
の
き
い
た
も
の
」
と
し
て
い
る
が
、
『
葬
祭
五
十
年
』
で
は
「
実

権
を
持
っ
て
い
る
者
」
と
あ
る
。
住
吉
大
社
の
奴
振
り
を
見
る
と
先
払
の
位
置
に
宰

領
が
立

ち
、
恰
幅
の
よ
い
者
が
堂
々
と
歩
く
と
い
う
役
ま
わ
り
で
あ
る
か
ら
、
権
力

や
勢
力
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
体
格
の
良
い
見
栄
え
の
す
る
者
と
理
解
す
べ
き
か
も
し

れ

な
い
。
③
先
箱
は
、
も
と
も
と
二
荷
が
並
ん
で
い
た
が
、
道
が
狭
い
た
め
に
縦
一

列
に
な
っ
た
と
い
う
。
小
島
は
「
伊
達
箱
と
も
挟
箱
と
も
い
ふ
が
大
阪
で
は
先
箱
と

い
ふ

の

が
普
通
」
と
す
る
が
、
本
来
は
主
人
よ
り
前
に
位
置
す
る
挟
箱
が
先
箱
で
、

後

ろ
に
位
置
す
る
も
の
を
後
箱
あ
る
い
は
跡
箱
と
い
う
。
④
大
鳥
毛
は
、
「
股
槍
を

鳥
の
羽
で
飾
っ
た
も
の
」
と
あ
る
が
、
後
に
続
く
⑤
毛
槍
の
一
種
で
あ
る
。
毛
槍
と

は
、
刃
の
部
分
を
毛
鞘
に
収
め
た
槍
の
総
称
で
、
毛
鞘
の
形
状
や
毛
の
素
材
、
色
に

よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
呼
び
名
が
あ
る
。
大
鳥
毛
は
、
特
に
大
型
の
も
の
を
指
す
一
般

的
な
呼
称
で
あ
る
。
⑥
台
笠
は
陣
笠
に
棒
を
つ
け
袋
を
か
ぶ
せ
た
も
の
、
⑦
立
傘
は

長
柄
の

雨
傘
に
袋
を
か
ぶ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
⑧
曲
長
柄
は
高
く
投
げ
上
げ
た
り
曲

芸

を
し
た
り
す
る
立
傘
の
一
種
で
、
そ
の
形
状
は
「
三
寸
廻
り
一
間
位
の
長
さ
の
も

み
ち

傘
の
大
き
な
や
う
な
も
の
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
⑨
徒
士
は
侍
姿
の
一
団
で
あ

る
。
小
島
は
コ
番
先
を
引
徒
士
と
い
ひ
親
分
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
⑩
打
物
と

は
、
刀
・
槍
な
ど
の
武
器
の
こ
と
で
あ
る
が
、
奴
行
列
で
は
長
刀
で
あ
る
こ
と
が
多

い
。
⑪
先
進
僧
は
、
人
力
車
に
乗
る
と
い
う
。
導
師
は
⑫
乗
物
す
な
わ
ち
駕
籠
に
乗

る
。
陸
尺
（
昇
き
手
）
は
四
人
で
手
替
も
四
人
い
た
と
い
う
。
乗
物
の
脇
に
は
、
素

襖
姿
、
梓
姿
、
布
衣
姿
の
若
党
が
そ
れ
ぞ
れ
二
人
つ
き
、
さ
ら
に
伴
僧
二
人
も
従
っ

た
。
⑬
籠
の
台
と
は
、
乗
物
を
下
ろ
す
と
き
に
敷
く
台
で
あ
る
。
⑭
沓
杖
に
つ
い
て

は
、
言
及
さ
れ
て
お
ら
ず
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
高
橋
繁
行
は
「
導
師

の

杖

と
履
き
物
」
と
考
え
て
い
る
。
⑮
朱
長
柄
は
日
除
け
の
傘
で
あ
り
、
⑯
雨
長
柄

は
雨
傘
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
導
師
に
差
掛
け
る
実
用
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
沓
杖
、

朱
長
柄
、
雨
長
柄
に
つ
い
て
は
「
非
常
に
軽
い
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
⑰
跡

箱
は
先
箱
に
比
べ
て
少
し
小
さ
い
た
め
、
二
荷
並
ん
で
歩
く
と
い
う
。
⑱
曲
録
は
僧

侶
の
椅
子
で
あ
る
。
⑲
鉢
箱
に
は
楽
器
が
入
っ
て
い
る
。
⑳
合
羽
籠
に
は
手
荷
物
を

入

れ
、
中
身
の
合
羽
は
脚
立
形
に
か
け
た
も
の
を
前
後
二
人
で
担
ぎ
、
こ
れ
を
⑳
雨

皮
掛
と
い
う
。
⑳
茶
弁
当
は
七
輪
に
土
瓶
を
か
け
た
箱
と
茶
葉
や
菓
子
を
い
れ
た
箱

を
前
後
に
振
り
分
け
て
担
い
だ
も
の
で
あ
る
。
⑳
跡
押
と
㊧
列
方
は
、
後
ろ
列
を
見

守
る
役
で
あ
る
が
、
跡
押
は
落
伍
者
が
生
じ
た
と
き
に
一
時
代
理
を
務
め
る
一
方
、

列
方
は
列
が
途
切
れ
た
り
休
憩
時
に
持
物
か
ら
離
れ
た
り
し
な
い
よ
う
管
理
監
督
す

る
役
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
「
古
参
の
者
」
が
つ
と
め
る
。
⑳
宰
領
は
こ
れ
ら
全
体

の

指
揮

を
と
り
、
人
足
の
確
保
の
責
任
者
で
も
あ
る
。
棒
頭
す
な
わ
ち
葬
儀
を
請

負
っ
た
業
者
が
つ
と
め
る
。

　

こ
れ
が
導
師
の
僧
列
と
す
る
と
、
そ
の
僧
列
の
規
模
か
ら
し
て
、
そ
れ
以
外
に
も

約
一
四
ヶ
寺
の
僧
列
が
続
く
と
い
う
。
他
寺
の
僧
列
は
、
規
模
こ
そ
小
さ
く
な
る
も

の

の
、
先
払
、
先
箱
、
台
笠
、
立
傘
、
徒
士
、
打
物
、
侍
、
陸
尺
、
籠
台
、
沓
杖
、

長
柄
、
曲
録
、
鉢
箱
、
侍
、
合
羽
籠
、
跡
箱
、
跡
押
、
宰
領
、
と
い
っ
た
構
成
は
変

わ
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
さ
ら
に
後
ろ
に
被
葬
者
を
中
心
と
す
る
「
葬
列
」
が
続

く
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
僧
列
を
伴
う
葬
列
の
構
成
は
、
参
勤
交
代
の
大
名
行
列
の
構
成
と
よ

く
似
て
い
る
。
そ
れ
は
単
に
葬
列
が
長
大
で
あ
る
と
い
っ
た
意
味
で
は
な
い
。
大
名

行
列
の
構
成
は
、
藩
主
の
行
列
の
前
後
に
、
そ
れ
よ
り
小
さ
い
家
臣
の
行
列
が
い
く

つ
か
組
み

合

わ
さ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
葬
列
も
ま
た
、
被
葬
者
の
葬
列
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図1　明治期　大阪における葬式の僧列の次第

　
葬
列
の
構
成
は
地
域
性
が
現
れ
る
も
の

の
、
多
く
は
松
明
や
提
灯
が
先
頭
を
飾
り
、

旗
や
花
輪
、
わ
ら
じ
、
鎌
、
位
牌
な
ど
死

者
や
鎮
魂
に
関
わ
る
葬
具
、
そ
し
て
棺
を

　
（
1
7
）

伴
う
。
も
ち
ろ
ん
、
僧
侶
な
ど
の
宗
教
者

の
参
列
も
あ
る
が
、
葬
送
儀
礼
を
民
俗
の

視
点
か
ら
と
ら
え
た
と
き
、
そ
れ
は
地
域

性

と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
宗
教
や
宗
派
の

問
題
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
僧
列
の
構
成

に
関
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
注
意
が
払
わ
れ
て

こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
も
そ
も
、
奴
行
列
は
武
士
の
供
揃
え

と
し
て
一
般
的
な
も
の
で
あ
り
、
ひ
と
か

ど
の
武
士
が
外
出
す
る
際
に
は
、
そ
れ
相

応
の
供
揃
え
が
必
要
と
さ
れ
て
お
り
、
そ

れ
が
長
大

に
な
れ
ば
行
列
と
な
り
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

風
習
は
武
士
以
外
に
も
準
用
さ
れ
た
。
葬

（
3
）
小
結

の

前
に
、
導
師
の
僧
列
や
他
寺
の
僧
列
が

配
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
総

体
と
し
て
ひ
と
つ
の
行
列
の
体
を
な
し
て

い

る
。
ま
た
、
被
葬
者
の
葬
列
よ
り
も
む

し
ろ
、
主
役
は
導
師
の
僧
列
に
あ
っ
た
と

言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ

い
て

は
、
後
で
述
べ
る
川
上
音
二
郎
の
葬

列
・
僧
列
の
様
子
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
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儀

に
参
列
す
る
僧
侶
の
僧
列
に
奴
行
列
が
伴
わ
れ
る
こ
と
は
、
ま
ず
僧
侶
の
格
式
が

高
ま
り
、
そ
れ
が
被
葬
者
を
賛
嘆
す
る
こ
と
に
な
る
。
葬
列
・
僧
列
に
お
け
る
、
奴

振
り
は
、
被
葬
者
で
あ
る
人
物
の
格
式
を
表
象
さ
せ
る
装
置
で
あ
っ
た
。

②
近
世
の
奴
振
り
の
諸
相

（
1
）
見
世
物
と
し
て
の
奴
振
り
の
成
立

　

奴
行
列
が
お
こ
な
っ
た
所
作
す
な
わ
ち
奴
振
り
と
い
う
芸
能
に
つ
い
て
は
、
す
で

に
他
稿
で
述
べ
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
が
、
そ
の
後
判
明
し
た
こ
と
も
含
め
て
確
認
を

　
　
　
（
1
9
）

し
て
お
く
。
近
世
に
お
い
て
、
主
人
の
格
式
を
表
す
供
揃
え
と
し
て
確
立
し
て
い
た

奴
行
列
は
、
一
七
世
紀
初
頭
に
は
挟
箱
、
毛
槍
、
立
傘
、
台
笠
と
い
っ
た
道
具
を
も

つ
形
式
が
ほ
ぼ
成
立
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
の
ち
に
幕
府
に
よ
っ
て
、
格
式
の
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

定
と
し
て
細
か
に
規
制
さ
れ
、
統
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
道

具
の
数

と
位
置
に
つ
い
て
で
あ
っ
て
、
所
作
す
な
わ
ち
芸
能
と
し
て
の
奴
振
り
の
成

立

は
、
こ
れ
以
降
の
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
厳
密
に
は
奴
行
列
が
そ
の
ま

ま
奴
振
り
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。

　
た
と
え
ば
、
慶
長
一
九
年
（
一
六
一
四
）
以
降
に
成
立
し
た
と
い
わ
れ
る
洛
中
洛

　
（
2
1
）

外
図
（
舟
木
本
・
右
隻
）
で
は
、
四
条
通
を
西
に
駆
け
る
武
士
の
一
行
が
描
か
れ
て

お

り
、
挟
箱
、
徒
士
、
毛
槍
、
長
刀
の
従
者
を
伴
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
道
具
を

持
っ
て
駆
け
る
彼
ら
の
姿
は
、
い
わ
ゆ
る
奴
の
衣
装
や
所
作
も
み
ら
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
狩
野
永
納
（
一
六
三
一
～
一
六
九
七
）
が
描
い
た
「
賀
茂
競
馬
図
」
（
右
隻
）
に
は
、

二

ヶ
所
で
挟
箱
を
持
つ
奴
が
描
か
れ
て
い
る
。
行
列
の
供
先
を
つ
と
め
る
奴
た
ち
は
、

後

ろ
に
続
く
徒
士
ら
と
異
な
り
、
視
線
を
前
方
に
定
め
、
足
並
み
を
揃
え
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
、
行
列
を
構
成
し
な
い
挟
箱
を
持
つ
奴
た
ち
は
、
気
ま
ま
に
歩
く
様
子

が
描
か
れ
て

い

る
こ
と
か
ら
、
こ
の
あ
た
り
か
ら
奴
の
足
運
び
は
確
立
し
て
き
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

　

ケ
ン
ペ
ル
は
、
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
と
翌
年
の
二
回
、
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
の

江
戸
参
府
に
加
わ
り
、
将
軍
綱
吉
に
謁
見
し
て
い
る
が
、
そ
の
道
中
に
見
聞
し
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

と
な
か
に
、
大
名
行
列
の
奴
振
り
に
つ
い
て
の
記
録
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
槍
を
投

げ
渡
す
所
作
こ
そ
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
道
中
の
要
所
要
所
で
独
特
の
所
作
す

な
わ
ち
、
腕
を
水
平
に
伸
ば
し
、
足
を
高
く
蹴
り
上
げ
、
毛
槍
や
傘
を
振
り
回
し
た

り
挟
箱
を
揺
ら
し
た
り
す
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
よ
う
な
奴
の
所
作
は
、
歌

舞
伎
舞
踊
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
す
で
に
元
禄
期
の
弥
之
助
踊
座
で
は
若
衆

の
年
に
達
し
な
い
子
役
た
ち
が
、
槍
持
ち
奴
の
槍
振
り
の
所
作
を
お
こ
な
う
奴
踊
が

　
　
　
　
　
　
（
餌
）

上
演
さ
れ
て
い
た
。
の
ち
に
、
歌
舞
伎
に
は
「
奴
物
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
成
立
す

る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
芸
能
と
し
て
の
奴
振
り
は
元
禄
期
に
は
成

立

し
て
い
た
と
い
え
る
。

　
た

だ

し
、
元
禄
期
以
前
に
お
い
て
も
、
奴
行
列
は
大
名
行
列
の
象
徴
と
し
て
理
解

さ
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
、
明
暦
年
間
（
一
六
五
五
～
一
六
五
八
）
に
伊
勢
で
お

こ
な
わ
れ
た
津
八
幡
祭
礼
の
記
録
か
ら
わ
か
る
。
『
勢
陽
雑
記
』
に
よ
れ
ば
、
津
八

幡
祭
礼
の
出
し
物
の
ひ
と
つ
に
「
大
名
行
列
の
真
似
」
が
あ
り
、
ほ
ぼ
同
じ
頃
に
描

か
れ
た

と
い
わ
れ
る
「
津
八
幡
宮
祭
礼
絵
巻
」
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
本
）
に
は
、
所
作

を
と
も
な
っ
て
い
な
い
仮
装
行
列
と
し
て
の
奴
行
列
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
祭
礼

は
現
在
も
「
津
ま
つ
り
」
と
し
て
賑
わ
い
を
み
せ
る
が
、
唐
人
行
列
な
ど
の
出
し
物

が
今
も
み
ら
れ
る
の
に
対
し
、
「
大
名
行
列
の
真
似
」
は
早
く
に
廃
れ
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
奴
行
列
と
奴
振
り
と
の
間
に
は
見
世
物
と
し
て
の
価
値
に
大
き
な

隔
た
り
が
あ
っ
た
こ
と
と
、
芸
能
と
し
て
の
奴
振
り
の
成
立
時
期
が
明
暦
以
降
、
元

禄
以
前
と
い
っ
た
一
七
世
紀
後
半
の
四
〇
年
ほ
ど
の
間
に
絞
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ

（2
5
）

た
。　

現
在
の
祭
礼
に
み
ら
れ
る
奴
振
り
は
、
そ
の
由
来
か
ら
三
つ
に
大
別
で
き
る
。
ひ

と
つ
は
、
祭
礼
行
列
に
参
列
す
る
神
官
や
警
固
と
し
て
出
仕
す
る
武
士
の
供
揃
い
に

よ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
主
人
の
格
式
を
表
す
奴
振
り
の
系
統
で
あ
り
、
ふ
た
つ
め
は

津
八
幡
祭
礼
の
よ
う
に
見
世
物
と
し
て
の
奴
行
列
、
ま
た
は
そ
れ
以
降
に
芸
能
と
し
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て

の
価
値
を
持
っ
た
奴
振
り
が
出
し
物
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
た
系
統
が
あ
る
。
さ

ら
に
は
、
明
治
以
降
に
な
っ
て
、
大
名
行
列
を
懐
古
し
て
は
じ
ま
っ
た
時
代
行
列
の

系
統
が
加
わ
る
こ
と
に
な
る
。

（
2
）
近
世
の
近
江
に
み
ら
れ
る
奴
行
列
の
受
容

　
現
在
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
、
祭
礼
に
お
け
る
奴
振
り
は
、
北
海
道
か
ら
九
州
に
か

け
て
約
三
〇
〇
ヶ
所
に
の
ぼ
る
事
例
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
な
か
に
は
集
中
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

伝
え
ら
れ
る
地
域
が
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
北
海
道
の
南
部
、
長
野
県
、

　
　
（
2
8
）
　
　
　
　
（
2
9
）
　
　
　
　
（
3
0
）
　
　
　
　
（
3
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

石

川
県
、
静
岡
県
、
愛
知
県
、
滋
賀
県
、
京
都
府
の
丹
後
地
域
、
四
国
で
は
香
川
県
、

　
　
　
　
　
　
（
3
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

愛
媛
県
、
徳
島
県
、
九
州
で
は
佐
賀
県
、
熊
本
県
、
大
分
県
、
な
ど
で
あ
る
。
こ
う

い
っ

た

地
域

に
集
中
し
て
伝
承
さ
れ
る
奴
振
り
は
、
衣
装
や
所
作
と
い
っ
た
芸
態
や

由
緒
や
歴
史
的
経
緯
、
名
称
な
ど
に
共
通
す
る
要
素
が
多
く
、
地
域
的
な
傾
向
が
う

か

が
え
興
味
深
い
。
な
か
に
は
伝
承
や
記
録
に
よ
っ
て
伝
播
の
過
程
が
明
ら
か
で
あ

る
地
域
も
み
ら
れ
る
。

　
な
か
で
も
滋
賀
県
は
、
近
世
以
降
現
代
に
至
る
ま
で
、
奴
振
り
が
さ
ま
ざ
ま
な
形

で
受
容
さ
れ
、
展
開
を
み
せ
た
地
域
で
あ
る
。
そ
し
て
、
奴
振
り
と
葬
式
と
の
関
わ

り
を
示
唆
す
る
事
例
も
み
ら
れ
る
。

　
滋
賀
県
愛
知
郡
愛
荘
町
豊
満
に
鎮
座
す
る
豊
満
神
社
は
、
中
世
に
は
大
国
郷
の
中

心

的
な
神
社
で
あ
り
、
今
も
広
い
氏
子
地
域
を
誇
る
。
毎
年
四
月
に
お
こ
な
わ
れ
る

春
祭
り
に
は
、
氏
子
地
域
が
上
之
郷
、
中
之
郷
、
下
之
郷
の
三
つ
に
編
成
さ
れ
、
そ

れ
ぞ
れ
神
輿
を
か
つ
い
で
御
旅
所
（
鳥
居
先
の
御
旅
所
）
へ
お
渡
り
の
行
列
が
お
こ

な
わ
れ
る
。
ま
た
、
六
〇
年
に
一
回
程
度
、
古
式
大
祭
が
お
こ
な
わ
れ
、
そ
の
と
き

は
さ
ら
に
離
れ
た
別
の
御
旅
所
（
市
の
御
旅
所
）
へ
の
大
渡
り
が
お
こ
な
わ
れ
る
。

こ
の
神
社
の
社
蔵
文
書
の
な
か
に
五
つ
の
祭
礼
行
列
次
第
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
中

世
末
か
ら
明
治
に
至
る
三
〇
〇
年
間
の
祭
礼
行
列
の
軌
跡
が
わ
か
る
貴
重
な
史
料
で

　
（
3
5
）

あ
る
。

　

こ
の
な
か
で
最
も
古
い
天
文
二
四
年
（
一
五
五
五
）
の
「
豊
満
大
明
神
御
渡
リ
次

第
」
と
、
次
の
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
の
「
古
例
ヲ
以
神
事
定
書
」
は
、
と
も
に

箇
条
書
き
に
近
い
形
式
で
あ
り
、
祭
礼
行
列
の
構
成
も
よ
く
似
て
い
る
。
そ
の
後
の

天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
、
嘉
永
六
年
（
一
入
五
三
）
、
明
治
一
四
年
（
一
八
八
一
）

の

三

つ
の

〔祭
礼
行
列
次
第
〕
は
縦
に
長
く
、
模
式
図
の
要
素
を
含
む
行
列
次
第
書

で

あ
り
、
こ
の
う
ち
天
保
十
一
年
と
、
嘉
永
六
年
の
〔
祭
礼
行
列
次
第
〕
に
は
、
挟

箱
、
立
傘
、
台
笠
、
毛
槍
、
と
い
っ
た
奴
行
列
が
記
載
さ
れ
て
い
た
。
豊
満
神
社
の

奴
行
列
は
、
御
幣
及
び
神
主
・
神
子
の
供
揃
え
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
大
半
を
子

供
が
担
う
こ
と
か
ら
、
格
式
を
表
象
す
る
機
能
と
と
も
に
、
賞
玩
用
の
役
割
を
兼
ね

備
え
て
い
た
可
能
性
も
あ
り
、
興
味
深
い
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
豊
満
神
社
の
祭
礼

で

は
近
世
に
は
い
っ
て
も
少
な
く
と
も
元
文
五
年
ま
で
は
中
世
的
色
彩
が
強
く
残
っ

て

お
り
、
そ
れ
以
降
、
天
保
十
一
年
ま
で
の
一
〇
〇
年
の
間
に
奴
行
列
の
受
容
が
な

さ
れ
た
。
そ
し
て
、
明
治
の
早
い
段
階
で
近
代
的
展
開
が
さ
れ
奴
行
列
は
み
ら
れ
な

く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
豊
満
神
社
の
祭
礼
に
お
い
て
は
、
奴
行
列
は
ま
さ
し
く
近
世

的
な
要
素
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

こ
の
豊
満
神
社
の
氏
子
で
あ
り
、
中
之
郷
を
構
成
す
る
愛
荘
町
東
円
堂
で
は
、
か

つ
て

葬
式
に
奴
行
列
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
東
円
堂
公
民
館
で
編
纂
さ
れ

た
字
誌
に
よ
れ
ば
、
こ
の
地
域
の
伝
統
的
な
葬
儀
役
人
付
は
、
辻
火
、
先
火
、
盛
物
、

三

具
足
、
寺
方
、
提
灯
、
輿
、
賄
方
、
帳
場
、
と
い
っ
た
も
の
で
、
江
戸
時
代
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

そ

う
変
わ
ら
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
寺
方
に
つ
い
て
は
、
文
政
十
三

年
（
一
八
三
〇
）
の
信
光
寺
住
職
龍
音
の
葬
儀
の
記
録
で
は
「
寺
人
足
」
と
あ
り
、

そ
の
内
訳
は
「
竹
杖
二
人
、
先
箱
二
人
、
立
笠
一
人
、
乗
物
六
人
、
曲
録
一
人
、
沓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）

籠
一
人
、
挟
箱
一
人
、
後
箱
二
人
、
竹
馬
一
人
」
で
あ
っ
た
。
被
葬
者
の
棺
は
輿
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
乗
物
は
導
師
（
僧
侶
）
が
乗
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
曲
録
は

導
師
の
椅
子
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
龍
音
の
葬
列
に
は
、
棺
を
中
心
と
す
る
葬
列
の
な

か

に
、
導
師
を
中
心
と
す
る
寺
人
足
に
よ
る
行
列
、
す
な
わ
ち
僧
列
が
組
み
込
ま
れ

て

お
り
、
そ
こ
に
は
導
師
の
格
式
を
象
徴
す
る
奴
行
列
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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（
3
）
葬
列
に
お
け
る
御
導
師
人
足

　
信
光
寺
住
職
の
葬
儀
に
「
寺
人
足
」
と
あ
っ
た
よ
う
に
、
近
江
の
湖
東
地
域
に
お

い
て
近
世
期
に
お
け
る
葬
列
に
奴
行
列
が
伴
う
こ
と
は
、
珍
し
か
っ
た
か
も
し
れ
な

い

が
、
少
な
く
と
も
奇
異
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
豊
満
神
社
の
氏
子
地
域
に
隣
接
す
る
愛
荘
町
愛
知
川
は
、
中
山
道
の
愛
知
川
宿
と

し
て
栄
え
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
中
心
部
に
は
、
真
宗
大
谷
派
の
中
本
山
で
あ
っ

た
賓
満
寺
が
あ
る
。
實
満
寺
は
か
つ
て
豊
満
寺
と
称
し
、
豊
満
神
社
の
別
当
寺
と
し

て

神
社
に
隣
接
し
て
い
た
が
、
の
ち
に
寺
地
を
移
し
、
宗
旨
替
え
を
し
た
と
い
う
。

そ
の
實
満
寺
に
隣
接
す
る
等
覚
寺
は
、
や
は
り
真
宗
大
谷
派
で
あ
り
、
乗
船
寺
（
現

在

は
廃
寺
）
と
と
も
に
、
實
満
寺
と
大
変
深
い
関
係
に
あ
っ
た
。
こ
の
等
覚
寺
に
は
、

近
世

の
葬
列
に
関
す
る
記
録
が
伝
わ
っ
て
お
り
、
大
き
な
葬
儀
に
奴
行
列
が
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

様
子
が
う
か
が
え
る
。

　
　
安
政
二
年
八
月
二
十
二
日
　
弥
次
右
工
門
の
葬
儀

　
　
　
　
八
月
廿
二
日
　
釈
道
亨
　
　
町
　
弥
惣
兵
衛
父

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弥
次
右
工
門
事
七
十
五
才

　
　
　
　
同
人
廿
一
日
夜
ヨ
リ
急
病
ニ
テ
廿
二
日
夕
方
■
（
丑
）
其
由
吉
右
工
門
註

　
　
　
　
進
直
二

　
　
　
　
三
部
経
読
諦
　
廿
三
日
朝
為
悔
　
御
院
主
様
御
出
先
例
也

　
　
　
　
其
節
一
山
御
供
小
経
　
廿
四
日
葬
式
是
又
先
例
と
シ
テ

　
　
　
　
輿
附
有
之
由
二
付
為
代
右
門
と
仰
付
裳
附
惰
買
ニ
テ

　
　
　
　
輿
供
廟
所
ニ
テ
焼
香
有
之
當
寺
ハ
法
服
七
條
灰
葬
ハ
例
通

　
　
　
　
廿
五
日
朝
仕
上
之
弁
先
例
之
通
御
院
主
御
参
■
観
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

葬
式
行
列
之
事

　
　
　
　
先
箱
四
人
毫
傘
二
人
立
傘
二
人
御
駕
籠
六
人
長
刀
二
人
侍
二
人
役
僧
弐
人

　
　
　
　
供
二
人
合
羽
駕
一
人
き
ん
量
壱
人
弁
当
壱
人
曲
録
壱
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
蔵
卿
様
行
列
之
事

　
　
　
　

先
箱
弐
人
駕
四
人
侍
壱
人
立
傘
壱
人
役
僧
壱
人
供
弐
人
曲
録
壱
人

　
　
　
　
（
■
は
判
読
不
能
。
以
下
同
じ
）

　

こ
の
史
料
に
は
、
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
八
月
二
十
二
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
成

宮
弥
次
衛
門
の
葬
儀
で
、
先
箱
が
四
名
、
台
笠
二
名
、
立
傘
二
名
、
御
駕
籠
六
名
、

長
刀

二
名
、
侍
二
名
、
役
僧
二
名
、
供
二
名
、
合
羽
駕
二
名
、
馨
台
一
名
、
弁
当
一

名
、
曲
録
一
名
が
で
る
と
い
う
豪
勢
な
「
葬
式
行
列
」
の
詳
細
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
は
、
そ
こ
に
参
列
し
た
と
思
わ
れ
る
大
蔵
卿
な
る
人
物
の
行
列
、
先
箱
が
二

名
、
駕
籠
四
名
、
侍
一
名
、
立
傘
一
名
、
役
僧
一
名
、
供
二
名
、
曲
録
一
名
で
あ
る

が
、
成
宮
弥
次
衛
門
の
葬
列
は
そ
れ
よ
り
も
格
が
上
で
あ
っ
た
様
子
が
わ
か
る
。

　
享
年
七
五
歳
と
あ
る
成
宮
弥
次
右
衛
門
は
、
増
水
時
に
死
者
を
よ
く
出
し
て
「
人

取
り
川
」
と
も
呼
ば
れ
た
愛
知
川
に
、
無
賃
で
渡
る
こ
と
が
で
き
る
橋
を
か
け
た
、

愛
知
川
宿
の
名
士
で
あ
る
。
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
完
成
し
た
こ
の
無
賃
橋
は
、

歌

川
広
重
の
描
い
た
「
木
曽
海
道
六
十
九
次
之
内
　
恵
智
川
」
に
も
描
か
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
幻
）

ほ
か
、
建
設
工
事
の
模
様
を
描
い
た
「
架
橋
絵
巻
」
が
成
宮
家
に
伝
わ
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、
こ
の
行
列
に
み
ら
れ
る
先
箱
、
台
笠
、
立
傘
は
大
名
行
列
に
も
共
通
す
る

奴
行
列
の
要
素
で
あ
る
。
長
刀
、
合
羽
駕
、
弁
当
も
そ
れ
に
準
じ
る
も
の
と
考
え
ら

れ

る
。
御
駕
籠
は
導
師
の
乗
物
で
、
役
僧
は
導
師
の
従
僧
で
あ
る
。
法
具
で
あ
る
馨

を
載
せ
る
馨
台
、
導
師
の
椅
子
で
あ
る
曲
録
は
、
僧
侶
の
行
列
固
有
の
役
柄
で
あ
る
。

た
だ
し
、
被
葬
者
で
あ
る
成
宮
弥
次
右
衛
門
が
乗
る
輿
が
、
こ
の
「
葬
式
行
列
」
に

は

み

あ
た
ら
な
い
。
次
の
史
料
と
考
え
合
わ
せ
て
、
こ
こ
で
は
「
葬
式
行
列
」
と
表

現

し
て
い
る
も
の
の
、
東
円
堂
の
葬
儀
役
人
付
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
寺
人
足
」
の
部

分
だ

け
の
記
録
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

　
　
安
政
三
年
六
月
八
日
　
八
坂
善
敬
寺
殿
女
隠
居
葬
式

　
　
　
　
六

月
八
日
　
八
坂
善
敬
寺
殿
女
隠
居
葬
式
二
付

　
　
　
　
御
導
師
人
足
不
残
御
迎
二
而
當
方
ヨ
リ
御
供

　
　
　
　
之
分
両
寺
役
僧
三
人
侍
弐
人
仲
間
弐
人
御
迎
人
足

　
　
　
　
御
駕
六
人
先
箱
四
人
立
傘
壱
人
量
傘
壱
人
後
箱
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弐
人
弁
当
弐
荷
合
羽
駕
弐
荷
両
掛
弐
荷
樟
持
壱
人

　
　
　
　
御
宿
弥
左
工
門
方
　
御
着
後
直
煩
御
悔
二
御
出
■
御
■
行

　
　
　
　
両
寺
共
も
御
同
体
者
香
儀
弐
■
■
相
■
申
当
日
お
り
く
の

　
　
　
　
夕
立
殊
二
迷
惑
二
而
併
御
葬
式
之
間
ハ
明
リ
ニ
相
成
申
候

こ
れ
も
、
同
じ
史
料
か
ら
引
用
し
て
い
る
が
、
安
政
三
年
（
一
入
五
六
）
六
月
八
日

に

お

こ
な
わ
れ
た
彦
根
市
入
坂
の
善
敬
寺
の
女
隠
居
の
葬
儀
の
記
録
で
あ
る
。
「
御

導
師
人
足
」
と
し
て
、
御
駕
六
人
、
先
箱
四
人
、
立
傘
一
人
、
台
笠
一
人
、
後
箱
二

人
、
弁
当
二
荷
、
合
羽
駕
二
荷
、
両
掛
二
荷
、
樟
持
一
人
と
い
う
構
成
に
加
え
、
八

坂
ま
で
の
「
御
迎
人
足
」
と
し
て
役
僧
三
人
、
侍
二
人
、
仲
間
二
人
が
加
わ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。

　

こ
こ
で
は
、
成
宮
弥
次
右
衛
門
の
「
葬
式
行
列
」
と
多
少
構
成
が
異
な
る
も
の
の
、

被
葬
者
の
行
列
を
含
ま
な
い
行
列
に
つ
い
て
「
御
導
師
人
足
」
と
い
う
表
現
が
な
さ

れ
て

い

る
。
「
葬
式
行
列
」
と
「
御
導
師
人
足
」
は
、
い
ず
れ
も
僧
列
で
あ
っ
た
の

で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
は
、
次
の
記
録
に
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
安
政
六
年
一
一
月
二
四
日
　
八
坂
善
敬
寺
殿
奥
方
葬
式

　
　
　
　
二
月
廿
四
日
　
八
坂
善
敬
寺
殿
奥
方
葬
式

　
　
　
　
御
導
師
此
方
ヨ
リ
御
供
ノ
分
拙
寺
乗
船

　
　
　
　
役
僧
三
人
侍
弐
人
仲
間
三
人
引
戸
駕
人
足
二
人

　
　
　
　
右
ハ
堀
村
妙
徳
寺
殿
迄
夫
ヨ
リ
ハ
八
坂
迄
ハ
御
迎

　
　
　
　
人
足
　
行
列
ハ

　
　
　
　
先
箱
四
人
立
傘
弐
人
豪
傘
弐
人
駕
六
人
後
箱
弐
人

　
　
　
　
合
羽
駕
弐
荷
弁
当
弐
荷
曲
録
壱
人
樟
侍
壱
人

　
　
　
　
両
掛
弐
荷
此
方
ヨ
リ
持
参

　
　
　
　
御
宿
弥
左
工
門
方
今
日
ハ
延
刻
二
付
御
■
後
御
悔
■
■
行

　
　
　
　
両
寺
共
役
僧
弐
人
侍
弐
人
供
弐
人
香
儀
弐
匁
相
納

　
　
　
　
出
棺
勤
行
ハ
定
例
之
通
路
念
佛
モ
同
様
廟
所
之

　
　
　
　
勤
行
正
信
偏
中
■
念
仏
三
重
上
五
ハ
■
■
■
和
賛
ハ

　
　
　
　
真
実
信
心

ウ
ル
ヒ
ト
ハ
ヨ
リ
か
け
■
■
知
■
ノ
不
■
■
茂
■
■

　
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
二
月
二
四
日
に
は
、
彦
根
市
八
坂
の
善
敬
寺
の
、
今
度

は
奥
方
の
葬
儀
が
あ
っ
た
。
「
御
迎
人
足
」
は
役
僧
三
人
、
侍
二
人
、
仲
間
三
人
、

引
戸
駕
人
足
二
人
で
あ
っ
た
。
「
行
列
」
は
先
箱
四
人
、
立
傘
二
人
、
台
笠
二
人
、

駕
籠
六
人
、
後
箱
二
人
、
合
羽
駕
二
荷
、
弁
当
二
荷
、
曲
録
一
人
、
樟
侍
一
人
、
両

掛
二
荷
で
あ
る
。
女
隠
居
の
葬
儀
に
比
べ
て
、
立
傘
と
台
笠
の
人
員
が
増
え
て
い
る

か

ら
、
奥
方
の
葬
儀
は
格
式
を
少
し
高
め
た
の
だ
ろ
う
。

　
役
僧
に

つ

い
て

で

あ
る
が
、
安
政
三
年
に
は
「
両
寺
」
、
安
政
六
年
に
は
「
拙
寺

乗
船
」
と
あ
り
、
賓
満
寺
と
関
係
が
深
い
等
覚
寺
と
乗
船
寺
の
両
寺
を
指
す
の
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
次
に
紹
介
す
る
文
久
元
年
の
記
録
に
あ
る
「
本
坊
」
は
實
満
寺
を
指

す
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
　
文
久
元
年
十
月
十
日
　
釈
宗
節
　
町
　
主
殿
事
五
十
九
才
の
葬
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
行
列
附

　
　
　
　
先
箱
四
人
　
豪
傘
弐
人
　
立
傘
弐
人
　
駕
籠
六
人

　
　
　
　
打
物
壱
人

　
　
　
　
後
箱
弐
人
　
供
弐
人
　
き
ん
毫
壱
人
　
曲
録
壱
人

　
　
　
　

合
羽

駕
壱
人
　
弁
當
壱
人
　
樟
侍
壱
人

　
　
　
　
侍
弐
人

　
　
　
　
拙
寺
弐
人
　
乗
船
寺
壱
人
　
本
坊
役
僧
弐
人

　
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
と
い
え
ば
、
天
皇
家
よ
り
和
宮
が
一
四
代
将
軍
家
茂
に

嫁
ぐ
た
め
、
江
戸
に
下
向
し
た
年
で
あ
る
。
主
殿
の
葬
儀
は
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
通
行

に

あ
た
り
、
そ
の
た
め
一
〇
月
一
〇
日
の
葬
儀
は
身
葬
の
み
お
こ
な
い
、
翌
十
一
日

夜
に

剃
刀
、
十
二
日
夜
に
密
葬
を
済
ま
せ
、
本
葬
は
宮
様
御
通
行
後
に
と
り
お
こ

な
っ
た
と
い
う
。
地
域
に
よ
っ
て
は
、
参
勤
交
代
の
大
名
行
列
の
通
行
に
際
し
て
徴

発
さ
れ
た
人
足
た
ち
が
、
祭
礼
行
列
の
奴
振
り
を
担
う
と
い
う
伝
承
も
み
ら
れ
る
。

は
た
し
て
、
愛
知
川
宿
で
は
、
和
宮
の
通
行
に
際
し
て
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
、
葬
式

の

奴
行
列
と
は
担
い
手
が
異
な
っ
て
い
た
の
か
、
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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こ
の
等
覚
寺
の
記
録
で
は
、
こ
の
ほ
か
文
久
二
年
に
二
例
、
奴
行
列
が
伴
う
葬
式

が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
　
文
久
二
年
六
月
廿
一
日
　
良
■
二
男
　
■
次
良
事
廿
才
の
葬
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
行
列
付

　
　
　
　

先
箱
二
人
　
駕
四
人
　
き
ん
墓
曲
録

　
　
　
　
合
羽
駕

　
　
文
久
二
年
八
月
六
日
　
弥
次
右
衛
門
娘
　
フ
サ
十
一
才
の
葬
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

葬
式
行
列

　
　
　
　
先
箱
弐
人
　
駕
籠
四
人
　
き
ん
毫
曲
録
合
羽
駕
都
合
拾
壱
人

　
愛
知
川
宿
を
代
表
す
る
人
物
の
盛
大
な
葬
儀
に
際
し
て
こ
の
よ
う
な
記
述
が
な
さ

れ
、
そ
れ
以
降
、
そ
の
一
族
や
僧
侶
な
ど
と
い
っ
た
名
士
、
名
門
の
家
柄
の
葬
式
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
0
4
）

特
別
な
事
情
の
葬
式
に
の
み
、
こ
の
よ
う
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
大
き
な
葬
式
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
中
山
道

の
宿
場
町

と
し
て
繁
栄
し
て
い
た
愛
知
川
宿
と
い
う
土
地
柄
に
も
よ
る
し
、
た
ま
た

ま
等
覚
寺
に
筆
ま
め
な
住
職
が
い
た
こ
と
も
大
き
い
。
ま
た
、
祭
礼
行
列
に
奴
振
り

が
み

ら
れ
た
豊
満
神
社
と
の
関
係
も
考
慮
に
い
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
奴
行
列
を
と
も
な
う
大
掛
か
り
な
葬
列
は
、
当
然
、
す

べ
て

の
葬
式
に
お
こ
な
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
等
覚
寺
の
記
録
は
、

文
化
一
〇
年
（
一
八
一
三
）
よ
り
始
ま
っ
て
い
る
が
、
安
政
二
年
の
成
宮
弥
次
衛
門

の
葬
儀
以
前
に
は
行
列
（
僧
列
）
の
記
述
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
地

域

に
お
け
る
奴
行
列
の
受
容
の
時
期
を
考
え
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
。

（
4
）
小
結

　
近
世
の
近
江

に
お
け
る
地
域
の
奴
振
り
受
容
の
実
態
は
、
祭
礼
行
列
に
奴
行
列
が

取
り
入
れ
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
と
並
行
し
て
葬
列
の
僧
列
に
お
い
て
も
奴
行

列
が
み
ら
れ
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
展
開
を
み
せ
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か

に
な
っ
た
。
滋
賀
県
に
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
僧
列
に
奴
行
列
が
と
も
な
う
事
例
が

み

ら
れ
る
の
で
触
れ
て
お
く
。

　

米
原
市
長
沢
に
あ
る
福
田
寺
は
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
寺
院
で
長
沢
御
坊
と
も

呼
ば
れ
て
い
る
。
蓮
如
上
人
お
手
植
え
と
伝
え
ら
れ
る
松
が
あ
り
、
戦
国
時
代
に
は
、

覚
芸
が
湖
北
一
〇
力
寺
の
信
徒
を
率
い
て
織
田
信
長
と
戦
っ
た
と
も
伝
え
ら
れ
る
古

刹
で
あ
る
。
幕
末
、
福
田
寺
二
十
二
世
三
乗
院
摂
専
（
本
覚
）
の
も
と
に
井
伊
直
弼

が
仲
人
と
な
り
、
二
条
斉
敬
の
妹
鋪
子
が
嫁
い
だ
。
そ
の
際
の
嫁
入
り
行
列
に
奴
振

り
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
福
田
寺
で
は
毎
年
秋
の
報
恩
講
に
は
奴
振
り
を
お
こ
な
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

よ
う
に
な
り
、
現
在
も
「
福
田
寺
の
公
家
奴
」
と
し
て
続
い
て
い
て
い
る
。
こ
こ
で

お
こ
な
わ
れ
る
奴
振
り
と
は
、
報
恩
講
の
法
要
に
参
列
す
る
住
職
の
格
式
を
た
か
め

る
供
揃
え
の
行
列
で
あ
り
、
二
条
家
か
ら
の
嫁
入
り
を
契
機
に
妻
っ
た
住
職
の
格
式

を
奴
行
列
に
よ
っ
て
表
す
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
僧
列
の
奴
行
列
が
今
に
伝
わ

る
貴
重
な
事
例
で
あ
る
。
同
じ
く
米
原
市
能
登
瀬
の
善
性
寺
は
、
近
世
か
ら
明
治
四

年
（
一
八
七
一
）
ま
で
、
毎
年
三
月
に
祈
祷
札
を
宮
中
へ
献
納
す
る
こ
と
が
恒
例
だ
っ

た
と
い
う
。
そ
の
献
納
の
道
中
に
は
、
奴
が
つ
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
奴

を
善
性
寺
奴
も
し
く
は
青
木
奴
と
呼
ん
で
い
た
。
現
在
は
、
善
性
寺
と
関
係
が
深

か
っ

た
山
津
照
神
社
の
祭
礼
行
列
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
「
能
登
瀬
の
武
家
奴
」
と
し

　
　
　
　
　
（
4
2
）

て

続
い
て
い
る
。
こ
の
奴
も
、
武
家
奴
と
い
う
名
称
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
歴
史

的
経
緯
か
ら
僧
列
に
つ
く
奴
行
列
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
等
覚
寺
や
信
光
寺
の
事
例
か
ら
は
、
盛
大
な
葬
式
を
と
り
お
こ
な
う
場
合
、
導
師

と
な
る
僧
侶
の
格
式
を
高
め
る
僧
列
が
組
ま
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
背
景
と
し
て
は
、
奴
行
列
は
高
い
格
式
を
表
現
す
る
た
め
の
通
常
の
手
段
と
し

て
、
武
家
だ
け
で
な
く
時
に
は
僧
侶
の
行
列
に
も
用
い
ら
れ
て
き
た
。

　
明
治
以
降
、
等
覚
寺
や
信
光
寺
、
あ
る
い
は
そ
の
近
隣
の
地
域
で
お
こ
な
わ
れ
た

葬
式
で
、
奴
行
列
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
な
い
。
た
だ
、
近
世
後
期
か
ら
幕

末
期
に
お
い
て
、
近
江
に
お
い
て
は
葬
式
に
伴
う
僧
侶
の
行
列
と
し
て
奴
行
列
が

あ
っ
た
こ
と
は
、
近
代
の
大
阪
の
葬
式
の
奴
振
り
が
、
突
飛
な
思
い
つ
き
で
始
め
ら

れ

た
と
す
る
言
説
を
否
定
す
る
に
は
十
分
で
あ
ろ
う
。
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③
大
阪
の
葬
祭
業
者
と
供
奴

（
1
）
川
上
音
二
郎
の
葬
列
と
僧
列

　
近
代
の
大
阪
に
話
を
戻
そ
う
。
大
阪
の
葬
式
に
奴
振
り
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
時
期

に
つ
い
て
は
、
は
っ
き
り
と
し
た
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。
篠
崎
昌
美
は
『
浪
華

夜
ぱ

な
し
』
（
一
九
五
四
）
で
、
明
治
に
な
っ
て
人
力
車
が
台
頭
す
る
な
か
で
駕
籠

屋
が
衰
退

し
て
い
く
が
、
医
者
と
僧
侶
だ
け
は
駕
籠
を
使
う
慣
習
が
残
っ
て
い
た
と

い
う
。
ま
た
、
葬
儀
の
時
に
棺
を
運
ぶ
の
も
駕
籠
で
あ
り
、
そ
こ
で
参
列
す
る
僧
侶

も
駕
籠
を
用
い
、
大
名
行
列
道
具
を
飾
り
立
て
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
や
は
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

奴
振
り
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
時
期
に
つ
い
て
は
明
言
し
て
い
な
い
。

　
長
谷
川
幸
延
の
小
説
で
は
明
治
一
八
年
（
一
八
八
五
年
）
の
五
代
友
厚
の
葬
儀
に

奴
行
列
が
あ
っ
た
と
す
る
も
の
の
、
そ
の
証
拠
と
な
る
史
料
は
確
認
で
き
な
い
。
し

か

し
、
少
な
く
と
も
明
治
四
四
年
（
一
九
一
一
年
）
十
一
月
一
入
日
に
大
阪
で
お
こ

な
わ
れ
た
川
上
音
二
郎
の
葬
儀
に
は
、
奴
振
り
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
川

上
音
二
郎
は
、
世
情
を
風
刺
し
た
「
オ
ッ
ペ
ケ
ペ
ー
節
」
で
有
名
な
人
物
で
あ
り
、

書
生

芝
居
の
流
れ
を
汲
む
新
派
劇
の
リ
ー
ダ
ー
的
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
の
葬
儀
の
模

様
は
、
大
阪
毎
日
新
聞
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　
　
午
前
九
時
半
當
日
の
導
師
前
田
聴
典
師
其
他
十
四
ケ
寺
の
僧
列
が
練
り
こ
ん
で

　
　
来
た
ー
（
中
略
）
ー
先
供
の
金
紋
挟
函
、
長
柄
、
朱
傘
に
乗
物
を
つ
ら
ね
警
筆
の

　
　
聲

に
両
側
の
群
集
を
沸
つ
て
練
り
こ
ん
で
来
た
僧
列
は
金
欄
椴
子
の
袈
裟
を
秋

　
　
雨
の

晴
間
の
日
影
に
耀
か
し
緋
衣
紫
衣
に
錦
の
僧
冠
嚴
か
に
帝
國
座
へ
練
り
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
牡
）

　
　

ん

で

舞
蔓
に
か
・
つ
て
正
座
す

　

葬
儀
当
日
の
朝
、
川
上
音
二
郎
の
棺
は
彼
自
身
が
建
て
た
帝
国
座
の
舞
台
に
安
置

さ
れ
て
お
り
、
妻
で
新
派
劇
の
ス
タ
ー
で
あ
っ
た
川
上
貞
奴
ら
親
戚
縁
故
の
も
の
た

ち
が
居
並
ぶ
な
か
、
葬
儀
を
お
こ
な
う
一
心
寺
の
僧
侶
た
ち
が
到
着
し
た
場
面
で
あ

る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
導
師
の
「
僧
列
」
の
記
述
で
あ
り
、
挟
箱
、
長
柄

と
い
っ
た
奴
が
先
頭
に
立
っ
て
警
筆
の
声
を
あ
げ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
新
聞
の

紙
面
で
は
、
「
僧
列
は
金
欄
椴
子
の
袈
裟
を
秋
雨
の
晴
間
の
日
影
に
耀
か
し
」
の
部

分
が
一
際
大
き
な
文
字
と
な
っ
て
お
り
、
僧
列
の
華
や
か
さ
を
強
調
し
て
い
る
。
大

阪
毎
日
新
聞
が
大
文
字
で
強
調
し
て
い
る
の
は
、
当
時
の
大
ス
タ
ー
で
あ
る
貞
奴
に

関
す
る
記
述
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
が
、
き
ら
び
や
か
な
衣
装
を
ま
と
い
、
奴
振
り

を
伴
っ
て
入
場
す
る
導
師
た
ち
の
行
列
は
そ
れ
に
匹
敵
す
る
見
ど
こ
ろ
と
し
て
、
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

ス

コ

ミ
が
理
解
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
奴
振
り
は
、
導
師
た
ち
を
先
導
を
す
る

役
と
し
て
帝
国
座
に
乗
り
込
み
、
帝
国
座
で
の
読
経
讃
偶
の
後
も
、
葬
儀
が
お
こ
な

わ
れ
る
一
心
寺
に
む
け
て
出
発
す
る
葬
列
の
先
頭
を
飾
っ
た
。
そ
の
葬
列
は
長
大
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

棺
が
帝
国
座
を
出
る
と
き
に
先
供
は
新
町
橋
ま
で
到
達
し
て
い
た
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
な
華
美
で
長
大
な
葬
列
が
生
ま
れ
た
背
景
に
つ
い
て
、
比
経
啓
助
は
明

治
と
い
う
時
代
的
特
徴
に
よ
る
と
し
た
。
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
の
鍋
島
閑
嬰
の

葬
式
は
、
貴
賓
の
人
々
で
初
め
て
の
神
葬
祭
で
あ
っ
た
。
比
経
は
、
そ
も
そ
も
神
葬

祭
は
宗
教
的
な
厳
粛
さ
に
欠
け
て
お
り
、
副
島
種
臣
に
よ
っ
て
元
佐
賀
藩
主
の
威
厳

を
損
な
わ
な
い
工
夫
が
な
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
、
軍
隊
の
動
員
し
、
在
日
の
外

交
官
を
招
き
、
大
勢
の
会
葬
者
を
参
列
さ
せ
て
葬
列
を
盛
大
に
す
る
こ
と
で
威
儀
を

保
つ
方
法
で
あ
っ
た
。
そ
の
世
俗
的
な
指
向
は
、
虚
飾
を
廃
す
る
よ
う
遺
言
し
た
福

沢
諭
吉
の
葬
式
（
明
治
三
四
年
）
に
も
、
宗
教
的
儀
式
を
拒
み
「
告
別
式
」
と
い
う

形
式
を
編
み
出
し
た
中
江
兆
民
の
時
（
明
治
三
四
年
）
に
も
、
「
長
い
行
列
」
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

て

発
露
し
た
。
ま
た
、
そ
の
影
響
は
仏
葬
式
に
も
及
ん
だ
と
い
う
。

　

川
上
音
二
郎
の
仏
葬
式
の
葬
列
も
、
献
花
さ
れ
た
花
車
が
二
〇
〇
を
超
え
る
な
ど

「長
い
行
列
」
で
あ
り
、
明
治
時
代
の
有
名
人
の
葬
式
と
し
て
は
当
然
の
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
う
い
っ
た
近
代
的
要
素
を
含
み
な
が
ら
も
、
そ
の
一
方
で
、
僧
列
に
奴
振
り

を
伴
う
こ
と
で
導
師
の
格
式
を
高
め
る
と
い
う
、
近
世
的
要
素
も
あ
わ
せ
も
っ
て
い

た
こ
と
は
興
味
深
い
。
近
代
の
大
阪
の
葬
列
が
持
つ
特
異
性
は
、
こ
の
近
代
的
展
開

の

な
か
に
、
あ
え
て
近
世
的
な
要
素
で
あ
る
奴
振
り
を
組
み
合
わ
せ
た
と
い
う
妙
で
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は

な
か
ろ
う
か
。

（
2
）
大
阪
の
葬
祭
業
者
の
出
自

　

川
上
音
二
郎
の
葬
式
が
お
こ
な
わ
れ
る
ま
で
に
、
大
阪
の
葬
式
で
奴
振
り
が
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
娼
）

た
と
い
う
記
録
は
ま
だ
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
大
阪
の
葬
列
に

奴
が
で
て
い
た
こ
と
は
、
明
治
に
な
っ
て
大
阪
の
人
が
考
え
出
し
た
ア
イ
デ
ア
で
あ

る
と
い
う
理
解
は
疑
っ
て
か
か
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
し
、
少
な
く
と
も
近
世
と
近

代

と
は
、
連
続
し
て
と
ら
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
近
代
に
お
け
る
大
阪
の
葬
式
で
、
僧
列
の
奴
を
ふ
く
め
葬
列
全
体
を
取
り
仕
切
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

た
の
は
、
葬
儀
請
負
業
の
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
小
島
勝
治
は
、
そ
の
業
者
の
ひ
と
り

で

あ
る
鈴
木
勇
太
郎
へ
の
聞
き
取
り
調
査
か
ら
、
葬
儀
請
負
業
の
源
流
を
、
近
世
の

生
業
か
ら
諸
人
足
請
負
業
、
医
者
陸
、
遊
女
の
送
迎
駕
、
大
名
行
列
方
、
四
つ
に
分

　
　
（
5
0
）

類
し
た
。

　
鈴
木
勇
太
郎
は
、
小
島
の
分
類
で
は
四
つ
め
の
大
名
行
列
方
に
あ
た
る
。
鈴
木
の

家
は
も
と
も
と
近
江
屋
も
し
く
は
近
友
と
い
い
、
延
宝
年
間
（
一
六
七
三
～
一
六
八

一
）

に
大
坂
天
満
に
本
宅
を
置
き
、
神
社
仏
閣
、
町
奉
行
、
与
力
な
ど
へ
の
人
足
用

達
を
生
業
と
し
て
い
た
が
、
の
ち
に
江
戸
に
本
店
を
設
け
て
参
勤
交
代
や
江
戸
城
登

城
な
ど
の
人
足
を
も
取
り
扱
っ
て
い
た
。
明
治
に
な
っ
て
江
戸
の
店
を
た
た
み
、
大

阪
で
駕
諸
人
足
請
負
業
と
し
て
再
出
発
し
、
明
治
八
年
よ
り
駕
友
と
改
称
し
て
い
る
。

近
代
に
な
っ
て
も
、
旧
来
か
ら
の
神
社
仏
閣
へ
の
出
入
り
は
続
い
て
お
り
、
ひ
と
た

び
典
礼
式
事
と
な
る
と
他
の
駕
人
足
業
者
の
協
力
も
得
つ
つ
人
足
を
取
り
仕
切
る
関

係

に
あ
る
寺
院
は
、
三
〇
余
り
あ
っ
た
と
い
う
。
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
生
ま
れ

の
鈴
木
勇
太
郎
も
、
小
学
校
を
卒
業
と
同
時
に
寺
侍
や
提
灯
持
ち
、
陸
尺
と
し
て
家

業
に
携
わ
っ
て
き
た
が
、
明
治
一
六
年
（
一
八
八
三
）
よ
り
葬
具
貸
物
業
を
兼
業
す

　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

る
こ
と
と
な
っ
た
。
葬
具
貸
物
業
と
は
、
近
世
期
に
は
「
貸
色
屋
」
「
乗
物
屋
」
と

呼
ば
れ
、
葬
儀
の
際
に
入
用
の
白
張
提
灯
や
、
棺
と
そ
れ
を
載
せ
る
乗
物
、
墓
所
に

供

さ
れ
る
盛
物
や
飾
り
一
式
、
喪
服
と
な
る
麻
祥
な
ど
を
一
時
に
用
立
て
る
人
々
で

　
　
（
5
2
）

あ
っ
た
。

　
駕
友
が
葬
具
貸
物
業
を
は
じ
め
た
明
治
一
六
年
（
一
八
八
三
）
に
、
大
阪
市
内
に

二
〇
数
ヶ
所
の
支
店
を
も
つ
大
阪
葬
具
株
式
会
社
と
そ
の
他
の
業
者
と
の
間
で
対
立

が
お

こ
っ
た
。
大
阪
葬
具
株
式
会
社
と
は
「
い
ろ
屋
」
す
な
わ
ち
葬
具
貸
物
業
者
の

連
合
に
よ
る
組
織
で
、
ど
う
や
ら
駕
人
足
業
者
を
傘
下
に
囲
お
う
と
し
て
い
た
。
一

方
、
駕
友
は
駕
市
（
葬
具
貸
物
業
と
兼
業
）
、
八
百
勘
と
い
っ
た
駕
人
足
業
者
の
協

力
を
得
て
、
こ
の
難
局
を
乗
り
切
っ
て
い
る
。
こ
の
時
、
大
阪
葬
具
株
式
会
社
の
傘

下
に
あ
っ
た
駕
人
足
業
者
は
一
〇
業
者
あ
り
、
対
立
す
る
葬
具
貸
物
業
者
は
十
一
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

者
、
う
ち
駕
人
足
業
者
と
の
兼
業
は
駕
友
の
ほ
か
五
業
者
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
明
治
の
中
期
に
は
駕
諸
人
足
請
負
業
と
葬
具
貸
物
業
と
は
別
も
の

と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
昭
和
に
な
る
頃
に
は
区
別
が
な
く
な
っ
た
。
ま
た
、

葬
具
貸
物
業
者
の
数
は
、
明
治
の
中
ご
ろ
に
は
四
八
業
者
だ
っ
た
が
、
大
正
初
期
に

は
一
四
二
業
者
に
増
加
し
、
回
顧
録
を
記
し
た
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
頃
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
図
）

六

〇
〇
を
超
え
る
同
業
者
が
あ
っ
た
と
い
う
。

　
葬
儀
請
負
業
は
、
関
西
で
は
一
般
に
「
ソ
ウ
レ
ン
（
葬
敏
・
葬
礼
）
屋
」
と
呼
ば

れ

「駕
」
の
字
が
つ
く
業
者
が
多
く
、
東
京
で
は
「
輿
屋
」
「
桶
屋
」
と
呼
ば
れ
「
桶
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

の

字
が
つ
く
業
者
が
多
い
。
鈴
木
が
明
治
一
六
年
の
事
件
に
関
わ
っ
て
記
し
た
業
者

の

中
に
も
駕
市
、
駕
友
、
と
い
っ
た
駕
人
足
業
を
思
わ
せ
る
屋
号
が
み
ら
れ
る
。

　
平
久
こ
と
平
野
屋
久
兵
衛
は
、
江
戸
時
代
に
は
大
坂
城
の
足
軽
頭
で
あ
っ
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

明
治
以
降
は
、
島
之
内
（
南
区
島
之
内
）
に
あ
っ
て
水
屋
を
経
営
し
た
と
い
う
。
平

久

は
、
こ
の
島
之
内
を
縄
張
り
と
し
、
毛
馬
の
開
門
か
ら
水
を
運
ん
で
い
た
。
夜
中

二
時
ご
ろ
大
八
車
に
積
み
込
み
、
朝
八
時
ご
ろ
ま
で
か
か
っ
て
配
り
歩
い
た
。
島
之

内
に
は
、
地
下
水
脈
が
一
本
し
か
な
い
と
い
わ
れ
て
お
り
、
恒
常
的
に
水
不
足
だ
っ

（5
7
）

た
。
平
久
は
、
平
野
家
が
絶
え
た
あ
と
、
津
田
佐
吉
（
初
代
）
、
喜
三
郎
（
二
代
目
）
、

そ
し
て
現
在
は
　
三
代
目
慶
一
氏
（
昭
和
九
年
生
）
が
跡
を
つ
い
で
い
る
。
水
屋
は
、

昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
に
亡
く
な
っ
た
津
田
佐
吉
の
代
ま
で
お
こ
な
っ
て
い
た

と
い
う
。
ま
た
、
島
之
内
以
外
の
地
域
に
は
、
別
の
水
屋
の
縄
張
り
が
あ
っ
た
と
い
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｝璽
多
く
の
足
軽
を
束
ね
た
平
久
が
水
屋
を
始
め
た
理
由
は
、
人
手
が
必
要
な
事
業

で

あ
る
こ
と
に
加
え
、
家
々
の
御
用
聞
き
が
で
き
る
か
ら
だ
と
い
う
。
氏
神
祭
礼
に

は
家
々
の
表
に
提
灯
を
掛
け
る
が
、
そ
れ
が
破
れ
て
急
ぎ
調
達
し
て
ほ
し
い
場
合
、

あ
る
い
は
婚
礼
を
迎
え
た
家
の
諸
準
備
、
た
と
え
ば
か
ん
ざ
し
が
要
る
と
か
足
袋
が

何
足
と
い
っ
た
こ
と
が
あ
れ
ば
、
晩
に
家
の
表
に
札
を
掛
け
て
お
け
ば
、
夜
中
に
水

屋
が
確
認

し
、
朝
に
な
っ
て
か
ら
御
用
を
う
か
が
っ
た
と
い
う
。
そ
の
諸
事
御
用
伺

い

は
、
や
が
て
急
な
不
幸
に
対
し
て
も
、
葬
儀
の
差
配
と
い
っ
た
形
で
請
け
負
う
こ

と
に
な
っ
た
。

　
現
在
も
、
大
阪
の
葬
儀
社
に
は
、
葬
具
貸
物
業
者
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
「
乗
」

「輿
」
の
字
が
つ
く
業
者
の
ほ
か
、
「
駕
」
「
花
」
「
水
」
な
ど
、
駕
人
足
業
、
花
屋
、

水
屋

に
ま
つ
わ
る
屋
号
が
多
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
全
て
が
駕
人
足
業
、
花
屋
、
水

屋
か

ら
転
じ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
お
そ
ら
く
、
駕
人
足
、
花
屋
、
水
屋
ら
が
葬
祭

業
者
に
転
じ
た
例
が
多
か
っ
た
こ
と
が
、
の
ち
に
「
乗
」
「
輿
」
と
同
様
に
「
駕
」
「
花
」

「水
」
の
字
を
用
い
た
屋
号
が
葬
祭
業
者
に
ふ
さ
わ
し
い
と
認
識
さ
れ
始
め
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
な
お
、
本
稿
の
末
尾
に
参
考
資
料
と
し
て
、
大
阪
の
葬
祭
業
者
一
覧
を
あ
げ
た
の

で
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
）
棒
頭
と
宰
領

　
大
阪
で
奴
振
り
を
伝
え
て
い
た
の
は
、
近
世
に
大
名
行
列
方
で
あ
っ
た
駕
友
や
、

大
坂
城
の
足
軽
頭
を
し
て
い
た
平
久
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
葬
祭
に
携
わ
る
だ
け
で

な
く
、
日
ご
ろ
か
ら
神
社
仏
閣
な
ど
へ
出
入
り
を
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
棒
頭
を
勤

　
　
　
　
　
（
5
9
）

め

て

い
た
と
い
う
。

　
棒
頭
と
は
、
寺
社
な
ど
の
帳
簿
方
か
ら
、
日
ご
ろ
諸
事
相
談
を
受
け
、
頼
り
に
さ

れ
て

い

る
存
在
で
あ
る
。
祭
礼
や
法
事
、
葬
儀
な
ど
に
な
る
と
、
棒
頭
が
適
当
な
業

者

を
み
つ
く
ろ
っ
て
宰
領
と
し
て
下
請
け
さ
せ
、
宰
領
は
さ
ら
に
孫
請
け
な
ど
し
て

人
足
を
確
保
す
る
。
ま
た
、
棒
頭
が
宰
領
を
か
ね
る
場
合
も
あ
っ
た
。

　
大
阪
天
満
宮
（
北
区
天
神
橋
二
丁
目
）
や
住
友
財
閥
の
棒
頭
と
し
て
活
躍
し
て
い

た
の
が
駕
友
、
御
霊
神
社
（
中
央
区
淡
路
町
四
丁
目
）
は
熊
田
屋
、
難
波
神
社
（
中

央
区
博
労
町
四
丁
目
）
は
阿
波
弥
、
熊
野
神
社
（
東
成
区
大
今
里
四
丁
目
）
や
三
津

寺
（
中
央
区
心
斎
橋
筋
二
丁
目
）
は
平
久
、
住
吉
大
社
（
住
吉
区
住
吉
二
丁
目
）
は

芋
忠
が
棒
頭
を
つ
と
め
て
い
た
。
そ
の
ほ
か
、
明
石
屋
も
ど
こ
か
の
社
寺
で
棒
頭
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

勤
め
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
阿
波
弥
は
駕
友
の
も
と
で
宰
領
を
勤
め
て
い
た
。

　
平
久
が
棒
頭
と
し
て
采
配
を
ふ
る
っ
た
例
に
、
平
成
一
〇
年
（
一
九
九
八
）
に
お

こ
な
わ
れ
た
三
津
寺
の
晋
山
式
が
あ
る
。
三
津
寺
は
、
大
阪
市
中
央
区
心
斎
橋
筋
二

丁

目
に
あ
る
真
言
宗
御
室
派
順
別
格
本
山
で
、
御
堂
筋
沿
い
に
戦
災
を
免
れ
た
鉄
筋

コ

ン
ク
リ
ー
ト
造
の
庫
裏
が
建
っ
て
い
る
。
晋
山
式
は
、
新
住
職
が
山
（
寺
）
に
晋

（進
）
む
と
い
う
こ
と
か
ら
、
お
練
り
行
列
が
仕
立
て
ら
れ
る
が
、
こ
の
三
津
寺
の

お
練
り
行
列
で
は
奴
振
り
を
伴
っ
た
。
こ
の
行
列
は
道
頓
堀
橋
北
詰
の
交
差
点
に
建

つ

ホ
テ
ル
か
ら
出
発
し
、
御
堂
筋
西
側
を
北
上
し
て
御
堂
筋
八
幡
町
で
東
側
に
渡
り
、

三
津
寺
筋
ま
で
南
下
す
る
と
い
う
お
よ
そ
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
行
程
で
あ
っ
た
。
人

員
は
平
久
が
直
接
あ
る
い
は
下
請
け
を
通
し
て
確
保
し
た
。
ま
た
奴
振
り
は
、
大
阪

供
奴
保
存
会
の
メ
ン
バ
ー
が
担
っ
た
。
こ
の
と
き
に
使
用
し
た
奴
の
道
具
や
住
職
が

乗

る
駕
籠
な
ど
は
、
庫
裏
の
倉
庫
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
ま
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

棒
頭

は
把
握
し
て
い
た
と
い
う
。

　
棒
頭
や

宰
領
を
頭
と
す
る
下
請
け
、
孫
請
け
の
形
式
は
、
葬
式
に
お
い
て
も
同
様

で
あ
っ
た
。
喪
家
か
ら
葬
式
を
請
け
負
う
と
、
親
方
は
そ
の
葬
式
の
棒
頭
と
な
り
、

人
足
の
確
保
を
す
る
。
そ
の
際
、
芸
を
伴
う
奴
に
は
そ
れ
な
り
の
人
材
を
確
保
す
る

必

要
が
あ
る
が
、
一
方
で
頭
数
さ
え
揃
え
ば
良
い
役
割
も
あ
り
、
棒
頭
に
は
そ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

見
極
め
て
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
力
量
が
必
要
で
あ
っ
た
。

　

近
世
に
お
け
る
葬
具
貸
物
業
者
に
お
い
て
も
、
こ
こ
で
い
う
棒
頭
の
よ
う
に
、
寺

の

出
入
り
を
し
て
い
た
事
例
が
あ
る
。
千
日
前
で
葬
具
貸
物
業
を
営
ん
で
い
た
山
田

屋

は
、
千
日
前
墓
所
の
会
所
に
行
っ
て
葬
式
の
世
話
を
す
る
だ
け
で
な
く
、
六
坊

（千

日
山
安
養
寺
を
構
成
す
る
寺
院
）
に
日
常
か
ら
出
入
り
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
打
ち
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合

わ
せ
を
し
て
い
た
。
千
日
前
に
大
阪
市
中
の
人
を
呼
び
込
む
た
め
、
法
善
寺
に
墓

の

あ
っ
た
笠
屋
三
勝
の
法
会
を
催
す
こ
と
を
企
画
し
実
行
し
た
の
は
、
こ
の
山
田
屋

　
　
　
　
　
（
6
3
）

で
あ
る
と
い
う
。

　
ま
た
、
そ
の
頃
は
葬
具
貸
物
業
者
の
間
に
お
い
て
も
、
力
関
係
は
厳
然
と
あ
っ
た
。

千

日
前
の
墓
所
に
向
か
う
葬
列
が
無
常
橋
の
と
こ
ろ
で
行
き
当
た
る
と
、
難
波
で
葬

具
貸
物
業
を
営
む
駕
甚
の
棒
頭
は
「
難
波
」
の
一
声
を
発
し
、
相
手
方
の
葬
列
は
道

を
譲
っ
た
と
い
う
。
こ
の
優
先
権
と
は
、
被
葬
者
の
家
柄
で
は
な
く
、
葬
具
貸
物
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
閲
）

者
の
力
関
係
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
寺
社
出
入
り
の
棒
頭
や
宰
領
を
頂
点
に
、
下
請
け
、
孫
請
け
が
重
な
る
構
造
は
、

よ
り
古
い
時
期
の
千
日
前
墓
所
に
お
け
る
六
坊
出
入
り
の
山
田
屋
や
、
他
の
業
者
か

ら
一
目
置
か
れ
て
い
た
難
波
の
駕
甚
と
い
っ
た
事
例
に
、
そ
の
片
鱗
が
う
か
が
え
る

の

で

は
な
い
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
葬
祭
に
関
わ
る
業
者
が
、
寺
社
な
ど
で
葬
祭
以

外
の
役
割
も
担
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（
4
）
大
阪
の
供
奴

　
か

つ
て

大
阪
で

は
、
住
吉
大
社
だ
け
で
な
く
、
難
波
神
社
、
熊
野
神
社
、
杭
全
神

社

（平
野

区
平
野
宮
町
）
な
ど
で
も
、
祭
礼
行
列
に
奴
振
り
が
み
ら
れ
た
と
い
う
。

平
久
の
津
田
慶
一
氏
の
関
わ
っ
て
き
た
事
例
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　
難
波
神
社
の
夏
祭
り
は
氷
室
祭
と
も
呼
ば
れ
、
毎
年
七
月
二
〇
日
頃
に
お
こ
な
わ

れ

る
。
製
氷
会
社
か
ら
奉
納
さ
れ
る
氷
柱
を
か
ち
割
っ
て
参
拝
者
に
授
与
す
る
こ
と

で
知
ら
れ
、
こ
の
氷
を
食
べ
る
と
夏
負
け
し
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
祭
り
で

は
、
堀
江
の
御
旅
所
ま
で
の
お
渡
り
行
列
が
り
、
そ
こ
に
奴
が
で
て
い
た
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
防
）

そ
の
様
子
は
、
昭
和
三
十
三
年
（
一
九
五
八
）
七
月
に
映
さ
れ
た
8
ミ
リ
フ
ィ
ル
ム

か

ら
う
か
が
え
る
。
そ
こ
に
は
騎
乗
の
神
職
や
御
鳳
輩
、
神
輿
と
と
も
に
、
新
町
の

芸
妓
連
や

獅
子
、
そ
し
て
奴
振
り
の
姿
が
と
ど
め
ら
れ
て
い
た
。
奴
は
、
難
波
神
社

の
紋
が
入
っ
た
法
被
姿
で
、
挟
箱
、
毛
槍
の
持
ち
替
え
の
所
作
に
加
え
、
長
柄
傘
を

使
っ
た
曲
芸
を
披
露
す
る
奴
も
い
た
。
奴
振
り
の
行
列
は
、
新
町
や
堀
江
、
久
宝
寺

な
ど
を
通
り
、
沿
道
に
家
や
店
舗
か
ら
所
望
さ
れ
て
奴
の
所
作
を
し
て
は
、
ご
祝
儀

　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

を
も
ら
っ
て
い
た
と
い
う
。
〈
写
真
1
、
2
、
3
＞

　
熊
野
神
社
の
夏
祭
り
の
渡
御
行
列
で
も
、
奴
振
り
が
み
ら
れ
た
。
昭
和
三
八
年
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

九
六

三
）
七
月
一
七
日
の
行
列
次
第
に
は
、
先
払
、
先
箱
、
毛
槍
、
大
鳥
毛
か
ら
な

る
奴
振
り
が
あ
っ
た
。
先
払
は
宰
領
が
兼
務
し
、
先
箱
、
毛
槍
、
大
鳥
毛
を
「
手
廻

り
」
と
称
し
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。
〈
写
真
4
＞

　
現
在
、
大
阪
で
定
期
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
奴
振
り
行
列
は
、
住
吉
大
社
の
お

田
植
祭
だ
け
で
あ
る
。
住
吉
大
社
で
は
、
七
月
末
の
夏
祭
り
に
神
輿
が
大
和
川
を
渡

る
と
い
う
お
渡
り
行
列
が
あ
り
、
そ
の
先
導
に
奴
振
り
行
列
が
で
て
い
た
が
、
そ
の

お
渡
り
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
奴
も
中
断
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
住
吉

大
社
の
要
望
も
あ
っ
て
、
お
田
植
え
祭
り
で
早
乙
女
の
先
導
と
し
て
、
奴
が
で
る
よ

う
に
な
っ
た
。
そ
の
際
、
帝
塚
山
芋
忠
の
神
並
寅
太
郎
が
一
役
買
い
、
そ
れ
以
降
、

奴
振
り
行
列
の
宰
領
役
は
帝
塚
山
芋
忠
か
ら
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
な
お
、
お
田
植

え
祭
り
の
行
列
に
は
、
武
者
行
列
も
あ
り
、
も
と
も
と
は
棒
頭
の
芋
忠
（
住
芋
・
芋

忠
本
店
）
が
取
り
仕
切
っ
て
い

　
　
　
（
銘
）

た
と
い
う
。

　

こ
れ
ら
平
久
の
活
躍
し
た
大

阪
ミ
ナ
ミ
の
奴
振
り
に
対
し
て
、

駕
友
が
伝
え
て
き
た
大
阪
キ
タ

の
奴
振
り
に
つ
い
て
は
、
よ
く

わ
か
っ
て
い
な
い
が
、
北
区
天

神
橋
筋
二
丁
目
で
花
重
の
看
板

を
あ
げ
て
い
た
寺
井
尚
孝
は
、

「
大
阪
で

も
北
と
南
と
は
、
行

列
の
内
容
は
ち
が
い
ま
す
。
北

が
少
し
派
手
で
し
ょ
う
ね
」
と

　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
芸
態

◎
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昭和33年　難波神社の奴振り
（津田慶一氏所蔵8ミリフィルムより復元）
※左が先頭、右が後ろ
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写真1 昭和33年　難波神社の奴振り
毛槍を振る様子（津田慶一氏所蔵8ミリフィルム）

　葬
叉
躍
λ
．

が

こ
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
天
神
祭
で
は
、
昭
和
三
〇
年
頃
ま
で
は
奴
振

り
行
列
が
で
て
い
た
と
い
う
が
、
そ
れ
は
駕
友
ら
に
よ
る
奴
振
り
で
は
な
く
、
平
久

ら
に
依
頼
し
て
お
こ
な
っ
た
ミ
ナ
ミ
の
奴
振
り
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
昭
和
三
八
年
二

九

六

三
）
七
月
二
五
日
の
渡
御
行
列
の
史
料
が
平
久
に
残
さ
れ
て
お
り
、
平
久
の
津

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

田
喜
三
郎
が
天
神
祭
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
そ
の
時
期
に
は

す
で
に
奴
振
り
は
み
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
の
後
も
『
回
顧
録
』
を
著
し
た
鈴

顎・ 離顎齢嬬渡顎2瓢麟璽灘灘ミリ・・ル・・

写真3　昭和33年　難波神社の奴振り
　　　　橋の上は所望がかからないため歩く（津田慶一
　　　　氏所蔵8ミリフィルム）

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

え
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
、
葬
祭
用
具
の
製
造
販
売
を
し
て
い
た
小
山
徳
松
と
葬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

儀
請
負
業
の
大
為
こ
と
藤
井
長
三
郎
ら
に
よ
っ
て
、
公
益
社
（
東
区
北
浜
三
丁
目
）

　
　
　
　
（
7
3
）

が
発
足

し
た
。
そ
の
後
、
公
益
社
は
戦
時
の
経
済
統
制
の
影
響
も
う
け
、
吸
収
合
併

に
よ
っ
て
規
模
を
拡
大
し
て
い
く
。
こ
れ
に
対
し
て
駕
友
も
他
の
業
者
と
協
力
し
て

木
勇
太
郎
と
そ
の
子
友
次
（
太
右
衛
門
）
、
孫
而
良
ま
で
は
大
阪
天
満

宮
の
天
神
祭
で
活
躍
し
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
天
満
宮
の
棒
頭
と
し
て

の
役
割
は
続
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　
駕
友
の
鈴
木
勇
太
郎
は
、
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
に
大
阪
で
い
ち

は
や
く
霊
枢
車
を
取
り
入
れ
、
大
正
七
年
に
は
宮
型
霊
枢
車
を
考
案
す

　
　
（
7
1
）

る
な
ど
、
大
阪
に
お
け
る
葬
祭
業
の
改
革
者
で
も
あ
っ
た
。
奴
振
り
行

列
を
伴
う
壮
大
な
葬
列
か
ら
、
葬
列
を
廃
し
て
霊
枢
車
へ
転
換
し
た
駕

友
は
、
そ
れ
と
前
後
し
て
祭
礼
行
列
の
奴
振
り
行
列
か
ら
も
手
を
引
い

　
　
　
　
　
遅
く
と
も
昭
和
初
期
ま
で
に
は
、
キ
タ
の
奴
振
り
は
途
絶
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（
7
4
）

大
阪
葬
祭
自
動
車
統
制
株
式
会
社
を
設
立
し
た
が
、
や
が
て
公
益
社
に
吸
収
さ
れ
た
。

と
は
い
え
、
駕
友
の
事
務
所
は
公
益
社
の
一
営
業
所
と
な
っ
た
が
、
そ
の
後
も
し
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）

ら
く
は
「
駕
友
」
と
書
か
れ
た
木
の
看
板
が
掛
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
実
際
、
昭

和
2
4
年
の
「
大
阪
市
規
格
争
議
取
扱
店
名
簿
」
に
も
「
駕
友
・
鈴
木
而
良
」
の
名
前

　
　
　
　
　
　
（
7
6
）

が
あ
が
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
合
併
を
経
た
後
も
昔
の
看
板
も
出
し
て
い
る
例
は
、

大
阪
の

葬
祭
業
者
に
は
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
鈴
木
而
良
の
子
は
葬

祭
業
を
つ
が
な
か
っ
た
た
め
、
駕
友
の
伝
統
は
途
絶
え
た
。

　
現
在
、
大
阪
の
奴
振
り
を
伝
承
し
て
い
る
の
は
、
平
久
の
津
田
慶
一
氏
が
会
長
を

つ

と
め
る
大
阪
供
奴
保
存
会
で
あ
る
。
も
と
も
と
は
、
ミ
ナ
ミ
の
奴
の
グ
ル
ー
プ
で

あ
り
、
葬
祭
業
者
の
有
志
で
占
め
ら
れ
て
い
た
が
、
近
年
は
他
業
種
の
人
も
参
加
し

　
　
（
7
7
）

て

い
る
。

　
会
長
の
津
田
慶
一
氏
が
保
管
し
て
い
る
大
阪
供
奴
保
存
会
の
事
務
文
書
を
ひ
も
と

く
と
、
も
と
も
と
「
奴
会
」
と
称
し
て
い
た
が
、
昭
和
五
〇
年
代
に
な
っ
て
「
供
奴

保
存
会
」
の
名
称
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い

て

津

田
慶
一
氏
は
、
住
吉
大
社
の
お
田
植
え
祭
り
が
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に

指
定
（
昭
和
五
三
年
）
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
一
翼
を
に
な
う
奴
を
伝
統
文
化
と

し
て
保
存
す
る
意
識
が
働
い
て
「
保
存
会
」
を
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

（
6
）
小
結

　
葬
儀
の
看
板
を
掲
げ
て
い
る
平
久
も
、
葬
儀
の
な
い
時
は
さ
ま
ざ
ま
な
仕
事
を
し

て

い

た
。
津
田
慶
一
氏
の
父
、
喜
三
郎
は
二
階
で
事
務
所
を
持
ち
な
が
ら
一
階
で
は

喫
茶
店
を
開
い
て
い
た
し
、
日
ご
ろ
か
ら
花
街
組
合
や
旅
館
組
合
な
ど
に
出
入
り
し

て

い

た
と
い
う
。
喜
三
郎
は
、
南
五
花
街
組
合
と
い
う
南
地
（
宗
右
衛
門
町
・
九
郎

右
衛
門
町
・
櫓
町
・
阪
町
・
難
波
新
地
）
の
お
茶
屋
や
置
屋
の
組
合
に
行
っ
て
は
、

見
番
の
雑
用
を
し
た
り
、
大
和
屋
な
ど
の
大
き
な
料
理
屋
の
手
伝
い
を
し
た
り
し
て

い

た
。
そ
う
い
っ
た
関
係
を
日
常
的
に
維
持
す
る
こ
と
で
、
い
ざ
人
手
が
必
要
な
行

事
に
は
宰
領
と
し
て
振
舞
う
こ
と
が
で
き
た
。
十
日
戎
に
出
る
南
地
芸
妓
に
よ
る
宝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
8
）

恵
駕
行
列
に
は
、
喜
三
郎
の
跡
を
継
い
で
慶
一
氏
が
宰
領
を
任
か
さ
れ
た
。
ま
た
、

婚
礼
が
あ
る
家
が
あ
れ
ば
管
や
足
袋
な
ど
の
急
な
入
用
の
調
達
を
世
話
し
た
り
、
地

域
の

祭
り
で
は
家
の
門
に
つ
る
提
灯
が
破
れ
た
時
に
そ
の
調
達
を
し
た
り
す
る
な
ど
、

な
に
か
と
頼
り
に
な
る
便
利
な
役
ど
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
大
阪
の
葬
祭
業
者
の
な
か
に
は
、
葬
儀
以
外
の
場
で
も
棒
頭
と
か

宰
領
と
し
て
活
躍
す
る
も
の
も
あ
り
、
そ
れ
は
葬
儀
の
僧
列
に
近
世
以
来
の
格
式
を

高
め
る
装
置
と
し
て
の
奴
行
列
を
担
う
こ
と
が
で
き
た
人
た
ち
で
も
あ
っ
た
。

お

わ
り
に

　
奴
振
り
が
付
随
す
る
葬
式
は
、
も
う
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
昭
和

十
二
年
（
一
九
三
七
）
に
小
島
勝
治
が
見
た
と
い
う
布
施
の
事
例
は
、
被
葬
者
が
葬

儀
請
負
業
者
の
母
堂
で
あ
っ
た
と
い
う
特
別
な
事
情
も
あ
っ
て
、
霊
枢
車
を
使
わ
な

い
昔
な
が
ら
の
葬
列
が
組
ま
れ
る
と
と
も
に
、
特
別
に
「
町
振
り
」
で
あ
る
奴
振
り

が
実
施
さ
れ
た
。

　
確
か

に
、
霊
枢
車
が
登
場
す
る
事
で
葬
列
は
必
要
で
は
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、

霊
枢
車
に
よ
っ
て
、
葬
列
は
組
ま
れ
な
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、

天
王
寺
葬
祭
の
村
上
武
夫
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
　
東
京
の
人
か
ら
見
れ
ば
、
関
西
の
葬
式
が
お
祭
り
の
よ
う
に
派
手
に
見
え
た
の

　
　
で

し
ょ
う
ね
。
私
自
身
、
二
十
五
年
く
ら
い
前
（
昭
和
3
2
年
頃
）
で
す
が
、
下

　
　
寺
町
（
大
阪
市
天
王
寺
区
下
寺
町
）
で
葬
式
が
行
わ
れ
た
と
き
、
纏
を
持
っ
て

　
　
い
る
の
を
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
故
人
は
い
わ
ゆ
る
任
侠
の
人
と
云
わ
れ

　
　
た
人
で
し
た
が
、
奴
の
行
列
と
い
う
か
、
昔
風
の
行
列
を
つ
く
っ
て
い
ま
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
7
）

　
　
棺
桶
を
運
ぶ
の
は
霊
枢
車
で
し
た
が
、
そ
の
前
で
鳩
や
小
鳥
を
飛
ば
し
ま
し
た
。

　
霊
枢
車
を
使
う
た
め
、
お
そ
ら
く
葬
儀
会
場
か
ら
霊
枢
車
ま
で
の
ご
く
短
い
距
離

だ

け
葬
列
が
仕
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
村
上
が
「
奴
の
行
列
と
い
う
か
、
昔
風

の

行
列
」
と
表
現
し
た
よ
う
に
、
纏
を
振
っ
て
い
る
奴
振
り
は
、
通
常
あ
り
え
な
い
。
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い
っ

た

ん
廃
れ
て

し
ま
っ
た
奴
振
り
の
あ
る
葬
列
を
仕
立
て
る
に
あ
た
っ
て
、
記
憶

や

イ
メ
ー
ジ
を
頼
り
に
こ
の
よ
う
な
纏
の
奴
振
り
が
出
現
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ

が
ま
た
民
俗
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
と
も
あ
れ
、
霊
枢
車
の
時
代
に
な
っ
て
も
、
葬
列
は
仕
立
て
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ

た
。
平
久
で
は
、
近
年
で
も
葬
儀
の
僧
侶
の
先
触
れ
と
し
て
奴
振
り
を
出
し
た
こ
と

が
あ
る
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
、
距
離
と
し
て
は
霊
枢
車
ま
で
の
ご
く
短
い
も
の
で
あ

る
が
、
葬
列
の
な
か
の
「
僧
列
」
の
一
部
に
奴
振
り
が
あ
る
と
い
う
認
識
は
今
も
引

き
継
が
れ
て
お
り
、
要
望
が
あ
れ
ば
復
活
も
可
能
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
葬
式
に
お
け
る
奴
振
り
は
、
僧
侶
の
格
式
を
高
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
葬
列

の

な
か
で
も
特
に
僧
列
の
一
部
で
あ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
寺
院
法
要
で
あ
っ
て

も
葬
式
で
あ
っ
て
も
、
奴
振
り
の
役
割
は
変
わ
ら
な
い
。
葬
式
に
お
い
て
、
葬
列
の

重
要
性
が
低
く
な
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
構
成
す
る
僧
列
も
同
様
に
影
響
を
う
け
た
。

し
か
し
、
奴
振
り
が
霊
枢
車
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
た
と
考
え
る
の
は
短
絡
的
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
大
阪
の
葬
式
に
お
け
る
奴
行
列
が
近
代
の
大
阪
の
人
々
が
求
め
、
生
み

出
し
た
所
産
で
あ
る
と
す
る
言
説
も
、
考
え
直
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
、
さ

ま
ざ
ま
な
形
で
変
化
が
進
む
近
代
化
の
時
代
の
な
か
で
、
大
阪
の
人
々
が
非
常
に
近

世
的
な
賑
や
か
し
で
あ
る
奴
振
り
を
受
容
し
た
こ
と
は
、
た
い
へ
ん
興
味
深
い
。
ま

た
、
町
振
り
と
い
う
表
現
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
大
阪
の
人
々
が
生
み

出
し
た
発
明
で
あ
る
、
と
い
っ
た
意
識
や
自
負
が
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
し

か

し
、
葬
式
に
奴
振
り
が
伴
う
こ
と
そ
の
も
の
は
、
奇
異
な
も
の
で
も
突
飛
な
こ
と

で
も
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
そ
れ
を
も
の
め
ず
ら
し
く
取
り
扱
っ
た
大
阪
の
葬
儀
業

者
の

し
た
た
か
さ
や
、
そ
う
う
け
と
め
た
民
衆
が
す
で
に
近
世
的
な
文
化
の
共
通
認

識
を
忘
却
し
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　
で

は
、
稜
れ
多
き
死
の
場
と
、
神
事
の
場
と
の
間
を
自
在
に
行
き
来
す
る
身
体
に

つ
い
て

は
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
歴
史
的
な
経
緯
を

明
ら
か
に
し
て
き
た
よ
う
に
、
稜
れ
や
清
浄
と
い
っ
た
視
覚
か
ら
身
体
を
と
ら
え
る

こ
と
は
望
ま
し
く
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
身
体
の
存
在
の
理
由
は
そ
う
い
っ
た
問
題

か

ら
超
越
し
た
存
在
で
あ
っ
て
、
格
式
を
高
め
る
装
置
と
し
て
の
身
体
が
近
世
か
ら

現
代
に
至
る
ま
で
連
綿
と
伝
承
さ
れ
て
き
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

註（
1
）
　
『
ま
こ
こ
ろ
の
軌
跡
ー
公
益
社
創
業
7
0
周
年
記
念
誌
ー
』
（
公
益
社
、
二
〇
〇
二
）
二
六
頁
よ

　

り
。
公
益
社
は
、
大
阪
に
本
社
を
置
き
、
首
都
圏
に
も
拠
点
を
広
げ
る
葬
祭
業
者
で
あ
る
。

（
2
）
　
小
島
勝
治
「
商
都
大
阪
の
葬
式
－
特
に
僧
の
行
列
に
就
い
て
ー
」
（
『
郷
土
研
究
　
上
方
』

　

九
六
号
　
一
九
三
八
）

（
3
）
　
井
上
章
一
『
霊
枢
車
の
誕
生
』
（
朝
日
新
聞
社
　
一
九
八
四
）

（
4
）
　
井
上
章
一
『
霊
枢
車
の
誕
生
』
　
一
〇
一
頁

（
5
）
　
拙
稿
「
奴
振
り
の
芸
態
」
（
『
民
族
藝
術
』
＜
o
↑
一
七
　
二
〇
〇
〇
）
お
よ
び
拙
編
著
『
岩
滝

　
　
の
大
祭
礼
ー
岩
滝
町
大
名
行
列
の
歴
史
と
現
況
ー
』
（
京
都
府
岩
滝
町
、
二
〇
〇
二
）

（
6
）
　
鈴
木
勇
太
郎
『
回
顧
録
』
（
私
家
版
、
一
九
三
六
）
。
な
お
、
『
回
顧
録
』
に
つ
い
て
は
、
高

　

橋
繁
行
氏
よ
り
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。

（
7
）
　
長
谷
川
幸
延
「
冠
婚
葬
祭
」
（
『
大
衆
文
芸
』
六
月
号
、
一
九
四
一
）
一
三
二
頁

（
8
）
　
長
谷
川
幸
延
「
冠
婚
葬
祭
」
二
二
三
～
二
二
四
頁

（
9
）
　
「
大
阪
ど
根
性
ど
え
ら
い
奴
」
は
、
鈴
木
則
文
の
第
一
回
監
督
作
品
で
、
藤
田
ま
こ
と
主
演
。

　
　
二
〇
〇
七
年
九
月
に
D
V
D
化
さ
れ
た
。
脚
本
を
担
当
し
た
中
島
貞
夫
氏
に
、
奴
振
り
に
つ
い

　
　
て
お
尋
ね
し
た
と
こ
ろ
、
イ
メ
ー
ジ
作
り
の
た
め
公
益
社
の
重
役
に
来
て
も
ら
っ
て
聞
き
取
り

　

を
し
た
と
い
う
が
、
名
前
ま
で
は
覚
え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
当
時
は
、
脚
本
作
り

　
　
に
一
ヶ
月
、
撮
影
準
備
に
一
ヶ
月
、
撮
影
に
一
ヶ
月
と
い
う
ハ
ー
ド
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
た
め
、

　

仕
事
の
詳
細
に
つ
い
て
記
憶
に
残
っ
て
い
る
こ
と
は
少
な
い
が
、
こ
の
映
画
は
比
較
的
印
象
深

　
　
か
っ
た
と
い
う
。

（
1
0
）
　
小
島
勝
治
「
商
都
大
阪
の
葬
式
－
特
に
僧
の
行
列
に
就
い
て
ー
」
七
六
二
頁

（1
1
）
　
井
上
章
一
『
霊
枢
車
の
誕
生
』
　
一
三
二
頁

（
1
2
）
　
小
島
勝
治
「
商
都
大
阪
の
葬
式
ー
特
に
僧
の
行
列
に
就
い
て
ー
」
七
六
三
頁

（
1
3
）
　
こ
の
号
に
は
、
岩
井
藍
水
「
冠
婚
葬
祭
の
略
述
（
二
）
」
、
鷲
尾
正
久
「
西
宮
地
方
の
葬
祭
習

　
　
俗
」
、
宮
本
常
；
西
能
勢
地
方
の
葬
制
」
、
西
谷
勝
也
「
北
淡
路
の
葬
制
習
俗
」
、
岡
市
正
人
「
河

　
　
内
枚
方
附
近
と
撮
津
茨
木
附
近
の
葬
式
」
、
栗
山
一
夫
「
東
播
地
方
の
送
葬
習
俗
」
、
岸
田
定
雄

　
　
「
箒
持
考
（
北
大
和
）
」
、
中
西
祥
男
「
滋
賀
県
伊
香
立
村
の
葬
礼
習
俗
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。

（
1
4
）
　
遠
藤
章
弘
編
『
葬
祭
五
十
年
ー
株
式
会
社
公
益
社
の
あ
ゆ
み
ー
』
（
公
益
社
、
一
九
八
二
）

（
1
5
）
　
高
橋
繁
行
『
葬
祭
の
日
本
史
』
（
講
談
社
新
書
、
二
〇
〇
四
）

（
1
6
）
　
高
橋
繁
行
『
葬
祭
の
日
本
史
』
（
二
五
頁
）
。
そ
の
一
方
で
同
書
に
は
「
奴
葬
列
」
（
二
六
頁
）

　
　
と
い
う
表
現
が
み
ら
れ
、
ま
た
導
師
す
な
わ
ち
僧
侶
の
乗
物
（
駕
籠
の
こ
と
）
の
後
ろ
に
導
師
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の

た
め
の
持
ち
物
の
行
列
が
続
く
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
奴
行
列
は
含
ま
れ
て
い

　
　
な
い
（
三
七
頁
）
。
奴
行
列
は
、
主
人
の
前
に
位
置
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
同
書
で
は
そ
れ
は

　
　
僧
列
で
は
な
く
、
葬
列
と
し
て
理
解
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
小
島
の
い
う
「
僧
列
」
の
理
解
と

　
　
異
な
っ
て
い
る
。

（
1
7
）
　
和
田
謙
寿
『
葬
送
行
列
の
意
味
す
る
も
の
』
（
『
駒
澤
大
學
佛
教
學
部
論
集
』
第
一
六
號
、

　
　
一
九
八
五
）
で
は
、
北
海
道
か
ら
沖
縄
ま
で
の
葬
列
八
〇
数
例
と
韓
国
、
中
国
の
葬
列
を
比
較

　
　
検
討
し
て
い
る
。

（
1
8
）
　
拙
稿
「
奴
振
り
の
芸
態
」
（
『
民
族
藝
術
』
＜
o
ド
一
七
　
二
〇
〇
〇
）
一
六
一
頁

（
1
9
）
　
拙
稿
「
奴
振
り
の
芸
態
」
一
六
一
頁
、
お
よ
び
拙
編
著
『
岩
滝
の
大
祭
礼
ー
岩
滝
町
大
名
行

　
　
列
の
歴
史
と
現
況
ー
』
四
～
↓
七
頁
。

（
2
0
）
　
林
薫
一
「
「
御
三
家
」
の
格
式
と
そ
の
の
成
立
」
（
『
史
学
雑
誌
』
六
九
篇
十
二
号
、

　
　
一
九
六
〇
）

（
2
1
）
　
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
、
六
曲
一
双
、
重
要
文
化
財
。

（
2
2
）
　
狩
野
博
幸
ほ
か
『
時
代
屏
風
聚
花
続
篇
』
（
し
こ
う
し
ゃ
図
書
販
売
、
一
九
九
三
）
所
収
、

　
　
六
曲
一
双
。

（
2
3
）
　
ケ
ン
ペ
ル
著
、
斎
藤
信
訳
『
江
戸
参
府
旅
行
日
記
』
（
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九
七
七
）

（
2
4
）
　
板
谷
徹
「
弥
之
助
踊
考
ー
奴
踊
と
小
坊
主
と
ー
」
（
『
藝
能
史
研
究
』
五
六
号
、
一
九
七
七
）

（
2
5
）
　
こ
の
こ
と
は
、
二
〇
〇
六
年
一
月
十
三
日
、
藝
能
史
研
究
会
例
会
に
て
「
飽
き
ら
れ
た
大
名

　
　
行
列
－
津
八
幡
祭
礼
の
大
名
行
列
の
真
似
ー
」
と
題
し
て
口
頭
発
表
を
お
こ
な
っ
た
。
報
告
要

　
　
旨
は
『
藝
能
史
研
究
』
一
七
三
号
（
二
〇
〇
六
）
に
掲
載
し
て
い
る
。
な
お
、
津
八
幡
宮
祭
礼

　
　
絵
巻

（
ニ
ュ

ー
ヨ
ー
ク
本
）
は
、
二
〇
〇
四
年
秋
に
三
重
県
立
美
術
館
で
展
示
さ
れ
、
そ
の
全

　
　
貌

に
つ
い
て
は
『
ま
つ
り
・
祭
・
津
ま
つ
り
ー
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
か
ら
里
帰
り
「
津
八
幡
宮
祭
礼

　
　
絵
巻
」
ー
』
（
二
〇
〇
四
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
2
6
）
　
拙
稿
「
春
照
の
奴
振
り
」
（
伊
吹
町
教
育
委
員
会
編
『
滋
賀
県
選
択
無
形
民
俗
文
化
財
調
査

　
　
報
告
　
春
照
八
幡
神
社
の
太
鼓
踊
り
　
附
奴
振
り
』
春
照
太
鼓
踊
り
保
存
会
、
二
〇
〇
四
）
に
、

　
　
全
国
二
三
六
ヶ
所
の
奴
振
り
一
覧
を
掲
載
し
た
。
そ
れ
を
み
る
と
、
地
域
に
よ
っ
て
偏
在
し
て

　
　
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
ま
た
、
自
ら
北
海
道
で
奴
振
り
を
担
っ
た
工
藤
勝
美
氏
は
、
東
京

　
　
で
日
本
奴
行
列
研
究
会
を
発
足
さ
せ
、
理
事
長
と
し
て
情
報
収
集
と
普
及
啓
発
に
努
め
て
こ
ら

　
　
れ
た
が
、
氏
に
よ
れ
ば
奴
振
り
は
全
国
に
三
〇
〇
ヶ
所
以
上
あ
る
と
い
う
。

（
2
7
）
　
諏
訪
大
社
の
御
柱
祭
に
み
ら
れ
る
「
お
騎
馬
行
列
」
は
、
凱
旋
騎
馬
、
家
老
騎
馬
、
殿
様
騎

　
　
馬
の
四
組
が
あ
り
、
長
柄
傘
や
草
履
取
り
の
所
作
が
見
事
で
あ
る
。
塩
尻
市
の
小
野
神
社
の
御

　
　
柱
祭
と
高
遠
の
貴
船
神
社
の
春
祭
り
で
も
「
騎
馬
行
列
」
が
、
武
石
村
の
子
檀
嶺
神
社
の
御
柱

　
　
祭
と
上
田
市
の
生
島
足
島
神
社
の
御
柱
祭
で
は
「
大
名
ね
り
」
が
、
飯
田
の
お
練
り
ま
つ
り
で

　
　
は
「
大
名
行
列
」
が
で
る
。
御
柱
祭
の
影
響
と
、
名
称
の
関
係
が
興
味
深
い
。

（
2
8
）
金
沢
の
市
街
地
よ
り
北
西
方
向
の
郊
外
で
、
秋
祭
り
に
奴
振
り
が
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら

　
　
の

な
か
で
も
、
赤
っ
つ
ら
の
化
粧
が
印
象
的
な
粟
崎
の
奴
と
、
五
郎
島
の
子
供
奴
が
、
百
万
石

　
　
ま
つ
り
に
出
演
す
る
。
『
内
灘
町
史
』
（
内
灘
町
、
一
九
八
二
）
に
は
、
内
灘
町
の
い
く
つ
か
の

　
　
神
社
で
奉
納
さ
れ
る
奴
振
り
が
、
明
治
に
な
っ
て
粟
崎
を
基
点
に
伝
播
し
、
広
ま
っ
た
過
程
が

　
　
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
能
登
半
島
に
は
珠
洲
市
お
よ
び
門
前
町
に
奴
振
り
が
み
ら
れ
る
。

（
2
9
）
島
田
の
帯
祭
に
は
、
刀
の
柄
に
絢
燗
豪
華
な
帯
を
か
け
、
傘
を
広
げ
て
歩
く
「
大
奴
」
が
登

　
　
場
す
る
一
方
で
、
毛
槍
、
立
傘
、
台
笠
の
奴
も
で
る
。
島
田
市
の
近
く
で
は
大
井
川
町
、
掛
川

　
　
市
で
奴
振
り
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
吉
田
町
に
は
「
出
奴
」
「
入
奴
」
が
あ
り
、
南
伊
豆
町
に

　
　
も
「
槍
振
り
」
が
あ
る
。
箱
根
の
「
大
名
行
列
」
は
、
昭
和
一
〇
年
（
一
九
三
五
）
の
温
泉
博

　
　
覧
会
で
小
田
原
藩
の
行
列
を
模
し
た
始
ま
っ
た
。
富
士
山
の
北
側
、
山
梨
県
に
も
都
留
市
、
上

　
　
九
一
色
村
で
奴
振
り
が
あ
る
。

（
3
0
）
　
西
尾
市
、
刈
谷
市
、
知
立
市
で
奴
振
り
が
あ
る
。
ま
た
、
知
多
半
島
の
南
端
、
南
知
多
町
師

　
　
崎
と
そ
の
先
に
浮
か
ぶ
篠
島
に
も
「
大
名
行
列
」
が
あ
る
。

（
3
1
）
　
湖
東
で
は
米
原
市
に
「
公
家
奴
」
「
武
家
奴
」
「
蹴
り
奴
」
が
あ
る
ほ
か
筑
摩
神
社
の
鍋
冠
祭

　
　
に
も
挟
箱
だ
け
の
奴
振
り
が
あ
り
、
伊
吹
山
麓
の
春
照
八
幡
神
社
に
も
奴
振
り
が
あ
る
。
ま
た
、

　
　
多
賀
町
の
多
賀
大
社
で
は
四
月
二
十
二
日
の
古
例
大
祭
に
奴
振
り
が
出
る
。
湖
西
で
は
高
島
市

　
　
の
七
川
祭
で
は
「
的
練
り
奴
」
「
樽
振
り
奴
」
が
卑
狼
か
つ
風
刺
の
き
い
た
口
上
で
練
り
歩
く
。

　
　
甲
賀
地
域
で
は
甲
賀
市
の
油
日
祭
で
は
五
年
に
ご
と
に
奴
振
り
が
で
る
。
「
花
奴
」
の
ほ
か
に
「
長

　
　
持
ち
奴
」
が
で
る
こ
と
が
特
徴
。
ま
た
、
油
日
か
ら
山
を
ひ
と
つ
越
え
た
三
重
県
伊
賀
市
で
は
、

　
　
上
野
天
神
祭
に
奴
振
り
が
で
る
。
こ
の
ほ
か
、
湖
北
の
西
浅
井
町
集
福
寺
に
も
奴
振
り
が
み
ら

　
　
れ
る
。
『
滋
賀
県
の
民
俗
芸
能
－
滋
賀
県
民
俗
芸
能
緊
急
調
査
報
告
書
1
』
（
滋
賀
県
教
育
委
員

　
　
会
、
一
九
九
八
）
、
拙
稿
「
春
照
の
奴
振
り
」
、
拙
稿
「
油
日
の
奴
振
の
特
徴
」
（
『
平
成
1
8
年
度

　
　
油
日
神
社
奴
振
映
像
記
録
保
存
事
業
滋
賀
県
選
択
無
形
民
俗
文
化
財
油
日
神
社
の
奴
振
』
D

　
　
V
D
の
解
説
書
、
甲
賀
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
七
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
3
2
）
　
大
江
町
に
「
練
り
込
み
」
と
称
す
る
奴
振
り
が
数
ヶ
所
あ
り
、
こ
れ
が
舞
鶴
市
大
森
神
社
の

　
　
大
名
行
列
に
伝
播
し
た
。
ま
た
、
与
謝
野
町
岩
滝
で
も
大
名
行
列
が
つ
た
わ
る
。
『
京
都
府
の

　
　
民
俗
芸
能
ー
京
都
府
民
俗
芸
能
緊
急
調
査
報
告
書
ー
』
（
京
都
府
教
育
委
員
貝
会
、
二
〇
〇
〇
）
、

　
　
拙
編
著
『
岩
滝
の
大
祭
礼
ー
岩
滝
町
大
名
行
列
の
歴
史
と
現
況
ー
』
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（3
3
）
　
「
奴
」
「
道
中
奴
」
「
投
げ
奴
」
「
練
り
奴
」
「
奴
振
り
」
「
奴
行
列
」
「
大
名
行
列
」
な
ど
の
名

　
　
称
で
み
ら
れ
る
。
『
香
川
県
の
民
俗
芸
能
ー
香
川
県
民
俗
芸
能
緊
急
調
査
報
告
書
1
』
（
瀬
戸
内

　
　
海
歴
史
民
俗
資
料
館
、
一
九
九
八
）
、
『
愛
媛
県
の
民
俗
芸
能
－
愛
媛
県
民
俗
芸
能
緊
急
調
査
報

　
　
告
書
ー
』
（
愛
媛
県
教
育
委
員
会
、
一
九
九
九
、
）
、
『
徳
島
県
の
民
俗
芸
能
ー
徳
島
県
民
俗
芸
能

　
　
緊
急
調
査
報
告
書
ー
』
（
徳
島
県
教
育
委
員
会
、
一
九
九
八
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
4
）
　
佐
賀
県
の
奴
振
り
は
、
「
行
列
浮
立
」
と
呼
ば
れ
、
金
子
信
二
「
行
列
浮
立
考
」
（
『
佐
賀
民

　

俗
学
』
一
七
号
、
一
九
九
八
）
に
よ
っ
て
悉
皆
的
に
調
査
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
熊

　

本
県
八
代
市
の
妙
見
祭
で
は
挟
箱
の
奴
行
列
が
で
る
。
「
花
奴
」
と
呼
ば
れ
る
こ
の
奴
振
り
は
、

229
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高
子
原
村
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
、
蓑
田
田
鶴
男
「
八
代
高
子
原
村
花
奴
組
の
成
熟
（
前

　

篇
）
（
後
篇
）
」
（
『
熊
本
史
学
』
一
七
号
、
一
九
五
九
、
一
八
号
、
一
九
六
〇
）
に
詳
し
い
ほ
か
、

　
　
八
代
市
立
博
物
館
未
来
の
森
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
編
・
発
行
『
妙
見
祭
民
俗
調
査
報
告
書
』

　
　
（
一
九
九
六
）
に
詳
し
い
。
ま
た
、
八
代
海
を
挟
ん
だ
対
岸
の
天
草
諸
島
に
は
、
「
鳥
毛
行
列
」

　
　
な
ど
と
呼
ば
れ
る
、
主
に
槍
振
り
の
奴
振
り
が
あ
る
。
八
代
の
花
奴
は
、
門
外
不
出
、
と
く
に

　
　
天
草
に
は
教
え
な
い
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
お
も
し
ろ
い
。
九
州
で
は
、
大
分
県
に
も
数

　

箇
所
、
奴
振
り
が
確
認
さ
れ
る
。

（
3
5
）
　
拙
稿
「
豊
満
神
社
の
祭
礼
行
列
」
（
『
近
江
愛
知
川
町
の
歴
史
』
第
四
巻
ビ
ジ
ュ
ア
ル
資
料

　

編
・
分
冊
三
、
滋
賀
県
愛
荘
町
、
二
〇
〇
七
、
＝
二
～
一
一
七
頁
）
に
、
写
真
掲
載
さ
れ
て

　
　
い
る
。

（
3
6
）
　
『
続
東
円
堂
誌
』
（
東
円
堂
公
民
館
、
二
〇
〇
一
）
＝
二
四
～
一
三
五
頁

（
3
7
）
　
『
続
東
円
堂
誌
』
二
二
四
～
二
二
五
頁
。
な
お
信
光
寺
で
は
現
在
、
こ
れ
ら
の
古
文
書
の
閲

　

覧
が
可
能
な
状
態
に
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
原
本
の
確
認
は
で
き
な
か
っ
た
。

（
3
8
）
　
以
下
、
等
覚
寺
文
書
よ
り
引
用
。

（
3
9
）
　
今
本
暁
「
地
図
資
料
か
ら
み
た
愛
知
川
」
（
『
近
江
愛
知
川
町
の
歴
史
』
第
四
巻
ビ
ジ
ュ
ア

　
　
ル
資
料
編
・
分
冊
三
、
滋
賀
県
愛
荘
町
、
二
〇
〇
七
）
一
五
二
～
一
五
四
頁
に
、
写
真
掲
載
さ

　
　
れ
て
い
る
。

（
4
0
）
　
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
一
〇
月
一
〇
日
の
葬
儀
は
、
和
宮
様
の
入
御
の
た
め
身
葬
の
み
お

　

　
こ
な
い
、
翌
十
一
日
夜
に
剃
刀
、
十
二
日
夜
に
密
葬
、
本
葬
は
宮
様
御
通
行
後
に
と
り
お
こ

　
　
な
っ
た
。

（
4
1
）
　
拙
稿
「
長
沢
の
奴
振
り
」
（
『
滋
賀
県
の
民
俗
芸
能
－
滋
賀
県
民
俗
芸
能
緊
急
調
査
報
告
書
ー
』
）

　
　
二
二
七
～
二
二
九
頁

（
4
2
）
　
拙
稿
「
能
登
背
の
奴
振
り
」
（
『
滋
賀
県
の
民
俗
芸
能
ー
滋
賀
県
民
俗
芸
能
緊
急
調
査
報
告

　
　
書
ー
』
）
二
四
二
～
二
四
三
頁

（
4
3
）
　
篠
崎
昌
美
『
浪
華
夜
ぱ
な
し
ー
大
阪
文
化
の
足
あ
と
ー
』
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
五
四
）

　
　
二
四
頁

（
4
4
）
　
大
阪
毎
日
新
聞
　
明
治
四
四
年
十
一
月
一
九
日
付

（
4
5
）
大
阪
毎
日
新
聞
が
川
上
の
葬
儀
に
関
し
て
、
僧
列
の
個
所
以
外
に
大
き
な
文
字
で
強
調
し
た

　
　
の
は
、
次
の
通
り
。
「
貞
奴
は
長
い
瞼
毛
に
露
の
や
う
な
涙
を
宿
し
て
」
「
（
弟
子
た
ち
は
）
青

　
　
白
い
顔
を
し
て
淋
さ
う
に
彷
復
」
「
お
花
（
献
花
の
花
車
）
が
二
百
三
十
五
（
台
）
よ
」
「
貞
奴

　
　
を
見
の
が
す
ま
い
」
「
群
集
の
凄
じ
か
つ
た
の
は
一
心
寺
前
」
「
お
伽
倶
樂
部
の
三
人
の
學
生
が

　
　
寵
前
に
立
つ
て
弔
文
を
讃
み
上
ぐ
る
」
「
二
名
の
看
護
婦
に
擁
せ
ら
れ
た
貞
奴
」
「
（
貞
奴
が
）

　
　
顔
色
サ
ッ
と
蒼
白
く
憂
じ
て
其
場
に
卒
倒
」

（
4
6
）
　
高
橋
繁
行
に
よ
る
と
、
そ
の
距
離
は
約
二
・
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
の
長
さ

　
　
の
葬
列
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
（
『
葬
祭
の
日
本
史
』
一
七
頁
）

（
4
7
）
　
比
経
啓
助
「
明
治
時
代
の
葬
列
と
そ
の
社
会
的
象
徴
性
」
（
『
日
本
大
学
芸
術
学
部
紀
要
』

　
　
二
〇
〇
四
）

（4
8
）
　
高
橋
繁
行
『
葬
祭
の
日
本
史
』
（
三
七
頁
）
に
よ
れ
ば
、
大
阪
で
は
、
明
治
一
八
年
（
一
八
八
五
）

　
　
に
五
代
友
厚
の
葬
儀
が
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
自
宅
か
ら
斎
場
ま
で
の
一
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に

　
　
及
ぶ
葬
列
が
あ
っ
た
と
い
う
が
、
奴
が
加
わ
っ
た
か
ど
う
か
は
判
然
と
し
な
い
と
い
う
。
ま
た
、

　
　
此
経
啓
助
『
明
治
人
の
お
葬
式
』
（
現
代
書
館
、
二
〇
〇
一
）
で
は
、
川
上
音
二
郎
を
含
め

　
　
二
六
名
の
葬
式
に
つ
い
て
当
時
の
新
聞
記
事
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
奴
振
り
行
列
に
つ
い
て
の

　
　
記
録
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。

（
4
9
）
　
近
世
の
大
坂
に
お
け
る
葬
具
貸
物
業
者
等
に
つ
い
て
は
木
下
光
生
「
近
世
大
坂
に
お
け
る
墓

　
　
所
聖
と
葬
送
・
諸
死
体
処
理
」
（
細
川
涼
一
編
『
三
昧
聖
の
研
究
』
碩
文
社
、
二
〇
〇
一
）
が
、

　
　
明
治
期
の
東
京
に
お
け
る
葬
儀
請
負
業
の
発
生
に
つ
い
て
は
、
村
上
興
匡
『
近
代
葬
祭
業
の
成

　
　
立
と
葬
儀
慣
習
の
変
遷
』
（
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
九
一
集
、
二
〇
〇
一
）
が

　
　
詳
し
い
。

（
5
0
）
　
小
島
勝
治
「
商
都
大
阪
の
葬
式
ー
特
に
僧
の
行
列
に
就
い
て
ー
」

（
5
1
）
　
鈴
木
勇
太
郎
『
回
顧
録
』
一
～
五
頁

（
5
2
）
　
木
下
光
生
は
「
近
世
大
坂
に
お
け
る
墓
所
聖
と
葬
送
・
諸
死
体
処
理
」
に
お
い
て
、
一
八
世

　
　
紀
初
頭
に
は
葬
礼
道
具
を
扱
う
同
業
者
組
織
と
し
て
乗
物
屋
中
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
一
八
世

　
　
紀
後
半
以
降
の
貸
色
屋
・
乗
物
屋
に
つ
な
が
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
彼
ら
は
墓
所
聖
へ
の
謝

　
　
礼
を
立
て
替
え
る
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
、
墓
所
へ
送
り
捨
て
と
な
っ
た
葬
礼
道
具
の
取
り
扱

　
　
い
を
め
ぐ
っ
て
対
立
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
す
る
。

（
5
3
）
　
鈴
木
勇
太
郎
『
回
顧
録
』
四
～
六
頁

（
M
）
　
鈴
木
勇
太
郎
『
回
顧
録
』
五
一
頁

（
5
5
）
　
村
上
興
匡
『
近
代
葬
祭
業
の
成
立
と
葬
儀
慣
習
の
変
遷
』
（
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報

　
　
告
』
第
九
一
集
、
二
〇
〇
一
）

（
5
6
）
　
津
田
慶
一
氏
へ
の
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
。

（
5
7
）
　
津
田
慶
一
氏
に
よ
れ
ば
、
島
之
内
で
唯
一
、
大
丸
心
斎
橋
店
の
横
の
清
水
湯
か
ら
南
へ
流
れ

　
　
る
水
脈
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
今
で
も
清
水
湯
の
水
風
呂
は
地
下
水
を
使
っ
て
い
る
と
い
う
。

（
5
8
）
　
北
川
央
に
よ
る
と
、
一
般
に
大
阪
の
水
は
塩
気
を
含
ん
で
い
る
ら
し
く
、
す
で
に
近
世
か
ら

　
　
水
屋
が
存
在
し
て
い
た
ら
し
い
。
北
川
央
「
お
お
さ
か
図
像
学
一
近
世
の
庶
民
生
活
ー
②
水
の

　
　
都
・
大
坂
」
（
産
経
新
聞
　
二
〇
〇
三
年
八
月
八
日
付
、
の
ち
北
川
央
編
著
『
お
お
さ
か
図
像

　
　
学
ー
近
世
の
庶
民
生
活
ー
』
東
方
出
版
、
二
〇
〇
五
年
に
再
録
）

（
5
9
）
　
津
田
慶
一
氏
へ
の
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
に
よ
る
。
ま
た
、
梅
八
の
小
畑
修
は
、
明
治
時
代

　
　
の
棒
頭
に
つ
い
て
「
寺
人
足
を
世
話
す
る
店
の
こ
と
」
と
述
べ
て
い
る
（
「
座
談
会
ー
長
老
諸

　
　
氏

に
聞
く
　
奴
の
行
列
か
ら
霊
枢
車
の
時
代
へ
」
『
戦
前
の
浪
華
の
葬
祭
－
奴
の
行
列
か
ら
霊

　
　
枢
車
の
時
代
へ
ー
』
大
阪
市
規
格
葬
儀
指
定
店
事
業
協
同
組
合
・
大
阪
市
規
格
葬
儀
取
扱
指
定
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店
組
合
、
一
九
入
二
、
三
四
頁
）
。
小
畑
が
梅
八
で
あ
る
こ
と
は
、
出
席
者
紹
介
（
同
書
四
頁
）

　
　

に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
梅
八
は
、
鈴
木
勇
太
郎
『
回
顧
録
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
大
阪
葬
儀

　
　

同
盟
組
合
の
役
員
一
覧
（
一
九
三
三
）
に
見
え
る
「
梅
入
／
小
畑
清
治
郎
」
の
縁
者
で
あ
ろ
う
。

（
6
0
）
　
津
田
慶
一
氏
へ
の
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
に
よ
る
。
た
だ
し
、
梅
八
の
小
畑
修
は
、
天
神
さ

　
　
ん

は
籠
友
、
御
霊
神
社
は
水
久
、
難
波
神
社
は
阿
波
弥
、
生
国
魂
神
社
は
白
木
屋
、
南
で

　
　
三
六
ヶ

寺
を
得
意
先
に
持
っ
て
い
た
に
大
久
と
あ
り
、
若
干
の
相
違
が
み
ら
れ
る
（
「
座
談
会

　
　
ー
長
老
諸
氏
に
聞
く
　
奴
の
行
列
か
ら
霊
枢
車
の
時
代
へ
」
三
五
頁
）
。

（
6
1
）
　
津
田
慶
一
氏
へ
の
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
。

（
6
2
）
　
小
島
勝
治
「
商
都
大
阪
の
葬
式
ー
特
に
僧
の
行
列
に
就
い
て
ー
」

（
6
3
）
　
南
木
生
「
五
十
年
前
の
千
日
前
」
（
『
郷
土
研
究
　
上
方
』
千
日
前
今
昔
號
、
一
九
三
一
）

（
6
4
）
　
高
橋
好
劇
手
記
・
上
田
長
太
郎
輔
綴
「
千
日
前
覚
え
帳
」
（
『
郷
土
研
究
　
上
方
』
千
日
前
今

　
　

昔
號
、
一
九
三
こ

（
6
5
）
　
津
田
慶
一
氏
所
蔵
フ
ィ
ル
ム
。
撮
影
年
月
日
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
が
、
フ
ィ
ル
ム
の
後
半

　
　

に
ご
子
息
が
ご
幼
少
の
様
子
が
撮
影
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
根
拠
に
撮
影
年
が
明
ら
か
に
な
つ

　
　
た
。

（
6
6
）
　
津
田
慶
一
氏
へ
の
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
。
特
に
、
卸
業
者
が
建
ち
並
ぶ
久
宝
寺
町
で
は
、

　
　
ほ

ぼ
一
軒
ず
つ
ご
祝
儀
を
も
ら
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
8
ミ
リ
フ
ィ
ル
ム
の
映
像
で
橋
の
上
を

　
　
通

る
と
き
に
は
所
作
が
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
風
が
あ
る
こ
と
と
、
ご
祝
儀
が
も
ら
え
な

　
　
い
こ
と
の
二
点
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
。

（
6
7
）
　
津
田
慶
一
氏
所
蔵
の
行
列
次
第
書
「
三
十
八
年
度
熊
野
大
神
宮
渡
御
」
よ
り
。
と
こ
ろ
ど

　
　
こ
ろ
朱
書
き
が
あ
り
、
奴
振
り
の
部
分
に
つ
い
て
は
『
』
で
く
く
ら
れ
て
い
た
。
津
田
喜
三

　
　
郎
氏
が
使
用
し
た
書
類
で
あ
る
。

（
6
8
）
　
津
田
慶
　
氏
へ
の
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
。

（
6
9
）
　
「
座
談
会
ー
長
老
諸
氏
に
聞
く
　
奴
の
行
列
か
ら
霊
枢
車
の
時
代
へ
」
三
〇
～
三
四
頁
。
寺

　
　
井
尚
孝
は
奴
の
経
験
者
ら
し
く
、
座
談
会
で
長
柄
持
の
実
演
を
披
露
し
て
い
る
。
寺
井
が
花
重

　
　
で
あ
る
こ
と
は
、
出
席
者
紹
介
（
同
書
四
頁
）
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
花
重
は
、
鈴
木
勇
太

　
　
郎

『回
顧
録
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
大
阪
葬
儀
同
盟
組
合
の
役
員
一
覧
（
一
九
三
三
）
、
『
葬
祭

　
　
五
十
年
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
大
阪
市
規
格
葬
儀
取
扱
店
名
簿
（
一
九
四
九
）
に
見
え
る
「
花
重

　
　
／
寺
井
重
孝
」
の
縁
者
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
察
さ
れ
る
。

（
7
0
）
　
津
田
慶
一
氏
所
蔵
の
行
列
次
第
書
「
三
十
八
年
度
天
満
宮
渡
御
」
よ
り
。
こ
れ
も
、
「
三
十
八

　
　
年
度
熊
野
大
神
宮
渡
御
」
と
同
じ
く
、
津
田
喜
三
郎
氏
が
使
用
し
た
書
類
で
あ
る
。

（
7
1
）
　
鈴
木
勇
太
郎
『
回
顧
録
』
、
井
上
章
一
『
霊
枢
車
の
誕
生
』
。
井
上
は
、
実
際
に
は
東
京
の
ほ

　
　
う
が
早
く
霊
枢
車
が
走
っ
て
い
た
が
、
鈴
木
勇
太
郎
は
他
府
県
に
先
ん
じ
て
霊
枢
車
を
取
り
入

　
　
れ
た
と
い
う
自
負
を
も
っ
て
い
た
、
と
し
て
い
る
。

（
7
2
）
　
当
初
二
ヶ
月
ほ
ど
は
、
東
区
内
淡
路
町
二
丁
目
に
あ
っ
た
。

　　　　7978
）　　）

　　　　　　　　　　　　　
77　76　75　74　73
）　　）　　）　　）　　）

遠
藤
章
弘
編
『
葬
祭
五
十
年
ー
株
式
会
社
公
益
社
の
あ
ゆ
み
ー
』
二
六
～
三
七
頁

遠
藤
章
弘
編
『
葬
祭
五
十
年
－
株
式
会
社
公
益
社
の
あ
ゆ
み
ー
』
　
一
一
七
頁

津
田
慶
一
氏
へ
の
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
。

遠
藤
章
弘
編
『
葬
祭
五
十
年
－
株
式
会
社
公
益
社
の
あ
ゆ
み
ー
』
二
〇
七
～
二
一
一
頁

大
阪
供
奴
保
存
会
の
会
員
は
、
現
在
九
名
で
あ
る
。

津
田
慶
一
氏
へ
の
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
。

「座
談
会
ー
長
老
諸
氏
に
聞
く
　
奴
の
行
列
か
ら
霊
枢
車
の
時
代
へ
」
三
〇
頁

［付
記
］
　
本
稿
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
共
同
研
究
「
宗
教
者
の
身
体
と
社
会
」
（
二
〇
〇
五

　

年
一
月
二
四
日
）
に
お
い
て
中
間
報
告
を
お
こ
な
い
、
出
席
者
よ
り
貴
重
な
ご
助
言
を
い
た
だ

　
　
い
た
。
そ
の
ほ
か
、
日
本
民
俗
学
会
第
五
五
回
年
会
（
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
五
日
）
に
お
い
て

　

も
一
部
を
ロ
頭
発
表
し
山
田
慎
也
氏
よ
り
ご
助
言
を
戴
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
鈴
木
勇
太
郎
の

　
　
『
回
顧
録
』
は
、
高
橋
繁
行
氏
よ
り
ご
提
供
い
た
だ
き
、
ご
助
言
を
い
た
だ
い
た
。
あ
わ
せ
て
、

　

度
重
な
る
聞
き
取
り
調
査
に
応
じ
て
く
れ
た
大
阪
供
奴
保
存
会
の
代
表
に
し
て
平
久
の
津
田
慶

　
　
↓
氏
、
貴
重
な
史
料
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
了
解
い
た
だ
い
た
等
覚
寺
の
藤
宮
蕗
・

　

修
子
御
夫
妻
に
は
、
こ
こ
で
謝
意
を
表
し
た
い
。

（愛
知
川
町
教
育
委
員
会
町
史
編
纂
室
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

　
　
　

（二
〇
〇
七
年
九
月
十
四
日
受
理
、
二
〇
〇
八
年
二
月
二
十
八
日
審
査
終
了
）
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大阪の葬祭業者一覧

No，
分

類
屋号（のち改名） 所在地

明治16年
（1883）

明治24年
（1891）

明治31年
（1898）

大正3年
（1914）

大正11年
（1922）

昭和3年
（1928）

昭和8年
（1933）

昭和24年
（1949）

昭和37年
（1962）

1 駕友 天満（北区末広町） 駕人足業・

葬具貸物業

鈴木勇太郎 鈴木勇太郎 鈴木勇太郎 鈴木勇太郎 鈴木勇太郎 鈴木勇太郎 鈴木而良

2 駕市 赤浦 駕人足業・

葬具貸物業

富永市蔵 永富市蔵 富永宇一 見附孫次郎

3 駕市支 北区 見附ツル

4 駕文 三軒屋（北区松ヶ枝町） 川崎文治郎 伊東辰之助

5 駕平 富島（西区本田町〉 志賀平右衛門 志賀平右衛門 志賀清吉 志賀清吉

6 駕春 高津（南区島之内〉 原春太郎

7 駕辰 天王寺 松本辰之助 松本辰之助

8 駕米 今井米次郎

駕権 大原徳造 大原吾一

駕音 柏野音吉

駕源 西区 山内治儀郎 山内治儀郎

駕嘉／大嘉 南区南桃谷町 柳本幸吉 柳本幸吉 柳本利一 柳本利一

駕三 増田儀三郎 増田儀三郎 増田儀三郎

駕豊／木田號 福井豊造 福井豊蔵

駕豊 東成区 丸谷豊 丸谷豊

駕熊 福井直三郎

駕仙 安藤仙治郎 石山清吉

駕岩 北風安太郎

駕浅 嶋澄又吉

駕浅 藤澤弥三郎 藤澤弥三郎

駕浅 生野区猪飼野西3丁目 大東浅次郎 大東富男

駕清 森本喜助 森本梅太郎

駕鹿 西谷鹿蔵

駕定 桑名定吉 桑名定吉

駕駒 谷野駒吉

駕喜 加藤五郎

駕利 太田儀之助

駕竹 宮本保治郎

駕竹 阪東季一郎

駕慶 槙野弥太郎

駕長 西本長松

駕甚 安田吉蔵

駕富 奥野庄三郎

駕 駕新 南区 木下新三郎

駕徳 西成区 佐原徳治郎

駕房／東淀川葬祭十三営

業所

東淀川区十三東之町3丁目 保住房太郎 保住房太郎 保住房太郎

駕仙 港区 山里仙太郎

9
1
0
H
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
別
2
5
％
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
　
3
7
銘
鵠
　
ω
4
1
4
2
娼
μ
4
5
4
6
4
7
4
8
4
9
5
0
5
1
5
2
5
3
誕
5
5
5
6
5
7
路
5
9
6
0
6
1
6
2
6
3
閲
6
5
6
6
6
7

駕留 大久保留吉

駕政／東淀川葬祭淡路営

業所

東淀川区国次町 辻田政太郎 辻田政太郎

駕常 松阪恒吉

駕六 北区 六車喜太郎

駕寅 北区 川崎市松

駕常 北区 米谷常太郎

駕勝 北区 吉川勝太郎

駕勘 北区 田淵熊太郎

駕重 北区 山口菊次郎

駕徳 北区 福本徳次郎

駕嘉 北区 甲島嘉一

駕安 北区 越野安吉

駕春 北区 越野俊

駕熊 北区 木村長三郎

駕幸 北区 水島幸太郎

駕廣 北区 廣尾廣吉

駕安 北区 田中安治郎

駕利 東淀川区 石川良太郎

駕徳支 東淀川区 徳永藤蔵

駕熊 東淀川区 尾西光之助

駕房支 東淀川区 保住スガ

駕庄 東淀川区 田中庄吉 田中庄吉

駕政支 東淀川区 辻田平七

駕音 東淀川区 上田音吉

駕喜 東淀川区 弓崎徳松

駕庄支 東淀川区 藤田甚太郎

駕定 旭区 池田定吉

駕徳 旭区 徳永辰次郎

駕徳支 旭区 橋詰儀三郎

駕留支 旭区 大久保留吉
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［祭りと葬式を行き交う身体］……福持昌之

No．
分
類

屋号（のち改名） 所在地
明治16年
（1883）

明治24年
（1891）

明治31年
（1898）

大正3年
（1914）

大正11年
（1922）

昭和3年
（1928）

昭和8年
（1933）

昭和24年
（1949）

昭和37年
（1962）

68 駕作 旭区 中元與作
69 駕孝 旭区 桑名孝太郎 桑名孝太郎
70 駕惣／駕吉葬儀社 旭区（城東区白山町3丁目） 赤沢惣七 白山正直
71 駕増 都島区野江西ノ町3丁目 増永高
72 駕北 都島区都島本通3丁目 北田清
73 駕長 福島区海老江下2丁目 橋本こま
74 駕政 福島区今開町1丁目 上野精一
75 駕三／天葬 天王寺区大道1丁目 村上友太郎 村上友太郎
76 駕春 天王寺区勝山通1丁目 山本寿三郎
77 駕貞 天王寺区 沢田庄次郎
78 水駒／駕駒 南区東平野町1丁目 水野駒三郎 水野駒三郎
79 駕重 南区東賑町 瀬戸川大治郎 瀬戸川大治郎

80 駕重 西淀川区佃町 石原一雄
81 駕庄 東淀川区塚本町5丁目 田中庄吉
82 駕友 東成区片江町3丁目 貝本実 貝本実

駕菊 東成区大今里町本町2丁目 奥江タカ

駕音／今里駕音大■営業
所

東成区大今里北ノ町3丁目 山口末広 山口末広

駕 株式会社駕音葬儀社 東成区 山口■太

駕勘 東成区深江中5丁目 浅川春吉 浅川春吉

駕三 東成区片江町3丁目 沢野キシ 北村房■

駕松 東成区北中本町2丁目 平尾松治郎

駕音／駕本葬祭 生野区大瀬町2丁目 貝本己弥男 貝本己弥男

駕竹 生野区猪飼野中1丁目 上辻サト

敬弔社本社／駕清号 生野区南生野町3丁目 久世栄太郎 久世栄太郎

駕伊／山本葬儀社 生野区新今里町6丁目 山本伊之吉 山本伊之吉

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

駕由 生野区猪飼野中6丁目 松枝秀一 松枝秀一

駕昭 生野区猪飼野東10丁目 浅川マスエ

駕秀 生野区大友町2丁目 宮崎ヨシエ 宮崎辰雄

駕市 生野区南生野町1丁目 山田市松

駕栄 旭区赤川町4丁目 坊谷栄次郎

駕吉 城東区南中浜町3丁目 花岡義一

駕ショ 阿倍野区共立通2丁目 松下アサエ
駕善 住吉区粉浜西之町3丁目 村井善次郎

駕源 東住吉区田辺東之町 磯野源太郎 磯野源太郎
駕鶴 東住吉区田辺西之町4丁目 安田保太郎

駕徳 東住吉区湯里町 山本主計
104

輿
輿萬 玉造（東区・天王寺区） 大阪葬具

（株）傘下

鈴木伊兵衛 鈴木伊兵衛 鈴木伊兵衛

乗虎 骨屋町 葬具貸物業105

106

107

乗
乗音 内久宝寺町（東区→中央

区）

葬具貸物業 木谷音吉

乗仁 六万体町（天王寺区） 吉川仁平 吉川徳治郎 吉川徳治郎

花直 此花町（北区東天満） 橋本長三郎 橋本長三郎

花直 橋本竹三郎

花豊 梅本町（西区川口・本田） 福田松之助 福田松之助 福田松之助

花卯 日本四（浪速区日本橋筋） 竹中末吉 竹中末吉

花松 松田松吉 松田松吉 松田太一

花米 真継米太郎

花末 北野末次郎 北野末治郎

花千代 小高千代松

花喜 高島喜三郎

花市 田中芳松

花亀 大善亀吉

花友 都島区東野田町3丁目 中井源治郎 中井源治郎

花石 古川石太郎

花亀 北区 羽田亀吉

花 花直 北区 橋本安治郎

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

花富 北区 橋本富市

花伝 北区 新田竹蔵

花吉 北区 吉川末治郎

花田 北区 田中恵深

花源 北区 黒澤源治郎

花卯 北区 藤山卯之助

花保 北区 小西保逸

花徳 北区 阪口徳治郎

花重 北区天神橋筋2丁目 寺井重孝 寺井重孝

花幸 北区 廣田幸次郎

花甚 北区 森井甚一郎
花菊 東淀川区 西方イト

花寅 東淀川区 野口寅吉

花福 東淀川区 福田治三郎

花藤 東淀川区 北口藤次郎
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No．
分
類

屋号（のち改名） 所在地
明治16年
（1883）

明治24年
（1891）

明治31年
（1898）

大正3年
（1914）

大正11年
（1922）

昭和3年
（1928）

昭和8年
（1933）

昭和24年
（1949）

昭和37年
（1962）

138 花友支 旭区 石橋駒次郎

139 花福／花福葬儀社 旭区（城東区鴫野町） 川端三蔵 川端福太郎

140 花源 旭区 吉岡源次郎

141 花源支 旭区 吉岡ヨシ

142 花清 旭区 能生清一

143 花寅 旭区 古林寅太郎

144 花 花佐 城東区関目3丁目 辻本佐太郎

145 花甚 西区本田町 田中甚九郎

146 花丹 港区市岡元町 丹後藤太郎

147 花岩 大正区北泉尾町 赤尾岩次郎

148 花吉 浪速区芦原町 川本熊太郎

149 花浅 西淀川区野里町 大森武敏

150 放 花卯／駕卯 旭区（阿倍野区北田辺町） 中川卯之助 中川卯之助

151 水卯 松島 出野亀蔵 出野亀蔵

152 水熊 玉造（東区・天王寺区） 真弓米吉 真弓米吉 真弓米吉

153 共栄組／水勝 今井竹松 今井竹松

水作 東区内久宝寺町2丁目（中
央区〉

玉木作治郎 玉木作治郎 玉木武男 玉木武男

水留 岸田留吉

水友 樋口政吉 樋口政吉

水 水久 石川久三郎

154

155

156

157

158

159

160

161

東水寅 山田音吉

水菊／水菊号 南区内安堂寺通2丁目（中
央区）

河尻元次郎 川尻元次郎

中道元町水熊／水熊 東成区中道元町2丁目（中
央区）

住田精治 住田精治

東水熊葬祭／東水熊 東成区西今里町4丁目（中
央区）

住田隆治 住田隆治

八百清 靱（東区→中央区本靱町） 葬具貸物業 松岡清一162

163

164

八百 八百清 阿波座（西区） 松岡清兵衛

八百松 長尾松之助

大為 長柄（北区天満1丁目） 駕人足業・

葬具貸物業

藤井元治郎 藤井元治郎 藤井元治郎

天満屋 江戸堀（西区） 駕人足業・

葬具貸物業

八木弁之助

住吉屋 千代崎橋（西区） 葬具貸物業

山田谷 本田（西区） 葬具貸物業 南喜三郎 南利一

初代　丸常 北新地 葬具貸物業 池田文吉 池田文吉 池田幸吉

大仁屋 船場 大阪葬具
（株）傘下

石垣文之助 石垣文之助 山本林平 山本林平

丸長 岩崎 大阪葬具
（株）傘下

杉本忠次郎 杉本鉄一 杉本鉄一

丸長 南地 大阪葬具
（株）傘下

伊勢武 池田町 大阪葬具
（株）傘下

大彦 瓦町 大阪葬具
（株）傘下

河太 順慶町 大阪葬具
（株）傘下

天吉 竜田町 大阪葬具
（株）傘下

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

大仁屋 梅田 大阪葬具
（株）傘下

そ

の

他

山栄 木幡町 大阪葬具
（株）傘下

丸天 江戸堀 天野喜七 天野喜七

田中屋 阿倍野 田中徳治郎 田中徳治郎 田中徳治郎 田中徳治郎 田中徳治郎

本田 難波 矢部勝平 矢部勝平 矢部勝平

池春 京町堀 池田春蔵 池田卯之助

明弁／明石屋 北区 児島弁治郎 児島竹松 児島竹松 児島竹松

玉房 赤手拭 玉澤房吉

大為 相生町 藤井常吉 藤井常吉 藤井常吉 藤井常吉

白伝 大橋音吉

白木屋 大橋亀太郎 大橋亀太郎

西丸長／丸長 岡市太郎 岡市太郎

熊田／熊田屋 熊田圓治 熊田圓治

備久 湖東松太郎 湖東松太郎

近弥 櫻井亀吉

山亀 鈴木三之助 鈴木三之助

駕菊 鈴木種次郎

中村 中村亀太郎

春山 春山喜市

大為／大為本店／本大為 大淀区長柄中通2丁目 藤井覚三 藤井覚三 藤井覚三 藤井覚三

山七 藤井七太郎 藤井七太郎
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No，
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類
屋号（のち改名） 所在地

明治16年
（1883）

明治24年
（1891）

明治31年
（1898）

大正3年
（1914）

大正11年
（1922）

昭和3年
（1928）

昭和8年
（1933）

昭和24年
（1949）

昭和37年
（1962）

198 大為 藤井長太郎
199 三木 三木森太郎
200 熊勘 矢野律三 矢野律三
201 山源 山脇寅吉 山脇寅吉
202 美濃勘 浅野弥一郎
203 石松 天王寺区 石川松之助
204 丸吉 井上四郎
205 北友／大淀葬祭社浪速営

業所
北区浪花町 金谷精二 金谷精二 金谷辰蔵

206 吉野川 浪速区 川岸清三郎
207 丸三 河村熊太郎
208 松源／大淀葬祭社中津営

業所
大淀区中津本通2丁目 木村福太郎 金谷辰蔵

209 大辰 庄辰治
210 銀南屋 杉原市松

加賀重／加賀屋 西淀川区（福島区鷺州本通
1丁目）

達磨治三郎 達磨治三郎

阿波弥 東区（西区立売堀南通1丁
目）

辻本丑松 熊田朔太郎 熊田明太郎

矢號 濱口米吉
平久 南区島之内（浪速区元町） 平野喜三郎 津田喜三郎
古伊

古川長四郎
丸吉 此花区 森喜三郎
森卯 森田卯之助
八木久／住吉葬祭 八木卯之助 八木卯之助そ

の
他

開路舎 住吉区 利見正太郎
大淀葬祭社本社 大淀区天神橋筋8丁目 金谷辰蔵
本竹

木村竹松
梅八 小畑清治郎
木村

木村常治郎
大森

大前緑十郎
西川 北区 西川庄作
丸七 北区 奥澤治郎
金澤 北区 金澤立太郎
天安 北区 吉川安吉
播嘉 北区 玉村大三郎
白木支 北区 村川藤蔵
白木屋 北区 山口竹松
小西 北区 舟阪音次
西村屋 東淀川区 西村寅之助
大正屋 東淀川区 角野捨吉
中村屋 東淀川区 中村市松
丸浅 東淀川区 朝野マス
山田屋 東淀川区 山田捨吉

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

拠

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

明石屋 東淀川区 赤井マサ
壼井屋 旭区 壼井己之助
連鎖園 旭区 中村たきの
野田屋 旭区 野田寅吉
中島 旭区 吉崎三之助
丸谷支 旭区 丸谷藤吉
明石屋 旭区（城東区野江西ノ町3

丁目）
明石大吉 明石明

湯谷／湯谷葬儀社 旭区（城東区今福南1丁目） 湯谷藤吉 湯谷藤吉 湯谷秀三郎
湯谷支／西岡葬儀社 旭区（城東区放出町） 湯谷九一郎 西岡欣治 西岡照代
逓信葬祭部 城東区諏訪東2丁目 松本文蔵
丸吉 福島区大野町2丁目 太田修次
中島屋 福島区大開町1丁目 中島太郎一
丸吉 福島区江成町 櫛山日出子
福島葬祭 福島区上福島中2丁目 菅生保二郎
川村仙太郎 此花区伝法町2丁目 川村仙太郎
此花葬祭 此花区四貫島徳平町 北井忠兵衛
公益社本社 東区北浜3丁目

小西聖夫
田村英雄 西区江戸堀北通5丁目 田村英雄
札三 港区入幡屋薄島町

増地卯三郎
増地政太郎 大正区小林町 増地政太郎
浅井千代次郎 天王寺区大道5丁目 浅井千代次

郎
金田家 天王寺区上之宮町 金田敏明
安本二郎 南区南桃谷町 安本二郎
浪速葬祭 浪速区馬淵町 松井直治郎 松井直治郎
田中屋 西淀川区大和田町 井上トミエ
大仁屋 西淀川区姫島町 中西松平
阪神葬儀社 西淀川区御幣島西1丁目 久保里次
泉原太三郎 東淀川区豊里菅原町 泉原太三郎
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No．
分

類
屋号（のち改名） 所在地

明治16年
（1883）

明治24年
（1891＞

明治31年
（1898）

大正3年
（1914）

大正11年
（1922）

昭和3年
（1928）

昭和8年
（1933）

昭和24年
（1949）

昭和37年
（1962）

266 十三葬祭 東淀川区十三東之町3丁目 加古亀造

267 淡路葬祭社 東淀川区豊里菅原町 中村政一

268 新興葬祭 東淀川区三国町 福田実

269 飯島ゲン 東成区東今里町4丁目 飯島ゲン

270 川上清三郎 東成区東小橋北ノ町 川上清三郎

271 中村留吉 東成区西今里町1丁目 中村留吉

272 交信社 生野区生野田島町2丁目 西田キワ 西田きわ

273 堀川葬儀社／株式会社極

楽社

生野区鶴橋北之町1丁目 堀川弥一郎 堀川弥市郎

274 敬弔社林寺出張所 生野区林寺町3丁目 久世栄太郎

275 敬弔社南生野出張所 生野区南生野町2丁目 久世栄太郎

276 敬弔社舎利寺出張所 生野区舎利寺町3丁目 久世栄太郎

277 やすな 生野区猪飼野東3丁目 古田邦三郎 古田忠義

278 金田屋／金田家葬儀社 生野区中川町4丁目 藤井音吉 藤井音吉

279 極楽社巽営業所 生野区巽西足代町 松野誠一

280 生野合同葬祭 生野区鶴橋南ノ町3丁目 川上広太郎

281 木下葬祭 生野区東桃谷1丁目 木下徳次郎

282 芝野葬儀社 生野区勝山通6丁目 芝野キクエ

283 妹尾葬儀社 生野区猪飼野西3丁目 妹尾静子

284 タル市 旭区大宮町8丁目 田中徳次郎

285 葬敬社 旭区森小路7丁目 恒光長太郎

286 野田吉夫 旭区今市町 野田吉夫

287 公益社森小路営業所 旭区今市町 小西聖夫

南公社 阿倍野区阿倍野筋3丁目 亀井茂八288

289 吉水初馬 阿倍野区昭和町中4丁目 吉水初馬

工藤佐一 阿倍野区北畠東1丁目 工藤佐一

公益社南営業所 阿倍野区阿倍野筋3丁目 小西聖夫

共善社 阿倍野区共立通2丁目 上畑辰雄
そ
の
他

今井己之助 住吉区墨ノ江東1丁目 今井己之助

大久保清吉 住吉区粉浜仲之町1丁目 大久保清吉

芋忠／芋忠総本店／帝塚

山芋忠

住吉区帝塚山東4丁目 神並寅太郎 神並虎太郎

芋忠／芋忠本店 住吉区住吉町 神並卯之助

敬弔社住吉出張所 住吉区北加賀屋町 久世栄太郎

公益社住吉営業所 住吉区長狭町 小西聖夫

斎藤員男 住吉区安立町4丁目 斎藤員男

阪堺葬祭 住吉区帝塚山中2丁目 仲信■

森安 住吉区西長居町中3丁目 陸卯之助

石戸民蔵 東住吉区平野元町 石戸民蔵

羽山豊次郎 東住吉区北田辺町 羽山豊次郎

春木為遠 東住吉区北田辺町 春木為遠

田中テル 東住吉区鷹合町 田中テル

村上葬祭 東住吉区桑津町 村上猶吉 村上猶吉

⑳
291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

纏
305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

上見栄太郎 東住吉区杭全町 上見栄太郎

埜村龍蔵 東住吉区平野元町2丁目 埜村龍蔵

丸山寅吉 東住吉区田辺東之町4丁目 丸山寅吉

古伊店／古伊葬祭 東住吉区平野元町 古川徳松 古川雄

堺栄 東住吉区平野京町

藤江葬祭 東住吉区杭全町 藤江昭

美章園公益社 東住吉区桑津町1丁目 和田安松

湯谷葬祭 東住吉区平野梅ヶ枝町4丁
目

湯谷平八郎

八木久 西成区玉出新町通 徳岡治良吉

公益社西成営業所 西成区玉出新町通2丁目 小西聖夫

博公社本社／博公社 西成区潮路通2丁目 木村源七 木村源七

博公社鶴北出張所 西成区鶴見橋北通 木村源七

博公社旭南出張所 西成区旭南通 木村源七

博公社松通出張所 西成区松通 木村源七

博公社柳通出張所 西成区柳通 木村源七

博公社汐路出張所 西成区汐路通 木村源七

博公社千本出張所 西成区千本通 木村源七

324 博公社田端出張所 西成区田端通 木村源七

325 博公社姫松出張所 西成区姫松通 木村源七

326 博公社天下茶屋出張所 西成区南神合町 木村源七

327 博公社三日路出張所 西成区三日路町 木村源七

328 博公社曳船出張所 西成区曳船町 木村源七

329 成光社 西成区 芝村正雄

330 大久 西成区松田町1丁目 近江秀吉

出典
鈴木勇太郎
「回顧録」より

r回顧録」よ

り大阪葬具

貸物業組

合・創立委員

「回顧録」よ

り永続合資

会社・構成員

『回顧録」よ

り大阪葬具

貸物業組
合・役員・組

合員（142名）

「回顧録」よ

り飾付市営

に対する異

議申し立て

に集合した

　同業者

r回顧録jよ

り大阪府

公認葬儀組
合・役員幹

部・組合員

（618名）

r回顧録」よ

り大阪葬儀

同盟組合・

役員（102名）

「葬祭五十

年」より大

阪市規格葬

儀取扱店名
簿（131名）

r大阪市鶴

橋鶴斎会会
員名簿」よ

り（66名）
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Persons　Who　Come　and　Go　betwee皿Festivals　and　F㎜erals：〔臨kkof頭［Performers

and　t血e　Funeral　B皿shless

FuKuMocHI　Masayuki

　　　Y掘｛ofud　or　Yi舳obuh　symboHzes　the　processions　of　fεudal　lords　and　traces　its　odgins　to　the　expansion　of

the　retinue　of　the　attendants　of　warriors．　Around　the　mid－1600s，　yakkofuri　was　included　in　festival　processions　be－

cause　of　the　pageantry　of　the　costumes．　Some　6me　later，　the　unique　dances　came　to　be　valued　as　performances，

and，　in且uenced　by　kabuki　dances，　they　were　often　included　in　the　processions　of　feudal　lords．　Tbday，　yakkofuri

are｛blk　perfbrmances　seen　in　festival　processions　throughout　Japan．

　　　Before　the　appearance　of　the　funeral　litter　in　Osaka，　this　yakkofuri　was　seen　in　funeral　processions　that　took

bodies　to　be　cremated．　The　sight　of　rednues　that　en五vened企stivals　in　solemn五1neral　processions　is　truly　incon－

gruous．　It　is　understood　that　this　occurred　because　in　the　Early　Modern　period　fUneral　businesses　in　Osaka　sup－

plied　people　fbr　the　processions　of　feudal　lords，　and　in　the　Me茸i　period　a　new　business　evolved　in　which　yakkofUri

was　incorporated　into　processions　that　took　place　for　large　funerals．　It　has　also　been　said　that　the　fbndness　for

Hamboyant　and　garish　fUneral　processions　with　yakkofUri　is　a　trait　unique　to　Osaka．

　　　However，　a　look　at　the　composition　of　funeral　processions　reveals　that　yakkofuri　was　one　part　of　the　retinue　of

Buddhist　monks．　That　is　to　say，　yakkofUri　was　added　to　funeral　processions　as　retinues　for　priests　and　monks．　Ex－

amples　of　retinues　accompanying　priests　have　also　been　con丘rmed　in　documents　dating　from　the　Early　Modern

period　belonging　to　temples　in　the　Koto　area　of　the　former　province　of　Omi．　According　to　these　documents，　reti－

nues　of　phests　called“ondoshi　ninsoku”or“tera　ninsoku”and　retinues　of　attendants　comprised　part　of　a　fUneral

P「oceSSIon・

　　　In　a　number　of　shrines　in　Osaka，　when　festivals　took　place　yakkofud　was　performed　mainly　by　those　in　the

hlneral　business．　As　suppliers　of　people　for　the　processions　of　feudal　lords，　Osaka　funeral　operators　came　and

went　from　shrines　and　temples　on　a　daily　basis．　When　festivals　were　held　they　stood　at　the　head　of　the　proces－

sion　to　lead　others，　and　made　arrangements　for　a　variety　of　par廿cipants，　including　retinues　of　attendants．　The

role　of　leading　a　procession　was　reserved　fbr　a　particular　operator　for　each　shrine，　with　Kagotomo　leading　the

Osaka　Tenmangu　procession，　Kumadaya　the　Goryo　Shrine　procession，　Awaya　the　Namba　Shrine　procession，

and　Hirakyu　the　Kumano　Shrine　procession．　It　is　said　that　the　yakkofuri　dance　was　d江ferent　in　north　and　south

Osaka．

　　　The　persons　who　performed　yakkofuri　seen　in　funeral　processions　in　Osaka　came　and　went廿eely　between

ceremonies　for　the　dead　and　Shinto　pllrification　ceremonies．　Their　origin　goes　back　to　attendants　who　accompa一
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nied　the　rednues　of　priests　in　funeral　processions　and　funeral　businesses　that　supPlied　par6cipants　for　the　proces－

sions　of　feudal　lords．
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