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落
の
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場

　
　
　
－
和
泉
地
方
の
事
例
を
中
心
と
し
て
ー

市
　
川
　
秀
　
之

は
じ
め
に

二
　
調
査
の
概
要

三
　
単
独
村
落
の

広
場

四
　
複
数
村
落
の
広
場

五
　
都
市
の
広
場

ま
と
め

村落の広場・都市の広場

論

文

要

旨

　
わ

が
国
の
村
落
・
都
市
の
広
場
に
関
す
る
研
究
は
こ
れ
ま
で
皆
無
で
あ
り
、
ま
た
広
場

の
存
在

そ
の
も
の
も
注
意
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
村
落
部
に
お
い

て

は
小
面
積
で
は
あ
る
が
恒
常
的
な
広
場
が
存
在
し
、
共
同
体
の
運
営
に
と
っ
て
重
要
な

機
能

を
担
っ
て
い
る
。
ま
た
都
市
に
お
い
て
も
小
規
模
な
共
同
体
の
保
有
す
る
会
所
の
よ

う
な
広
場
と
、
不
特
定
多
数
の
人
々
が
あ
つ
ま
る
広
場
の
二
種
類
の
広
場
が
存
在
し
て
い

る
。
本
稿
で
は
こ
の
村
落
・
都
市
に
み
ら
れ
る
共
同
体
的
な
広
場
と
、
都
市
に
お
い
て
主

に

み

ら
れ
る
都
会
的
な
広
場
と
の
相
関
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
、
大
阪
府
南
部
の
和
泉

地
域
の

事
例
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
。
当
該
地
域
に
お
い
て
は
、
平
野
部
、
山
間
部
に

み

ら
れ
る
農
山
村
あ
る
い
は
海
岸
部
の
純
漁
村
に
お
い
て
、
典
型
的
な
共
同
体
的
広
場
が

み

ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
村
落
の
集
落
形
態
は
い
ず
れ
も
集
村
で
あ
り
、
明
瞭
な
村
落
境
界

を
も
ち
、
非
常
に
求
心
的
な
空
間
構
成
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
中
心
に
あ
た
る
の
が
広
場

で

あ
る
。
ま
た
こ
の
地
域
は
複
数
村
落
に
よ
っ
て
祭
祀
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
郷
宮
座
の
発
達

し
た
地
域
で
あ
る
が
、
郷
宮
座
の
祭
祀
に
お
け
る
御
旅
所
が
広
場
と
し
て
重
要
な
機
能
を

担
っ
て
い
る
。
御
旅
所
の
空
間
は
日
常
的
に
は
単
な
る
空
き
地
で
あ
る
が
、
祭
礼
時
に
は

多
く
の
人
が
参
集
し
賑
わ
い
を
示
す
。
こ
の
よ
う
な
複
数
村
落
に
お
け
る
祭
祀
の
場
に
都

会
的
広
場
、
あ
る
い
は
都
市
そ
の
も
の
の
始
原
的
な
姿
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た

都
市
の

広
場
の
代
表
と
し
て
堺
の
宿
院
を
取
り
上
げ
た
。
宿
院
は
元
来
住
吉
神
社
の
御
旅

所
で
あ
る
が
、
時
代
の
推
移
に
し
た
が
っ
て
そ
の
性
格
を
大
き
く
変
化
さ
せ
て
い
る
。
古

代

に
は
浜
辺
で
の
絞
神
事
が
行
な
わ
れ
る
清
浄
な
空
間
で
あ
っ
た
の
が
、
い
つ
し
か
祭
礼

そ
の
も
の
が
祝
祭
的
な
も
の
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
。
御
旅
所
に
お
け
る
祭
礼
が
、
そ
の

空
間
の
集
客
的
な
性
格
を
生
み
出
し
、
つ
い
に
は
恒
常
的
な
盛
り
場
と
し
て
の
性
格
を
持

つ
に

至
っ

た
。
そ
こ
に
都
市
祭
礼
と
広
場
と
の
典
型
的
な
関
係
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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は
じ
め
に

　
「
広
場
」
は
日
本
文
化
の
研
究
者
に
と
っ
て
馴
染
み
の
薄
い
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ
ま

で
わ

が

国
の
都
市
や
村
落
の
広
場
に
対
す
る
関
心
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
そ
れ
を
め

ぐ
っ
て
の
議
論
も
ま
た
皆
無
で
あ
っ
た
。
し
か
し
人
が
集
ま
っ
て
生
活
す
る
以
上
、

集
合
す

る
空
間
と
し
て
の
広
場
が
必
要
と
さ
れ
る
の
は
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、

こ
の
こ
と
は
日
本
の
都
市
、
村
落
に
お
い
て
も
け
っ
し
て
例
外
で
は
な
い
と
考
え
ら

れ

る
。
小
論
で
は
、
民
俗
学
的
な
視
点
か
ら
村
落
の
広
場
と
都
市
の
広
場
を
対
比
さ

せ

な
が
ら
、
わ
が
国
の
広
場
の
特
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
つ
と
め
た
い
。
フ
ィ
ー

ル

ド
と
し
て
は
大
阪
府
南
部
、
旧
国
名
で
い
う
和
泉
国
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

　
広
場
の
検
討
に
入
る
前
に
、
「
都
市
」
を
中
心
と
す
る
概
念
の
整
理
を
し
て
お
き
た

い
。
今
回
の
共
同
研
究
の
テ
ー
マ
は
「
都
市
に
お
け
る
交
流
空
間
」
で
あ
っ
た
が
、

「都
市
」
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
相
違
が
あ
る
。
こ
こ
で
都

市
の

定
義
を
議
論
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
し
か
し
な
が
ら
都
市
を
、
「
多
く
の
人
が
居

住
す
る
空
間
」
と
し
て
み
る
か
、
あ
る
い
は
「
多
く
の
人
が
集
ま
る
空
間
」
と
し
て

み

る
か
に
よ
っ
て
大
き
く
立
場
が
異
な
っ
て
く
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
都
市

の

広
場
を
論
ず
る
と
き
に
も
こ
の
二
つ
の
立
場
は
厳
し
く
区
別
し
て
考
え
る
必
要
が

あ
る
。
人
が
居
住
す
る
空
間
を
示
す
言
葉
と
し
て
「
集
落
」
が
あ
る
。
集
落
は
地
理

的

な
概
念
で
あ
る
が
、
都
市
、
村
落
を
包
括
し
う
る
用
語
と
し
て
こ
れ
を
用
い
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。
規
模
の
大
き
い
集
落
、
す
な
わ
ち
多
く
の
人
が
住
む
集
落
を
都

市

と
呼
び
、
そ
う
で
な
い
も
の
を
村
落
と
呼
ぶ
こ
と
に
は
一
定
の
共
通
理
解
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
人
が
集
ま
る
空
間
を
指
す
適
当
な
用
語
は
み
あ

た

ら
な
い
。
「
か
い
わ
い
」
「
盛
り
場
」
な
ど
は
い
ず
れ
も
多
集
空
間
の
性
格
の
一
部

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

分
を
指
す
言
葉
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
小
論
で
は
、
や
や
日
常
的
な
用
法
と
の
ず
れ
は
承

知

し
な
が
ら
も
「
都
会
」
を
人
が
多
く
集
ま
る
空
間
を
指
す
用
語
と
し
て
使
用
し
た

い

と
思
う
。
そ
し
て
都
市
と
は
多
く
の
人
が
集
ま
り
、
ま
た
多
く
の
人
が
住
む
と
い

う
意
味
で
都
会
の
下
位
概
念
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
集
落
の
下
位
概
念
で
も
あ
る
と

考

え
て
お
き
た
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
都
市
の
一
般
的

な
範
囲
か
ら
も
れ
お
ち
る
部
分
が
生
じ
る
。
た
と
え
ば
行
政
的
な
意
味
で
の
都
市
は
、

人
口

規
模
に
よ
る
規
定
で
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
東
京
、
大
阪
と
い
っ
た
大
都
市
周

辺
の

い
わ

ゆ
る
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
な
ど
は
人
が
多
く
住
む
空
間
で
は
あ
っ
て
も
、
人
を

多
く
集
め
る
と
い
う
性
格
は
も
っ
て
い
な
い
。
こ
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
な
ど
は
小
論
で

い

う
都
市
概
念
か
ら
は
は
ず
さ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
以
上
の
関
係
を
図
示
す
る

と
第
1
図
の
よ
う
に
な
る
。
A
は
人
が
住
む
空
間
の
な
か
で
求
心
性
を
も
た
な
い
も

の
、
つ
ま
り
村
落
や
都
市
近
郊
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
を
示
し
て
い
る
。
C
は
人
が
多
く

居
住

し
、
か
つ
人
が
多
く
集
ま
る
空
間
す
な
わ
ち
本
論
で
い
う
都
市
で
あ
る
。
ま
た

注
意

す
べ
き
も
の
に
B
の
領
域
が
あ
る
。
こ
れ
は
人
が
多
く
集
ま
る
が
、
そ
こ
に
住

む

人
が
少

な
い
空
間
を
示
し
て
い
る
。
現
在
は
大
都
市
の
中
心
部
に
お
い
て
は
住
民

が
減
少

し
、
小
中
学
校
等
の
統
廃
合
が
話
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
場
所

は
ビ
ジ
ネ
ス
街
や
繁
華
街
と
し
て
人
の
往
来
が
絶
え
ず
、
あ
る
意
味
で
も
っ
と
も
都

会
的

な
空
間
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
人
は
住
ま
な
い
が
人
が
多
く
集

ま
る
空
間
は
都
市
の
象
徴
と
も
い
う
べ
き
部
分
で
あ
り
、
ま
た
歴
史
的
に
も
都
市
の

始
原
的
な
姿
を
示
す
可
能
性
の
あ
る
重
要
な
部
分
で
あ
る
。
本
論
で
は
こ
の
よ
う
な
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◎
者

市

落

図1　集落・都会・都市

都
市
に
か
か
わ
る
概
念
の
図
式
を
常
に
念
頭
に
置
き
な
が
ら
広
場
論
を
進
め
て
い
き

た
い
。

　
以
上
の

よ
う
に
都
市
ー
都
会
に
関
す
る
概
念
を
整
理
し
た
上
で
、
こ
れ
ら
と
広
場

と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
文
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
こ
れ
ま
で
は
わ
が

国
の
広
場
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
戦

後
い
く
つ
か
の
広
場
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
研
究
が
出
さ
れ
て
き
た
。
一
九
七
一
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

に

出
さ
れ
た
建
築
家
伊
藤
て
い
じ
氏
を
中
心
と
す
る
グ
ル
ー
プ
の
研
究
は
「
日
本
の

広
場

は
広
場
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
し
て
き
た
」
と
い
う
前
提
の
も
と
に
原
始

か

ら
現
在
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
広
場
を
取
り
上
げ
、
特
に
そ
の
広
場
化
の
要
因
を

さ
ぐ
る
試
み
を
示
し
て
い
る
。
伊
藤
氏
ら
の
研
究
に
は
過
去
の
広
場
を
今
後
の
広
場

作
り
に
応
用
し
よ
う
と
い
う
視
点
が
明
確
に
み
ら
れ
る
。
造
園
学
の
立
場
か
ら
渡
辺

達
三
氏
は
一
九
七
〇
年
代
に
つ
ぎ
つ
ぎ
と
広
場
に
関
す
る
論
文
を
著
し
、
わ
が
国
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

広
場
の
歴
史
を
通
史
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
が
建
築
学
や
造
園

学
と
い
っ
た
立
場
か
ら
七
〇
年
代
の
初
め
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
背
景
に
は
、
戦

後
の

住
宅
計
画
、
都
市
計
画
が
実
際
的
機
能
の
み
を
重
視
し
、
人
間
間
の
ふ
れ
あ
い

を
無
視
し
て
き
た
と
い
う
反
省
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
近
年
で
は
建
築
学
の
立
場
か
ら

　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

三
浦
金
作
氏
や
加
藤
晃
規
氏
の

研
究
が
あ
り
、
ま
た
上
田
篤
氏
の
一
連
の
研
究
も
わ

が
国
に
お
け
る
新
し
い
広
場
作
り
へ
の
指
向
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。

　
わ

が

国
の
広
場
を
め
ぐ
る
研
究
は
こ
の
よ
う
に
建
築
学
を
中
心
と
す
る
流
れ
が
中

心
で
あ
り
、
人
文
科
学
で
は
研
究
は
も
ち
ろ
ん
日
本
の
広
場
に
対
す
る
関
心
す
ら
皆

無
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
ろ
う
。
最
近
歴
史
学
や
民
俗
学
と
い
っ
た
分
野

で

は
空
間
に
対
す
る
関
心
が
非
常
に
高
ま
っ
て
い
る
が
、
や
は
り
広
場
に
関
す
る
研

究

は
み
ら
れ
な
い
。
そ
の
背
後
に
は
、
日
本
に
は
広
場
が
存
在
し
な
い
と
い
う
無
言

の

前
提
が
、
未
検
証
の
ま
ま
信
じ
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
。
広
場
の
問

題

は
し
ば
し
ば
民
衆
自
治
、
あ
る
い
は
民
主
主
義
と
関
連
し
て
論
じ
ら
れ
る
が
、
日

本
に
広
場
が
存
在
し
な
い
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
政
治
的
風
土
の
問
題
と
む
す
び
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

け
ら
れ
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
す
ら
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
日
本
の
集
落

と
り
わ
け
都
市
に
お
い
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
明
確
な
形
態
の
広

場

は
き
わ
め
て
少
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
近
畿
地
方
の
村
落
、
な
か
で
も
平
野
部
の

集
村
に
お
い
て
は
、
村
落
空
間
の
中
心
部
に
小
規
模
な
も
の
で
は
あ
る
が
広
場
が
み
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（
8
）

ら
れ
、
村
落
生
活
の
上
で
か
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
政
治
風

土
の

問
題
は
ひ
と
ま
ず
お
く
と
し
て
も
、
こ
の
広
場
の
分
析
は
わ
が
国
の
文
化
を
考

え
る
上
で
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
ま
ず
わ
が
国
の
村
落
に
み
ら
れ
る
広
場
の
特
性
に

つ

い

て

み

て

い
く
こ
と
と
し
た
い
。

　
奈
良
盆
地
の
村
落
は
典
型
的
な
集
村
形
態
を
と
っ
て
お
り
、
狭
い
場
所
に
ギ
ッ
シ

リ
と
民
家
が
立
ち
並
ぶ
景
観
が
特
色
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
村
落
の
多
く
に
は
広
場

が
設

け
ら
れ
、
住
民
の
生
活
に
と
っ
て
少
な
か
ら
ぬ
機
能
を
果
し
て
い
る
。
大
和
郡

山
市
若
槻
は
中
世
に
は
興
福
寺
大
乗
院
領
の
荘
園
と
し
て
知
ら
れ
、
典
型
的
な
均
等

　
（
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

名
荘
園
と
し
て
、
あ
る
い
は
形
成
プ
ロ
セ
ス
の
明
確
な
環
濠
集
落
の
例
と
し
て
有
名

で
あ
る
が
、
現
在
の
集
落
の
ほ
ぼ
中
心
部
に
は
小
さ
な
広
場
が
存
在
す
る
。
ジ
ュ
ウ

ロ

ク
セ
ン
と
呼
ば
れ
る
こ
の
広
場
で
は
2
月
2
日
の
神
年
越
の
日
の
大
と
ん
ど
や
、

盆
踊

り
な
ど
の
年
中
行
事
が
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
広
場
に
接
し
て
は
地
区
共

有
の
精
米
所
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
精
米
所
の
場
所
は
か
つ
て
は
村
の
倉
庫
で

あ
り
、
近
世
に
は
郷
蔵
の
お
か
れ
て
い
た
場
所
で
あ
っ
た
。
ま
た
こ
の
ジ
ュ
ウ
ロ
ク

セ

ン

の
一
角
は
か
つ
て
札
場
で
あ
っ
た
と
い
う
伝
承
が
残
っ
て
い
る
。
若
槻
に
お
い

て

み

ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
広
場
は
こ
の
地
方
に
で
は
か
な
り
普
遍
的
に
存
在
し
、
現

在
で
も
住
民
に
と
っ
て
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と
し
て
、
あ
る
い
は
精
米
所

や

共
同
集
荷
場
が
設
け
ら
れ
る
生
産
の
場
と
し
て
、
ま
た
と
き
に
は
信
仰
や
儀
礼
の

場

と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
を
担
っ
て
い
る
。
広
場
の
全
国
的
な
分
布
に
つ
い
て
の

研
究

は
な
い
が
、
た
と
え
ば
沖
縄
県
の
村
落
に
お
い
て
も
集
落
の
中
心
に
ウ
タ
キ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
U
）

ア
シ
ャ
ゲ
な
ど
と
呼
ば
れ
る
広
場
が
存
在
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
沖
縄
に
お

け
る
こ
の
よ
う
な
空
間
は
こ
れ
ま
で
の
多
く
の
研
究
で
は
儀
礼
、
信
仰
の
場
と
し
て

の

性
格
が
強
調
さ
れ
て
き
た
が
、
実
際
に
観
察
す
る
と
そ
れ
は
奈
良
盆
地
の
広
場
と

同
じ
く
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
に
お
い
て
機
能
す
る
広
場
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
日
本
の
村
落
に
お
い
て
は
実
は
か
な
り
広
範
に
広
場
が
存
在

す

る
可
能
性
が
あ
る
。
広
場
の
性
格
は
地
域
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
差
異
が
あ
ろ
う

が
、
こ
れ
ら
村
落
の
広
場
の
多
く
は
常
設
的
で
あ
り
、
し
か
も
広
場
を
利
用
す
る
の

が

そ
の
村
の
メ
ン
バ
ー
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
共
通
性
を

持
っ
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
村
落
は
都
市
と
と
も
に
人
が
住
む
空
間
と
い
う

意
味
で
の

集
落
の
下
位
概
念
で
あ
る
が
、
常
設
的
で
あ
り
か
つ
利
用
が
住
民
に
限
定

さ
れ
る
と
い
う
広
場
の
性
格
は
居
住
空
間
と
し
て
の
集
落
の
性
格
に
対
応
す
る
も
の

と
い
え
よ
う
。
と
す
れ
ば
こ
の
よ
う
な
集
落
住
民
に
む
け
て
の
み
開
放
さ
れ
て
い
る

よ
う
な
広
場
を
集
落
的
広
場
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
集
落
的
広
場

は
ま
た
同
時
に
共
同
体
的
広
場
と
表
現
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

　
次
に

都
市
の
広
場
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。
都
市
に
つ
い
て
は
性
格
の
異
な

る
二
種
類
の
広
場
が
存
在
が
予
想
さ
れ
る
。
ひ
と
つ
は
村
落
の
広
場
に
共
通
性
を
も

つ
共
同
体
的
な
広
場
（
集
落
的
広
場
）
で
あ
り
、
今
ひ
と
つ
は
都
市
に
固
有
な
広
場

の

あ
り
か
た
で
あ
る
。
先
に
の
べ
た
よ
う
に
都
市
と
は
「
人
が
住
む
空
間
」
（
集
落
）

と
「
人
が
集
ま
る
空
間
」
（
都
会
）
と
い
う
ふ
た
つ
の
性
格
を
あ
わ
せ
も
っ
た
空
間
で

あ
る
が
、
人
が
住
む
空
間
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
に
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
地
域
社
会

が
形
成
さ
れ
、
そ
の
成
員
が
集
う
空
間
も
用
意
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
近
年
の
都

市
共
同
体
研
究
の
な
か
で
盛
ん
に
研
究
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
伝
統
都
市
に
お
け
る

　
（
1
2
）

会
所

な
ど
は
典
型
的
な
都
市
の
共
同
体
的
広
場
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
奈

　
　
　
（
1
3
）

良
町
の
場
合
、
各
町
に
会
所
と
呼
ば
れ
る
集
会
所
が
あ
る
。
こ
の
場
所
で
年
頭
に
は
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参
会

と
呼
ば
れ
る
寄
り
合
い
が
開
か
れ
る
ほ
か
、
町
内
の
様
々
な
寄
り
合
い
や
行
事

が
催

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
各
会
所
に
は
そ
れ
ぞ
れ
神
仏
が
ま
つ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

は
各
町
を
守
護
す
る
地
縁
的
な
祭
祀
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
会
所
の
存
在
は
京
都

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

で

は
中
世
末
期
か
ら
み
ら
れ
十
七
世
紀
に
は
一
般
化
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
奈
良
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

も
ほ
ぼ
同
様
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
会
所
は
都
市
固
有
の
も

の

で

は
な
く
、
近
畿
地
方
の
多
く
の
村
落
で
は
ほ
ぼ
普
遍
的
に
存
在
し
て
い
る
。
村

落
部
の
会
所
に
も
内
部
に
神
仏
を
祭
る
も
の
が
多
く
、
都
市
の
会
所
と
似
か
よ
っ
た

　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

性
格
を
持
っ
て
い
る
。
村
落
会
所
も
、
先
駆
的
な
も
の
は
中
世
後
期
の
惣
村
の
時
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

に

成
立

し
た
村
堂
に
起
源
を
持
ち
、
近
世
前
期
に
一
般
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
会
所
に
代
表
さ
れ
る
共
同
体
的
広
場
に
対
し
て
都
市
に
は
村
落
に
お
い

て

は
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い
広
場
の
形
が
あ
る
。
未
知
の
人
々
が
集
い
出
会
う
空
間

と
し
て
の
広
場
が
そ
れ
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
都
市
の
広
場
と
し
て
真
っ
先
に
思
い

浮
か

べ

る
の
は
こ
の
タ
イ
プ
の
広
場
で
あ
ろ
う
。
一
時
も
て
は
や
さ
れ
た
歩
行
者
天

国
や
、
都
市
祭
礼
に
お
け
る
賑
わ
い
な
ど
を
そ
の
代
表
と
し
て
あ
げ
て
お
こ
う
。
こ

の

よ
う
な
広
場
は
都
市
が
も
つ
二
面
性
の
う
ち
、
人
が
集
ま
る
空
間
と
し
て
の
都
会

と
し
て
の
性
格
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
都
会
的
広
場
と
表
現
す
る
こ
と

が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。
都
会
的
広
場
は
そ
こ
に
集
ま
る
人
が
、
不
特
定
で
あ
る
と
い

う
点
に
お
い
て
特
色
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
多
く
の
都
会
的
広
場
は
常
に
広
場
と
し

て

の

性
格
を
示
す
の
で
は
な
く
、
あ
る
特
定
の
時
間
を
限
っ
て
広
場
化
す
る
と
い
う

特
色
が
あ
る
。
こ
れ
は
歩
行
者
天
国
や
都
市
祭
礼
を
観
察
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

こ
の
空
間
の
広
場
化
を
わ
が
国
に
お
け
る
広
場
の
ひ
と
つ
の
特
色
と
す
る
こ
と
も
で

き
よ
う
。
都
会
的
広
場
の
特
色
を
共
同
体
的
広
場
と
の
対
比
で
表
現
す
る
と
、
あ
る

特
定
の
時
間
に
の
み
出
現
し
、
ま
た
そ
こ
に
集
う
人
は
特
定
の
集
団
に
限
定
さ
れ
な

い

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

　
広
場
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
無
定
義
に
使
用
し
て
き
た
が
、
一
応
小

論
に

お

い

て

は

「
人
が
集
ま
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
空
間
」
と
や
や
広
く
と
ら
え
て

　
　
　
　
　
（
1
9
）

お

き
た
い
。
旧
稿
で
は
、
広
場
の
範
囲
を
屋
外
の
も
の
に
限
定
し
て
い
た
が
、
本
論

に

お

い
て

は
屋
外
の
も
の
を
中
心
と
は
し
な
が
ら
も
、
会
所
な
ど
の
建
築
物
も
考
察

の

対
象
と
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
ま
た
小
論
で
ふ
れ
る
の
は
、
民
衆
レ
ベ
ル
で
の

広
場
だ
け
で
あ
る
が
、
広
場
の
一
般
的
な
形
態
、
こ
と
に
歴
史
的
な
形
態
と
し
て
は
、

以
上
述
べ
た
集
落
的
広
場
や
都
会
的
広
場
と
い
っ
た
大
衆
が
み
ず
か
ら
集
う
空
間
だ

け
で
は
な
く
、
権
力
が
自
ら
の
意
志
を
伝
達
し
た
り
、
権
威
を
表
現
し
た
り
す
る
権

力
的
広
場
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
。
高
札
場
に
代
表
さ
れ
る
権
力
的
広
場
は
一
見
、

集
落
的
広
場
や
都
会
的
広
場
と
は
ま
っ
た
く
性
格
を
異
に
す
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ

れ

る
が
、
広
場
の
実
際
的
な
使
わ
れ
方
を
み
て
い
く
と
こ
れ
ら
の
境
界
は
実
に
未
分

化
で

あ
る
。
先
に
取
り
上
げ
た
奈
良
町
で
は
、
興
福
寺
の
南
大
門
前
に
高
札
場
が
お

か

れ
て

い
た

が
、
こ
の
場
所
は
奈
良
町
で
も
も
っ
と
も
人
通
り
が
多
い
場
所
で
、
一

揆
の

時
に

は
集
合
場
所
と
な
る
よ
う
な
性
格
を
有
し
て
い
た
。
皇
居
前
広
場
の
戦
後

史
を
思
い
浮
か
べ
れ
ば
容
易
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
わ
が
国
の
広
場
に
は
常
に
こ

の

よ
う
な
二
面
性
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
権
力
性
を
も
つ
広
場
と
民
衆
の

広
場
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
稿
を
改
め
て
論
ず
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
以
上
の

よ
う
に
広
場
と
都
市
、
村
落
の
関
係
を
整
理
し
た
上
で
、
以
下
大
阪
府
南

部
に

お

け
る
広
場
の
分
析
に
移
り
た
い
が
、
そ
の
際
の
分
析
視
点
と
し
て
集
落
内
の

広
場

と
寺
社
と
の
位
置
関
係
に
注
目
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
日
本
の
広
場
を
考
え
る

31



国立歴史民俗博物館研究報告　第67集（1996）

と
き
、
神
社
寺
院
の
空
間
を
い
か
に
考
え
る
の
か
は
避
け
て
は
通
れ
な
い
問
題
で
あ

る
。
本
論
に
お
い
て
は
広
場
の
独
自
性
を
強
く
打
ち
出
す
た
め
に
寺
社
空
間
を
そ
の

ま
ま
広
場
と
み
な
す
こ
と
は
せ
ず
、
区
別
し
て
考
え
る
こ
と
と
す
る
。
そ
の
上
で
広

場

と
寺
社
空
間
、
と
り
わ
け
共
同
体
と
の
関
連
が
深
い
神
社
空
間
と
の
位
置
関
係
に

注
目
し
、
そ
れ
を
ひ
と
つ
の
座
標
と
し
て
広
場
と
集
落
（
村
落
・
都
市
）
と
の
関
係

の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
努
め
た
い
。

二
　
調
査
地
の

概
要

　
今
回
調
査
対
象
と
し
た
和
泉
地
域
は
大
阪
府
の
南
部
に
位
置
し
、
和
歌
山
県
に
北

接
し
て
い
る
。
か
つ
て
の
国
名
か
ら
一
般
的
に
は
泉
州
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
地

域
を
さ
ら
に
区
分
す
る
方
法
と
し
て
堺
市
、
高
石
市
、
和
泉
市
、
忠
岡
町
を
泉
北
、

そ
れ
以
南
の
市
町
を
泉
南
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
。
人
口
規
模
で
は
大
阪
第
二
の
都
市

堺
市
が
約
八
十
万
人

と
圧
倒
的
に
多
く
、
他
の
市
町
で
は
岸
和
田
市
（
約
十
八
万

人
）
、
泉
佐
野
市
（
約
十
万
人
）
、
貝
塚
市
（
約
八
万
人
）
な
ど
が
こ
れ
に
続
い
て
い

る
。
堺
市
を
中
心
と
す
る
泉
北
地
方
に
は
古
墳
時
代
に
は
わ
が
国
最
大
規
模
を
誇
る

大

山
陵
古
墳
（
仁
徳
天
皇
陵
）
を
始
め
と
す
る
百
舌
鳥
古
墳
群
が
営
ま
れ
、
ま
た
中

世
以
降
に
は
国
際
的
な
貿
易
港
で
も
あ
っ
た
自
治
都
市
堺
が
黄
金
の
日
々
を
謳
歌
す

る
な
ど
、
各
時
代
を
通
じ
て
わ
が
国
で
も
も
っ
と
も
先
進
的
な
地
域
で
あ
っ
た
。
戦

後
に
も
堺
の
臨
海
地
帯
に
は
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
が
築
か
れ
、
内
陸
の
丘
陵
部
に
も
泉
北

ニ
ュ

ー
タ
ウ
ン
が
造
成
さ
れ
る
な
ど
そ
の
先
進
的
な
性
格
は
変
化
し
て
い
な
い
。
こ

れ
に

対
し
て
泉
南
地
域
の
開
発
は
遅
れ
ぎ
み
で
、
そ
の
た
め
も
あ
っ
て
か
こ
の
地
域

は
大
阪
市
近
郊
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
古
来
の
生
活
文
化
を
伝
承
す
る
地
域
で
も
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
泉
佐
野
沖
合
に
平
成
六
年
に
開
港
し
た
関
西
空
港
の
誕
生
に
よ
っ

て
、
泉
南
の
地
域
相
は
一
挙
に
変
化
を
遂
げ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
和
泉
地
域
は
泉
北
、
泉
南
の
よ
う
に
南
北
に
分
け
る
の
が
普
通
で
あ

り
、
今
日
の
行
政
区
分
境
も
基
本
的
に
は
東
西
に
ひ
か
れ
、
市
町
は
南
北
一
列
に
配

置
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
本
論
で
は
地
形
を
重
視
し
、
こ
の
地
域
を
山
間
部
、

平
野
部
、
海
岸
部
に
三
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
的
な
広
場
と
集
落
の
あ
り
方
を

み
て

い

こ
う
と
思
う
。

　
大
阪
府
と
和
歌
山
県
の
境
界
線
を
な
す
和
泉
山
脈
は
、
最
高
峰
の
岩
湧
山
で
も
標

高
。
。
q
⊃
ぺ
日
、
そ
れ
ほ
ど
の
高
山
が
峰
を
連
ね
る
わ
け
で
も
な
い
が
、
や
は
り
そ
こ
に
暮

ら
す
人
々
に
と
っ
て
は
山
の
も
つ
意
味
は
大
き
い
。
東
西
に
連
な
る
和
泉
山
脈
は
古

代
か
ら
役
行
者
の
伝
承
に
彩
ら
れ
た
修
験
道
の
山
で
あ
っ
た
。
槙
尾
山
施
福
寺
、
犬

鳴
山
七
滝
宝
寺
な
ど
こ
の
山
脈
の
山
々
に
は
古
刹
が
数
多
い
。
こ
の
和
泉
山
脈
を
地

図
で
細
か
く
眺
め
る
と
府
県
境
を
構
成
す
る
主
峰
の
前
面
に
二
列
の
前
山
が
あ
る
こ

と
に
き
つ
く
。
主
峰
、
前
山
の
間
に
は
外
通
谷
、
内
通
谷
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
谷
に
ひ
ら
け
た
小
規
模
な
盆
地
に
は
い
く
つ
か
の
村
落
が
営
ま
れ
て
き
た
。

内
通
谷
に
立
地
す
る
村
落
は
他
の
村
か
ら
遠
く
隔
た
り
、
現
在
に
お
い
て
も
一
見
古

風
な
生
活
文
化
を
伝
承
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
村
落
は
非
常
に
山
深
い
傾
斜
地
に
立

地

し
な
が
ら
も
、
極
限
に
近
い
場
所
ま
で
水
田
開
発
が
な
さ
れ
て
お
り
、
生
産
基
盤

は
水
田
を
主
と
し
、
副
次
的
に
林
業
や
果
実
栽
培
を
お
こ
な
っ
て
き
た
。
そ
の
意
味

に

お

い
て

い
わ

ゆ
る
山
村
の
範
疇
か
ら
は
み
だ
す
一
面
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
内
通

谷
の

村
落
の

な
か
に
は
貝
塚
市
蕎
原
や
和
泉
市
父
鬼
の
よ
う
に
葛
城
修
験
の
影
響
が
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1．貝塚市蕎原

2．岬町西畑

3．貝塚市三松

4．和泉市府中

5．岬町小島

6．泉南市岡田

7．阪南市尾崎（エビノ）

8．泉南市樽井（国市場）

9．堺市宿院

図2　調査地位置図

33



国立歴史民俗博物館研究報告　第67集（1996）

強

く
残
る
も
の
が
み
ら
れ
る
。
現
在
に
い
た
っ
て
も
こ
の
地
域
は
バ
ス
の
便
も
悪
く

過
疎
化
の

進
行
が
み

ら
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

　
ま
た
山
間
部
村
落
の
な
か
で
も
平
野
に
近
い
外
通
谷
に
立
地
す
る
村
落
に
は
貝
塚

市
水
間
、
岸
和
田
市
内
畑
の
よ
う
に
比
較
的
大
き
な
集
落
が
営
ま
れ
て
い
る
。
こ
の

地
域

は
水
間
鉄
道
（
水
間
～
貝
塚
）
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
海
岸
部
と
の
交

通
が
比
較
的
発
達

し
て
い
る
ほ
か
に
、
国
道
三
一
〇
号
線
の
よ
う
に
外
通
谷
同
志
の

交
通
も
よ
く
、
古
く
か
ら
婚
姻
圏
な
ど
を
構
成
し
て
き
て
い
る
。

　
平
野
部
に
分
布
す
る
村
落
は
典
型
的
な
集
村
形
態
を
と
る
も
の
が
多
い
。
生
業
は

基
本
的
に

は
水
田
稲
作
を
基
盤
と
し
、
タ
マ
ネ
ギ
を
は
じ
め
と
す
る
野
菜
栽
培
や
花

卉
栽
培
も
盛
ん
で
あ
る
。
こ
の
地
域
は
交
通
の
便
も
よ
い
た
め
ほ
と
ん
ど
の
農
家
は

兼
業
化

し
て
い
る
。
近
世
以
来
綿
作
地
帯
で
あ
っ
た
が
、
大
正
時
代
以
降
は
タ
オ
ル

生
産

を
は
じ
め
と
す
る
繊
維
工
業
が
盛
ん
と
な
り
、
近
年
で
は
大
規
模
な
住
宅
開
発

も
所
々
で
み
ら
れ
る
。
和
泉
地
域
は
和
泉
山
脈
に
源
を
発
し
大
阪
湾
に
流
れ
こ
む
河

川
が
何
本
か
流
れ
て
い
る
が
、
こ
の
地
域
の
水
田
の
用
水
源
は
基
本
的
に
は
こ
れ
ら

の

河
川
に
依
存
し
て
お
り
、
同
じ
川
か
ら
引
水
す
る
村
落
は
水
郷
と
い
う
村
落
連
合

　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

を
形
成
し
て
い
る
。
こ
の
水
郷
は
し
ば
し
ば
神
社
祭
祀
を
共
同
す
る
宮
郷
と
も
重

な
っ
て
い
て
、
平
野
部
の
村
落
に
と
っ
て
は
谷
筋
ご
と
の
村
落
結
合
は
き
わ
め
て
強

固
な
も
の
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
複
数
村
落
か
ら
な
る
広
場
の
形
態
に
も
注
目
す
る

必
要
が
あ
ろ
う
。

　
海
岸
部
に
も
多
く
の
集
落
が
分
布
し
て
い
る
。
南
海
本
線
な
ど
の
鉄
道
、
あ
る
い

は
国
道
二
六
号
線
な
ど
和
泉
地
方
の
主
要
交
通
は
現
在
こ
の
地
域
に
集
中
し
て
お
り
、

関
西
空
港
の
開
港
は
こ
の
傾
向
に
ま
す
ま
す
拍
車
を
か
け
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
こ

の

よ
う
に
岸
部
に
主
要
交
通
が
集
ま
る
の
は
古
く
か
ら
の
こ
と
で
、
中
世
に
熊
野
参

り
の
人
々
が
連
な
る
蟻
の
よ
う
に
南
を
め
ざ
し
た
の
も
や
は
り
こ
の
地
域
で
あ
っ
た
。

海
岸
部
の

集
落

は
そ
の
規
模
を
基
準
と
し
て
三
つ
に
分
類
で
き
る
、
第
一
は
堺
を
始

め
と
す
る
、
岸
和
田
、
貝
塚
、
泉
大
津
、
泉
佐
野
と
い
っ
た
都
市
集
落
で
あ
る
。
こ

れ

ら
の
都
市
群
の
歴
史
的
性
格
は
、
中
世
自
治
都
市
の
伝
統
を
引
く
堺
、
近
世
城
下

町
か

ら
発
展
し
た
岸
和
田
、
浄
土
真
宗
の
寺
内
町
が
母
体
に
な
っ
た
貝
塚
、
古
く
か

ら
の
漁
港
か
ら
発
展
し
た
泉
佐
野
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
都
市
に
お
い

て

現
在
商
工
業
が
発
達
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
い
ず
れ
に
お

い
て

も
漁
港
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。
次
な
る
分
類
と
し
て
泉
南

市
岡
田
浦
、
阪
南
市
尾
崎
、
堺
市
大
津
、
岬
町
淡
輪
な
ど
町
場
的
雰
囲
気
の
強
い
中

規
模
の
集
落
が
あ
げ
あ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
集
落
は
一
応
漁
村
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ

と
が
可
能
だ
が
、
個
々
に
分
析
し
て
み
る
と
集
落
内
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
共
存

し
て
い
る
こ
と
に
き
つ
く
。
最
後
の
分
類
と
し
て
集
落
規
模
が
小
さ
な
漁
村
が
あ
げ

ら
れ
る
。
岬
町
小
鳥
、
阪
南
市
箱
作
な
ど
が
そ
の
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
れ

ら
の
集
落
で
は
地
形
的
な
制
約
も
あ
っ
て
漁
業
が
生
業
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。

　
以
上
早
口

で
説
明

を
加
え
て
き
た
和
泉
地
方
の
村
落
ー
都
市
に
お
け
る
広
場
の
様

相
を
以
下
紹
介
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

三
　
単
独
村
落
の
広
場

　
最
初
に
取
り
上
げ
る
の
は
単
独
村
落
に
お
け
る
広
場
の
様
相
で
あ
る
。
先
に
述
べ

た
地
形
的
な
分
類
に
従
い
山
間
部
、
平
野
部
、
海
岸
部
の
展
開
的
な
村
落
広
場
の
事
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例
を
述
べ
て
い
き
た
い
。

（貝
塚
市
蕎
原
）

　
山
間
部
村
落
の
事
例
と
し
て
貝
塚
市
蕎
原
と
岬
町
西
畑
を
と
り
あ
げ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
蕎
原

は
貝
塚
市
を
貫
通
し
て
流
れ
る
近
木
川
の
最
上
流
に
位
置
し
て
い
る
。
先
に

述
べ
た
和
泉
山
脈
の
内
通
谷
に
立
地
し
、
周
囲
を
山
に
よ
っ
て
完
全
に
囲
ま
れ
た
小

盆
地
に

集
落
が
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
な
地
形
的
制
約
の
せ
い
も
あ
っ
て
、
明
治
三

　
　
　
（
2
2
）

年
の

「
人
員
帳
面
」
と
い
う
史
料
に
よ
れ
ば
九
四
％
が
村
内
婚
で
あ
る
。
現
在
の
戸

数
は
八
〇
軒
で
あ
る
。

　
蕎
原

は
和
泉
葛
城
山
の
山
懐
に
所
在
し
て
い
る
の
だ
が
、
和
泉
葛
城
山
は
古
く
か

ら
葛
城
修
験
の
中
心
的
な
行
場
と
し
て
知
ら
れ
て
き
た
。
山
頂
に
は
八
大
龍
王
社
が

鎮
座

し
て
い
る
が
、
こ
の
神
社
は
蕎
原
を
含
む
山
麓
五
ヵ
村
に
よ
っ
て
共
同
祭
祀
さ

れ

る
神
社
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
和
泉
葛
城
山
は
和
泉
国
の
雨
乞
い
の
山
で
も
あ
っ
た
。

盆
地
中
央
に
近
木
川
が
流
れ
そ
の
水
を
利
用
し
て
盆
地
の
平
坦
部
は
水
田
と
し
て
利

　
　
　
　
（
2
3
）

用
さ
れ
て
い
る
。
盆
地
の
両
側
は
切
り
立
っ
た
山
地
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
山
ぎ

わ
部
分
に
環
状
に
屋
敷
地
が
続
い
て
い
る
。
集
落
は
七
つ
の
垣
内
（
小
集
落
）
か
ら

な
り
、
そ
の
内
近
木
川
右
岸
の
堂
垣
内
に
蕎
原
の
広
場
で
あ
る
ド
ー
ノ
バ
が
あ
る
。

ド
ー
ノ
バ
の
中
心
と
な
る
の
は
浄
土
宗
寺
院
の
西
福
寺
と
天
神
社
で
あ
り
、
そ
の
周

辺
に

墓
地
（
現
在
は
火
葬
墓
、
か
つ
て
は
両
墓
制
の
詣
り
墓
）
、
公
民
館
、
最
近
で
き

た
老
人
会
館
な
ど
が
集
中
し
て
い
る
。
そ
の
他
の
宗
教
施
設
と
し
て
庚
申
塔
や
和
泉

葛
城
山
の
遥
拝
所
も
ド
ー
ノ
バ
の
一
角
に
あ
る
。
ま
た
現
在
の
公
民
館
の
場
所
は
か

つ
て

小
学
校
で
あ
り
、
蕎
原
の
主
要
な
施
設
は
ほ
と
ん
ど
が
ド
ー
ノ
バ
に
集
中
し
て

い

た
と
い
え
る
。
ド
ー
ノ
バ
に
お
け
る
神
社
、
寺
院
な
ど
諸
施
設
の
境
界
は
非
常
に

不
明
確
で
あ
る
。
こ
と
に
神
社
の
周
囲
を
墓
石
が
囲
む
光
景
は
一
種
異
様
で
も
あ
る
。

蕎
原
に

限

ら
ず
和
泉
地
方
山
間
部
の
村
落
で
は
神
社
と
寺
院
が
空
間
的
に
も
機
能
的

に

も
潭
然
一
体
と
な
っ
た
例
が
多
い
。
蕎
原
に
も
西
座
、
東
座
と
い
う
ふ
た
つ
の
宮

座
が
あ
る
が
、
正
月
座
と
呼
ば
れ
る
年
頭
の
寄
合
は
西
福
寺
で
営
ま
れ
る
。
神
社
の

祭
祀
も
も
ち
ろ
ん
こ
の
両
座
が
執
り
行
う
の
で
こ
れ
ら
の
座
は
宮
座
と
い
っ
て
も
寺

座

と
い
っ
て
も
間
違
い
で
は
な
い
。
た
だ
ド
ー
ノ
バ
が
そ
の
集
合
の
場
で
あ
る
こ
と

は
確
か
で
あ
る
。
ま
た
盆
踊
り
な
ど
の
行
事
の
場
と
な
る
の
も
こ
の
ド
ー
ノ
バ
で
あ

る
。
集
落
の
あ
ら
ゆ
る
施
設
が
ド
ー
ノ
バ
に
集
中
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
行
事
、

祭
礼
の
空
間
も
そ
こ
が
舞
台
と
な
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
ド
ー
ノ
バ
は
ま
さ
し
く

蕎
原
の

村
落
空
間
の
中
心
点
で
あ
る
と
い
え
る
。

（岬
町
西
畑
）

　
西
畑

は
大
阪
府
最
南
端
の
町
、
岬
町
の
山
間
盆
地
に
所
在
す
る
村
落
で
あ
る
。
集

落

は
西
川
中
流
の
池
谷
と
上
流
の
佐
瀬
川
に
別
れ
る
が
こ
こ
で
は
池
谷
の
広
場
に
つ

い
て
述
べ
る
。

　
池
谷
の
集
落
は
西
川
に
そ
っ
て
広
が
る
狭
い
盆
地
に
立
地
し
て
お
り
、
谷
沿
い
の

狭
い
平
地
を
利
用
し
た
水
田
稲
作
と
、
最
近
で
は
植
木
栽
培
、
椎
茸
栽
培
な
ど
が
主

要

な
生
業
で
あ
る
。
山
間
に
所
在
す
る
も
の
の
、
周
辺
の
山
は
大
半
が
雑
木
山
で
林

業
は
盛
ん
と
は
い
え
な
い
。
人
家
は
一
ヶ
所
に
密
集
し
て
お
り
、
道
沿
い
に
家
が
長
々

と
続
く
蕎
原
の
景
観
と
は
や
や
異
な
っ
て
い
る
。
広
場
は
集
落
の
中
心
を
南
北
に
貫

く
道
か
ら
少
し
入
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
広
場
に
は
特
定
の
名
称
は
な
く
単
に
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「
公
民
館
の

バ
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
名
の
通
り
狭
い
広
場
に
接
し
て
公
民
館

（集
会
所
）
と
共
同
の
精
米
所
が
建
っ
て
い
る
。
ま
た
広
場
の
西
側
に
は
薬
師
堂
が

あ
る
。
こ
の
薬
師
堂
は
K
家
が
祀
っ
て
い
る
仏
堂
で
あ
る
が
、
毎
年
五
月
に
は
甘
茶

を
供
え
る
祭
り
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
の
広
場
で
行
な
わ
れ
る
最
大
の
行
事
は
八
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

十
四

日
か
ら
十
六
日
に
か
け
て
行
な
わ
れ
る
盆
踊
り
で
あ
る
。
西
畑
の
盆
踊
り
は
「
ま

か

せ
」
と
呼
ば
れ
る
独
特
の
も
の
で
あ
る
が
、
毎
日
盆
踊
り
が
始
ま
る
前
に
世
話
役

の

も
の
が
薬
師
堂
を
皮
切
り
に
、
八
幡
社
、
弁
天
社
な
ど
の
村
内
の
神
社
を
提
灯
を

も
っ
て
行
列
し
て
ま
わ
り
、
各
社
に
献
灯
す
る
と
い
う
興
味
深
い
行
事
が
行
な
わ
れ

て

い

る
。
こ
の
時
に
は
タ
イ
コ
を
叩
き
な
が
ら
行
進
し
「
ま
か
せ
」
と
は
ま
た
異
な
っ

た
唄
が
唄
わ
れ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
和
泉
地
方
山
間
部
の
村
落
で
は
広
場
の

周
辺
に
寺
院
、
神
社
が
集
中
し
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
西
畑
で

は
男
の
神
と
い
わ
れ
る
八
幡
社
と
、
女
の
神
で
あ
る
弁
天
社
が
い
ず
れ
も
集
落
の
外

れ
に

所
在

し
て
お
り
、
広
場
と
は
離
れ
て
い
る
。
盆
踊
り
の
前
の
こ
の
よ
う
な
行
事

は
、
盆
踊
り
の
場
に
神
社
か
ら
神
霊
を
招
く
と
い
う
宗
教
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
と

考

え
ら
れ
る
が
、
空
間
的
に
い
え
ば
広
場
と
神
社
が
離
れ
て
い
る
が
た
め
に
こ
の
よ

う
な
行
事
が
必
要
と
な
っ
た
も
の
と
も
い
え
る
。
神
社
に
隣
接
し
な
い
広
場
で
宗
教

的
な

行
事
を
行
な
う
場
合
に
は
、
神
社
か
ら
の
神
の
移
動
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
知
る
上
で
重
要
な
事
例
で
あ
ろ
う
。

（貝
塚
市
三
松
）

　
平
野
部
村
落
の

事
例
と
し
て
は
貝
塚
市
三
松
と
和
泉
市
府
中
を
と
り
あ
げ
る
こ
と

と
す
る
。

　
三
松
は

貝
塚
寺
内
町
か
ら
水
間
寺
に
向
う
水
間
街
道
に
沿
っ
た
村
で
あ
る
が
、
村

落
形
態
は

典
型
的
な
集
村
で
あ
る
。
集
落
の
周
囲
は
水
田
が
ほ
と
ん
ど
で
、
タ
マ
ネ

ギ
生
産
も
盛
ん
で
あ
る
。
ま
た
か
つ
て
は
再
生
紙
を
中
心
と
す
る
紙
漉
き
の
村
と
し

て

も
知
ら
れ
て
い
た
。
神
社
は
隣
村
の
森
に
あ
る
稲
荷
神
社
を
付
近
の
村
落
と
共
同

で

ま
つ
っ
て
い
る
た
め
村
内
に
は
な
い
。
村
組
は
上
村
と
下
村
に
別
れ
、
そ
の
境
目

の

と
こ
ろ
に
ド
ー
ノ
バ
と
呼
ば
れ
る
広
場
が
あ
る
。
ド
ー
ノ
バ
は
集
落
全
体
の
中
心

の

位
置

を
し
め
る
。
ド
ー
ノ
バ
に
面
し
て
カ
イ
ジ
ョ
ウ
と
呼
ば
れ
る
青
年
会
館
が
あ

る
。
青
年
会
館
と
は
い
っ
て
も
村
落
の
あ
ら
ゆ
る
会
合
は
こ
こ
で
行
な
わ
れ
る
。
広

場
の
南
に

は
ダ
ン
ジ
リ
小
屋
が
あ
り
、
ま
た
か
つ
て
は
広
場
の
片
隅
に
小
さ
な
溜
池

が

あ
っ
て
そ
こ
に
だ
ん
じ
り
の
車
輪
が
年
中
つ
け
て
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
カ
イ

ジ
ョ
ウ
に
接
し
て
石
仏
が
い
く
つ
か
並
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
は
羅
漢
様
と
呼
ば
れ
て

い

る
。
ド
ー
ノ
バ
な
る
名
称
は
青
年
会
館
が
か
つ
て
は
仏
堂
で
あ
っ
た
可
能
性
を
示

唆
す

る
が
、
現
在
館
内
に
は
神
仏
は
な
に
も
祀
ら
れ
て
い
な
い
。
現
在
の
ド
ー
ノ
バ

は
近
所
の
人
の
駐
車
場
と
化
し
た
感
が
あ
る
が
、
年
中
行
事
の
時
に
は
自
動
車
は

ド
ー
ノ
バ
か
ら
消
え
、
旧
来
の
景
観
が
よ
み
が
え
る
。
ド
ー
ノ
バ
が
村
落
生
活
の
な

か

で

も
も
っ
と
も
そ
の
機
能
を
発
揮
す
る
の
は
八
月
の
盆
前
後
で
あ
ろ
う
。
こ
と
に

チ
ャ
ン
チ
ャ
ン
ヒ
キ
と
い
う
行
事
に
は
ド
ー
ノ
バ
の
性
格
が
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
5
）

る
と
思
わ
れ
る
の
で
以
下
こ
の
概
要
を
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

チ
ャ
ン
チ
ャ
ン
ヒ
キ
行
事
は
永
く
伝
承
さ
れ
て
き
た
三
松
の
伝
統
行
事
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
昭
和
三
六
年
を
最
後
に
チ
ャ
ン
チ
ャ
ン
ヒ
キ
は
お
こ
な
わ
れ
な
く
な
っ
た
。

こ
の
行
事
の
中
心
と
な
る
の
は
ネ
ン
ギ
ン
と
呼
ば
れ
る
そ
の
年
に
十
八
才
に
な
っ
た

男
子
で
あ
る
が
、
行
事
の
練
習
が
受
験
勉
強
の
障
害
に
な
る
と
い
う
い
か
に
も
現
代
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的
な

理
由
で
行
事
は
一
旦
廃
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
昭
和
六
二
年
に
な
っ

て

有
志
に

よ
っ
て
再
び
行
事
が
再
興
さ
れ
た
。
か
つ
て
の
行
事
を
さ
さ
え
た
十
八
才

の
少
年
達

は
す
で
に
中
年
の
域
に
達
し
て
い
た
が
、
か
れ
ら
が
中
心
と
な
り
保
存
会

が
結
成

さ
れ
た
た
め
現
在
の
チ
ャ
ン
チ
ャ
ン
ヒ
キ
は
中
年
の
男
子
に
よ
っ
て
執
行
さ

れ
て

い

る
。
ま
た
か
つ
て
は
八
月
一
日
か
ら
六
日
ま
で
念
仏
の
練
習
を
し
、
七
日
の

牛
神
祭
か

ら
十
五
日
ま
で
が
本
番
で
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
念
仏
を
マ
ス
タ
ー
し
た

壮
年
の

者
が
行
事
の
主
役
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
練
習
は
な
く
、
ま
た
本
番
も
八
月

十
四

日
の
晩
の
み
と
な
っ
て
い
る
。

　
そ
も
そ
も
三
松
で
は
十
八
才
が
村
入
り
の
年
令
で
、
正
月
二
日
に
十
八
才
に
達
し

た

男
子
は
村
年
寄
り
の
家
に
集
ま
っ
て
挨
拶
を
し
村
入
り
を
許
さ
れ
た
。
ネ
ン
ギ
ン

と
呼
ば
れ
る
十
八
才
の
青
年
達
は
そ
の
一
年
間
村
の
あ
ら
ゆ
る
行
事
に
奉
仕
す
る
義

務
を
与
え
ら
れ
る
。
盆
の
チ
ャ
ン
チ
ャ
ン
ヒ
キ
も
そ
の
一
環
で
あ
る
。
チ
ャ
ン
チ
ャ

ン

ヒ
キ
の
指
導
に
あ
た
る
の
は
代
々
K
家
の
当
主
と
決
ま
っ
て
お
り
、
七
月
三
一
日

に

ネ
ン
ギ
ン
は
K
家
に
太
鼓
を
持
っ
て
挨
拶
に
い
っ
た
。
翌
日
の
八
月
一
日
か
ら
い

よ
い
よ
念
仏
の
稽
古
が
始
め
ら
れ
る
。
念
仏
は
「
明
土
行
念
仏
」
と
呼
ば
れ
る
も
の

で
、
全
員
で
こ
れ
を
と
な
え
る
の
で
あ
る
。
太
鼓
と
カ
ネ
が
使
わ
れ
る
が
、
太
鼓
は

一
人
が
肩
に

担
い
で
一
人
が
そ
れ
を
叩
き
な
が
ら
村
中
を
ま
わ
る
の
で
あ
る
。
ル
ー

ト
も
な
か
な
か
複
雑
で
、
稽
古
の
と
き
に
は
道
順
の
伝
授
も
行
な
わ
れ
た
。
稽
古
は

六
日
ま
で
続
け
ら
れ
最
終
日
に
は
一
人
一
人
通
し
て
念
仏
を
唱
え
ら
れ
る
か
ど
う
か

試
験
が

あ
っ
た
と
い
う
。
各
自
家
に
帰
っ
て
か
ら
も
必
死
で
稽
古
を
し
た
と
保
存
会

の

メ
ン
バ
ー
は
口
を
そ
ろ
え
て
語
る
。
八
月
五
日
に
は
ヤ
ラ
セ
イ
と
呼
ば
れ
る
牛
神

祭

り
の
準
備
が
行
な
わ
れ
る
。
牛
神
は
そ
の
名
の
と
お
り
牛
の
神
で
あ
る
が
、
和
泉

地
方
で
は
八
月
七
日
（
か
つ
て
は
旧
暦
七
月
七
日
）
が
そ
の
祭
り
の
日
で
あ
る
。
集

落
の

西
側
に

は
近
木
川
が
流
れ
て
お
り
川
に
か
か
る
橋
を
わ
た
っ
た
と
こ
ろ
が
牛
神

の
祭
場
で
あ
る
。
ネ
ン
ギ
ン
た
ち
は
そ
こ
に
土
で
牛
を
作
る
作
業
を
す
る
。
八
月
七

日
の
晩
か
ら
毎
晩
チ
ャ
ン
チ
ャ
ン
ヒ
キ
が
は
じ
め
ら
れ
る
。
ま
ず
一
同
は
ド
ー
ノ
バ

を
起
点
に
念
仏
を
と
な
え
な
が
ら
集
落
を
ま
わ
る
。
コ
ー
ス
は
ド
ー
ノ
バ
か
ら
集
落

の

中
の
道
を
北
に
進
み
、
北
端
の
ア
ミ
ダ
山
と
い
う
と
こ
ろ
で
引
き
返
す
。
今
度
は

別
の

道
を
通
っ
て
集
落
を
八
の
字
に
ま
わ
り
水
間
街
道
に
出
る
。
水
間
街
道
に
入
っ

た
と
こ
ろ
で
念
仏
の
リ
ズ
ム
は
早
く
な
る
の
が
き
ま
り
で
あ
る
。
水
間
街
道
は
貝
塚

と
水
間
寺
を
つ
な
ぐ
古
い
街
道
で
あ
る
が
、
そ
の
街
道
を
真
っ
す
ぐ
南
に
進
み
、
隣

村
の
水
間
村
と
の
村
境
に
建
つ
地
蔵
堂
の
と
こ
ろ
ま
で
く
る
と
そ
こ
で
と
ま
り
念
仏

を
三
回
繰
り
か
え
す
。
再
び
水
間
街
道
を
南
に
進
み
細
い
道
を
東
に
入
る
と
山
際
に

墓
地
が

あ
る
。
墓
地
中
央
の
無
縁
仏
を
集
め
て
あ
る
場
所
の
前
で
ま
た
念
仏
を
五
回

繰
り
返
す
の
で
あ
る
。
か
つ
て
は
こ
の
墓
地
の
あ
た
り
は
人
家
も
な
く
、
非
常
に
恐

ろ
し
か
っ
た
と
い
う
。
ネ
ン
ギ
ン
の
人
数
は
年
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
数
が
少
な
い

年

な
ど
は
こ
の
辺
り
で
は
足
が
す
く
ん
だ
と
保
存
会
の
面
々
は
語
る
。
墓
地
で
の
念

仏

を
終
え
る
と
先
に
来
た
水
間
街
道
を
引
き
返
し
、
ド
ー
ノ
バ
の
羅
漢
さ
ん
の
前
で

念
仏
を
と
な
え
一
日
の
行
事
を
終
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
十
五
日
ま
で
毎
日
繰
り

か

え
し
た
の
で
あ
る
が
、
盆
の
十
三
日
か
ら
十
五
日
は
ド
ー
ノ
バ
に
は
櫓
が
た
て
ら

れ
盆
踊

り
が
行
な
わ
れ
る
。
盆
踊
り
の
準
備
を
す
る
の
も
や
は
り
ネ
ン
ギ
ン
で
あ
っ

た
の
で
こ
の
時
に
は
た
い
へ
ん
忙
し
か
っ
た
と
い
う
。

　
以
上
が
三
松
の

盆
行
事
チ
ャ

ン

チ
ャ
ン
ヒ
キ
の
概
要
で
あ
る
。
こ
の
行
事
に
は
村

人
の

空
間
的
な
認
識
が
象
徴
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
チ
ャ
ン
チ
ャ
ン
ヒ
キ
の
出
発
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点
に

あ
た
る
ド
ー
ノ
バ
は
集
落
の
空
間
的
な
中
心
で
あ
り
、
村
落
の
共
同
生
活
に
お

い
て

も
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
空
間
で
あ
る
。
こ
の
広
場
か
ら
出
発
し
、
ま
た
広

場
に

帰
っ
て
く
る
こ
と
は
、
機
能
的
に
い
え
ば
ネ
ン
ギ
ン
達
が
こ
の
行
を
遂
行
し
て

い

る
こ
と
を
村
全
体
に
も
っ
と
も
効
果
的
に
知
ら
せ
る
意
味
を
も
っ
て
い
る
し
、
象

徴
的
に

は
村
全
体
の
死
者
供
養
の
完
結
を
空
間
的
に
表
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
三
松

だ

け
で
は
な
く
近
畿
地
方
平
野
部
の
集
落
は
コ
ン
パ
ク
ト
な
集
村
形
態
を
と
る
も
の

が
多
い
が
、
こ
の
よ
う
な
村
落
で
は
村
の
境
界
が
よ
り
強
く
意
識
さ
れ
る
。
三
松
に

お

け
る
ア
ミ
ダ
山
や
辻
堂
は
と
く
に
村
人
に
強
く
意
識
さ
れ
る
境
界
空
間
と
い
え
る
。

村
落
空
間
の
中
心
に
位
置
す
る
広
場
ド
ー
ノ
バ
か
ら
念
仏
行
を
始
め
ア
ミ
ダ
山
や
辻

堂

な
ど
の
境
界
空
間
を
巡
り
、
境
界
の
外
に
あ
る
墓
地
で
供
養
し
、
再
び
ド
ー
ノ
バ

に

も
ど
っ
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
チ
ャ
ン
チ
ャ
ン
ヒ
キ
の
行
は
、
広
場
を
中

心
に

持

ち
集
落
、
水
田
が
そ
の
ま
わ
り
を
同
心
円
的
に
か
こ
む
と
い
う
三
松
の
村
落

空
間
の
構
成
に
対
応
し
た
、
宗
教
的
な
意
味
世
界
を
完
結
す
る
の
で
あ
る
。
広
場
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

象
徴
的
に
も
そ
の
中
心
を
構
成
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

（和
泉
市
府
中
）

　
府
中
は
そ
の
名
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
か
つ
て
の
和
泉
国
の
国
府
の
お
か
れ
た
場

所
で

あ
る
。
鎮
守
社
は
式
内
社
の
泉
井
上
神
社
で
あ
る
が
、
こ
の
名
は
境
内
の
清
水

に

由
来
し
て
い
る
。
そ
し
て
和
泉
な
る
国
名
も
こ
の
清
水
に
由
来
す
る
と
い
わ
れ
て

い

る
。
現
在
で
は
集
落
の
す
ぐ
西
側
に
』
肉
阪
和
線
の
和
泉
府
中
駅
が
で
き
、
周
辺
は

商
店
の

集
中
す
る
繁
華
街
で
あ
り
、
ま
た
市
役
所
な
ど
公
共
施
設
の
な
ら
ぶ
地
域
で

も
あ
る
。
古
代
以
来
の
重
要
地
点
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
古
く
か
ら
交
通
が
発
達
し
、

現
在
の
集
落
内
に
も
南
北
に
小
栗
街
道
が
走
っ
て
い
る
。
こ
の
街
道
は
中
世
に
は
熊

野
詣
で
の

人
々

で
賑
わ

っ

た

街
道
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
現
在
で
は
多
分
に
都
市
的

要
素
の

強
い
府
中
で
あ
る
が
、
近
世
に
も
あ
る
程
度
在
郷
町
的
雰
囲
気
を
持
つ
集
落

で
あ
っ
た
ら
し
い
。
泉
井
上
神
社
付
近
の
村
組
で
あ
る
市
辺
町
（
府
中
で
は
村
組
の

こ
と
を
町
と
よ
ん
で
い
る
。
）
の
名
は
そ
れ
を
よ
く
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ま

た
集
落
の
周
辺
に
は
水
田
が
広
が
っ
て
お
り
、
千
三
百
石
を
越
す
村
高
を
持
つ
大
き

な
農
村
で
も
あ
っ
た
。
景
観
的
に
は
完
全
な
集
村
で
あ
る
。
村
全
体
の
鎮
守
は
泉
井

上
神
社
で
あ
る
が
、
各
町
に
も
そ
れ
ぞ
れ
神
社
が
ま
つ
ら
れ
て
い
た
。
さ
て
こ
の
府

中
村
の
広
場
と
し
て
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
泉
井
上
神
社
の
御
旅
所
で
あ
っ
た
御
館

山
で
あ
る
。
こ
の
場
所
は
神
社
か
ら
東
の
方
向
に
ク
ネ
ク
ネ
と
集
落
内
を
通
っ
て
伸

び

る
御
幸
道
と
い
う
道
路
を
行
く
と
突
き
当
た
り
に
あ
る
広
場
で
、
現
在
は
公
園
に

な
っ
て
い
る
。
現
在
で
は
遊
具
の
ほ
か
に
は
な
に
も
な
い
が
相
当
な
面
積
で
あ
る
。

こ
の
場
所
に
は
か
つ
て
和
泉
神
社
と
い
う
小
社
が
あ
っ
た
と
泉
井
上
神
社
で
は
伝
え

て

お

り
、
更
に
古
い
時
代
に
は
和
泉
国
府
の
役
所
が
あ
っ
た
と
い
う
伝
承
が
残
っ
て

（
2
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

い

る
。
和
泉
市
教
育
委
員
会
で
発
掘
し
た
と
こ
ろ
建
物
跡
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
。

　

さ
て
こ
の
御
館
山
で
あ
る
が
、
泉
井
上
神
社
で
は
相
当
古
い
時
期
に
神
幸
祭
は
中

止

さ
れ
て
お
り
、
現
在
の
秋
祭
り
も
だ
ん
じ
り
の
曳
行
を
中
心
と
し
た
も
の
に
な
っ

て

い

る
が
、
神
社
で
も
ま
た
地
区
で
も
御
館
山
は
か
つ
て
は
御
旅
所
で
あ
っ
た
と
い

う
伝
承
が
残
っ
て
い
る
。
但
し
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
史
料
も
な
く
不
明
で
あ
る
。

こ
の
御
館
山
に
つ
い
て
は
天
明
二
年
に
こ
の
地
域
に
起
こ
っ
た
千
原
騒
動
と
い
う
百

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

姓
一
揆
の
際
に
結
集
の
場
と
な
っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
年
は
全
国
的
に
不

作
で
あ
っ
た
が
、
泉
州
の
一
橋
領
五
四
ヶ
村
の
年
貢
滅
免
の
願
い
は
領
主
に
よ
っ
て

39



国立歴史民俗博物館研究報告　第67集（1996）

は
ね
つ
け
ら
れ
た
。
激
昂
し
た
農
民
た
ち
は
所
々
の
山
や
池
堤
で
寄
合
を
繰
り
返
し
、

つ
い
に

八
月
二
十
日
府
中
村
の
御
館
山
に
屯
集
し
、
掛
屋
川
上
庄
助
宅
を
う
ち
こ
わ

し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
一
揆
の
際
の
結
集
の
場
は
日
常
的
に
も
さ
ま
ざ
ま
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

寄
合
、
行
事
の
場
と
な
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
一
揆
の
時
に
神
輿
が
担

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

ぎ
だ
さ
れ
る
と
い
う
事
例
も
多
く
あ
る
が
、
和
泉
府
中
の
御
旅
所
御
館
山
が
一
揆
の

結
集
の
場
と
な
っ
た
こ
と
は
、
祭
礼
と
一
揆
と
の
深
層
で
の
関
連
を
示
唆
す
る
好
事

例
と
い
え
る
。

（岬
町
小
島
）

　
海
岸
部
の
村
落
と
し
て
岬
町
小
島
と
泉
南
市
岡
田
を
と
り
あ
げ
た
。

　
岬
町

は
大
阪
府
の
最
南
端
、
和
歌
山
県
に
隣
接
す
る
町
で
あ
る
が
、
小
島
は
そ
の

岬
町
で

も
も
っ
と
も
南
の
大
阪
最
南
端
の
村
落
で
あ
る
。
和
泉
山
脈
は
こ
の
場
所
で

紀
淡
海
峡

に
つ
き
あ
た
っ
て
い
る
た
め
に
小
島
で
は
海
岸
か
ら
す
ぐ
傾
斜
地
が
始

ま
っ
て
い
る
。
こ
の
傾
斜
地
に
扇
型
で
ビ
ッ
シ
リ
と
人
家
が
密
集
す
る
い
か
に
も
漁

村
ら
し
い
景
観
の
村
が
小
島
で
あ
る
。
小
島
で
は
こ
の
よ
う
な
地
形
で
あ
る
た
め
耕

地

は
ほ
と
ん
ど
な
く
住
民
の
大
半
は
漁
業
に
従
事
し
て
い
た
。
大
阪
で
は
唯
一
と

い

っ

て

よ
い
純
漁
村
で
あ
る
。
大
阪
湾
の
漁
業
は
、
次
に
述
べ
る
岡
田
に
代
表
さ
れ

る
よ
う
に
底
引
き
網
や
地
引
き
網
を
中
心
と
し
た
も
の
で
戦
前
ま
で
は
網
元
制
と
深

く
結
び
つ
き
な
が
ら
発
展
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
小
島
の
漁
業
は
個
人
所
有
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

小
型
船
に

よ
る
釣
り
漁
を
中
心
と
し
た
も
の
で
古
く
か
ら
網
元
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

隣
接
す
る
和
歌
山
県
の
漁
業
の
特
色
を
も
つ
村
と
い
え
よ
う
。

　
小
島
の
鎮
守
の
住
吉
神
社
は
海
岸
か
ら
少
し
階
段
を
昇
っ
た
場
所
に
鎮
座
し
て
い

る
。
集
落
の
北
端
に
あ
た
る
場
所
で
あ
る
。
住
吉
神
社
の
社
名
を
み
る
ま
で
も
な
く

海
の

神
で

あ
る
。
こ
の
小
島
の
広
場
は
神
社
の
前
の
浜
で
あ
る
。
現
在
で
は
こ
の
場

所

は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
護
岸
が
し
て
あ
り
、
桟
橋
に
は
多
く
の
漁
船
が
繋
留
し
て
あ

る
が
、
か
つ
て
は
砂
浜
で
船
は
浜
に
乗
り
上
げ
て
停
め
て
あ
っ
た
。
村
の
人
々
は
こ

の

場
所
を
オ
ド
リ
バ
と
呼
ん
で
い
る
。
オ
ド
リ
バ
と
い
う
名
は
こ
の
場
所
で
盆
踊
り

を
す
る
と
こ
ろ
か
ら
き
て
い
る
。
小
島
の
盆
踊
り
は
か
つ
て
青
年
団
に
よ
っ
て
主
催

さ
れ
、
非
常
に
賑
わ
っ
た
が
、
近
年
中
止
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
オ
ド
リ
バ
は
盆
踊
り

の

み

な
ら
ず
正
月
十
四
日
の
ト
ン
ド
、
盆
の
先
祖
送
り
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
の
場

と
な
っ
て
い
る
。
小
島
は
海
岸
の
傾
斜
地
で
あ
る
た
め
浜
を
お
い
て
他
に
広
場
を
設

け
る
余
地
は
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
小
島
の
よ
う
に
耕
地
を
も
た
な
い
海
辺
の
純
漁
村
に
お
い
て
は
、
海
自
身
が

生
業

を
担
う
村
落
空
間
の
一
部
と
し
て
強
く
認
識
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
平
野
部
の

村
落
に
お
け
る
、
水
田
や
畑
の
位
置
を
海
が
占
め
て
い
る
と
い
え
る
。
浜
は
陸
上
に

の

み

目
を
向
け
た
時
に
は
、
村
落
空
間
の
端
部
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
が
、
海
を
生

業
空
間
と
し
て
村
落
空
間
の
中
に
位
置
づ
け
た
時
に
は
ま
さ
し
く
そ
の
中
心
に
浜
が

位
置
す
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

（泉
南
市
岡
田
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

　
岡
田
も
海
岸
部
に
立
地
す
る
村
落
で
あ
る
。
現
在
は
集
落
を
南
北
に
断
ち
割
る
よ

う
に
南
海
本
線
が
走
り
、
村
内
に
岡
田
浦
駅
も
で
き
て
い
る
た
め
人
口
も
増
加
し
て

い

る
。
ま
た
海
岸
部
に
も
関
西
空
港
の
前
島
が
建
設
さ
れ
、
旧
来
の
景
観
は
急
激
に

変
わ

り
つ
つ
あ
る
。
今
後
は
さ
ら
な
る
変
化
が
こ
の
漁
村
に
訪
れ
る
こ
と
が
確
実
で
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あ
る
。
村
は
大
き
く
陸
方
と
浜
方
に
分
か
れ
る
。
ま
た
浜
方
は
さ
ら
に
北
出
、
中
出
、

西
出
と
い
う
三
つ
の
組
に
分
け
ら
れ
る
。
陸
方
、
浜
方
と
い
う
区
別
は
単
な
る
地
域

区
分
で
は
な
く
お
の
お
の
の
生
業
を
基
準
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
浜
方
は
漁
業
が
主

で
あ
り
、
陸
方
に
は
水
田
、
タ
マ
ネ
ギ
を
生
産
の
中
心
と
し
た
農
家
が
集
ま
っ
て
い

る
。
村
を
歩
い
て
い
て
も
陸
方
の
民
家
は
納
屋
な
ど
で
屋
敷
の
周
囲
を
囲
ん
だ
農
家

風
の

家
が
多
く
、
ま
た
浜
方
で
は
舟
板
を
壁
に
打
ち
付
け
た
瓦
葺
き
の
民
家
が
並
ぶ

と
い
っ
た
よ
う
に
両
者
の
差
は
景
観
的
に
も
顕
著
で
あ
る
。
漁
業
は
戦
前
ま
で
は
小

型
船
に
よ
る
巻
き
網
漁
と
地
曳
き
網
漁
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
戦
後
網
元
制
度
の
解

体
や

機
械
船
の

導
入
な
ど
に
よ
っ
て
底
引
き
網
漁
が
中
心
と
な
っ
た
。
特
に
カ
レ
イ

は

古

く
か
ら
の
岡
田
の
名
物
で
あ
る
。
近
年
で
は
海
底
に
ゴ
ミ
が
増
え
た
こ
と
も

あ
っ
て
底
引
き
網
漁
は
き
わ
め
て
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
り
、
ア
ナ
ゴ
漁
な
ど
が
漁
の

主
体
に

な
り
つ
つ
あ
る
。
現
在
で
は
比
較
的
近
海
の
漁
業
が
中
心
で
あ
る
が
、
近
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

に

は
盛
ん
に
関
東
地
方
へ
の
出
漁
が
な
さ
れ
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。
岡
田
は
こ

の

よ
う
に
陸
、
浜
の
顕
著
に
異
な
る
要
素
を
抱
え
た
村
で
あ
る
た
め
、
元
和
四
年
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

は
陸
方
、
浦
方
に
そ
れ
ぞ
れ
別
の
庄
屋
が
お
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
村

の

も
っ
と
も
東
端
、
つ
ま
り
も
っ
と
も
浜
か
ら
離
れ
た
場
所
に
鎮
守
の
里
外
神
社
が

鎮
座
す

る
。
こ
の
神
社
に
は
昭
和
十
年
頃
ま
で
は
宮
座
が
あ
り
、
や
は
り
浦
座
（
四

百
三
十
軒
）
と
陸
座
（
五
十
軒
）
に
分
か
れ
て
お
り
、
浦
座
は
さ
ら
に
中
、
北
、
西

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

の

三
座
に
分
か
れ
て
い
た
。
明
治
以
前
に
は
株
座
的
な
構
成
を
と
っ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
が
、
そ
れ
以
後
村
座
へ
と
変
化
し
て
い
る
。
陸
、
浦
の
さ
ま
ざ
ま
な
差
異
は
と

き
に
は
対
立
と
な
っ
て
表
面
化
し
た
よ
う
で
あ
る
。
神
社
祭
礼
を
め
ぐ
っ
て
も
、
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

保
五
年
に
若
者
た
ち
が
争
い
を
起
こ
し
て
い
る
。
先
に
も
記
し
た
よ
う
に
大
正
五
年

に

南
海
本
線
の

岡
田
浦
駅
が
で
き
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
現
在
で
は
大
阪
、
堺
方
面
に

勤
め

に

出
る
人
も
増
え
て
い
る
が
、
か
っ
て
は
村
の
生
業
は
お
お
よ
そ
農
業
4
、
商

業
2
、
漁
業
4
の
割
合
で
あ
っ
た
と
い
う
。
特
に
注
意
す
べ
き
は
商
業
の
存
在
で
あ

る
。
岡
田
の
村
を
南
北
に
孝
子
街
道
が
走
っ
て
い
る
が
、
こ
の
街
道
沿
い
に
か
っ
て

は
商
家
が
建
ち
並
ん
で
い
た
。
近
世
に
は
岡
田
は
漁
港
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
商

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

業
港
と
し
て
も
名
高
く
、
村
内
の
旧
家
赤
路
家
に
残
る
「
商
売
軍
談
記
」
（
延
享
五
年
）

に

は
赤
路
家
二
代
目
の
六
郎
兵
衛
が
廻
船
問
屋
と
し
て
全
国
の
港
を
股
に
か
け
て
活

躍

し
た
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
岡
田
は
ひ
と
つ
の
村
で
あ
り
な
が
ら
、

農
業
、
商
業
、
漁
業
の
三
要
素
が
混
在
す
る
と
い
う
複
雑
な
構
成
を
も
つ
村
落
で
あ

る
。　

次
に

岡
田
の
広
場
で
あ
る
エ
ベ
ッ
サ
ン
ノ
バ
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
集

落
の

東
端
に

あ
る
里
外
神
社
か
ら
浜
に
む
か
っ
て
の
び
る
道
と
、
孝
子
街
道
の
交
差

地
点
に

エ
ベ

ッ
サ
ン
ノ
バ
が
あ
る
。
位
置
的
に
は
集
落
の
ほ
ぼ
中
心
部
に
あ
た
っ
て

い

る
。
今
日
で
は
そ
の
敷
地
の
一
部
に
青
年
会
館
が
た
て
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も

戦
後
の

こ
と
で
、
か
つ
て
は
戎
社
の
小
さ
な
ほ
こ
ら
と
浜
方
の
地
車
小
屋
3
棟
が
広

場
の

片
隅
に
建
っ
て
い
た
。
戎
社
は
現
在
里
外
神
社
に
合
祀
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の

戎
社
が
エ
ベ
ッ
サ
ン
ノ
バ
と
い
う
広
場
の
名
前
の
も
と
と
な
っ
て
い
る
。
戎
神
に
は

漁
業
神
、
農
業
神
、
商
業
神
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
性
格
が
あ
る
が
、
岡
田
で
は
後
述
す

る
よ
う
に
漁
師
の
神
と
し
て
住
吉
社
が
あ
り
、
戎
社
の
鎮
座
す
る
場
所
が
商
家
が
な

ら
ぶ
孝
子
街
道
沿
い
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
こ
れ
を
商
業
神
と
み
る
の
が
妥
当
で

あ
ろ
う
。
ま
た
か
っ
て
エ
ベ
ッ
サ
ン
ノ
バ
に
あ
っ
た
地
車
小
屋
も
現
在
で
は
神
社
に

移
さ
れ
て
い
る
が
、
今
日
で
も
十
月
十
日
の
秋
祭
り
に
は
村
の
4
台
の
地
車
が
こ
の
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エ
ベ

ッ
サ
ン
ノ
バ
に
一
旦
集
合
し
て
か
ら
村
中
を
か
け
回
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
エ
ベ
ッ
サ
ン
ノ
バ
と
関
係
す
る
祭
礼
と
し
て
は
他
に
か
っ
て
六
月
三
十
日
に
行

な
わ
れ
て
い
た
住
吉
神
社
の
祭
り
が
あ
る
。
住
吉
神
社
は
漁
師
に
信
仰
さ
れ
て
い
る

神
で
あ
る
が
普
段
は
里
外
神
社
の
境
内
に
祭
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
御
神
体
を
神
輿
に

う
つ
し
、
神
社
か
ら
浜
に
向
か
う
道
を
真
っ
す
ぐ
に
下
が
り
、
一
旦
中
間
点
に
あ
る

エ

ベ
ッ

サ
ン

ノ
バ
に
安
置
し
、
付
近
の
人
々
は
こ
れ
に
参
拝
す
る
。
再
び
神
輿
を
担

い

で
浜

ま
で
行
き
、
そ
こ
に
設
け
ら
れ
た
台
の
上
に
一
晩
置
い
て
お
く
。
付
近
の
人
、

す

な
わ
ち
漁
民
は
こ
の
浜
に
置
か
れ
た
神
輿
に
参
詣
す
る
の
で
あ
る
。
翌
日
は
朝
か

ら
再
び
神
輿
が
か
つ
が
れ
海
に
入
れ
た
り
し
て
さ
ん
ざ
ん
大
暴
れ
を
し
て
か
ら
神
輿

は
再
び
神
社
へ
と
戻
さ
れ
た
。
こ
の
行
事
は
3
0
年
ほ
ど
以
前
に
中
断
し
、
現
在
で
は

里
外
神
社
境
内
の
住
吉
社
の
前
で
神
事
が
行
な
わ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
盆
踊

り
が
非
常
に
盛
ん
な
こ
の
地
方
の
例
に
も
れ
ず
岡
田
浦
で
も
盆
の
三
日
間
は
夜
を
徹

し
て
盆
踊
り
が
行
な
わ
れ
る
の
だ
が
、
か
つ
て
は
や
は
り
こ
の
エ
ベ
ッ
サ
ン
ノ
バ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

盆
踊
り
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。

　
岡
田
浦
の
宗
教
施
設
の
配
置
は
、
も
っ
と
も
浜
か
ら
離
れ
た
場
所
に
里
外
神
社
が

あ
り
、
浜
と
神
社
の
中
間
点
に
は
エ
ベ
ッ
サ
ン
ノ
バ
が
あ
る
、
ま
た
浜
に
も
住
吉
神

社
の
お
旅
所
に
な
る
よ
う
な
広
場
的
な
場
所
が
あ
っ
て
、
こ
の
三
点
が
一
本
の
道
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

よ
っ
て
つ
な
が
れ
て
い
る
と
い
う
き
わ
め
て
直
線
的
な
構
成
を
と
っ
て
い
る
。
先
に

も
述
べ
た
よ
う
に
岡
田
は
農
業
中
心
の
陸
方
と
、
漁
業
を
主
と
す
る
浜
方
と
か
ら
な

り
、
そ
の
両
者
の
接
点
で
あ
る
孝
子
街
道
沿
い
に
は
商
業
地
域
が
並
ぶ
と
い
う
複
合

的

な
構
成
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
異
な
っ
た
要
素
が
出
会
う
場
所
が
広
場
で
あ
る
エ

ベ

ッ
サ
ン
ノ
バ
な
の
で
あ
る
。
住
吉
神
社
の
祭
礼
は
陸
方
の
里
外
神
社
に
普
段
置
か

れ
て

い

る
住
吉
の
神
を
、
浜
ま
で
担
ぎ
お
ろ
す
祭
り
で
あ
る
が
、
こ
の
時
に
わ
ざ
わ

ざ
神
輿
を
陸
と
浜
の
接
点
で
あ
る
エ
ベ
ッ
サ
ン
ノ
バ
に
安
置
す
る
。
こ
の
祭
礼
は
陸

と
浜
と
い
う
異
な
っ
た
要
素
か
ら
な
る
村
落
を
ひ
と
つ
に
融
和
さ
せ
る
役
割
を
果
た

し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
時
に
両
者
の
接
点
に
あ
た
る
広
場
工
ベ
ッ
サ
ン
ノ

バ

が
一
定
の
機
能
を
は
た
し
て
い
る
こ
と
に
は
重
要
な
意
味
が
あ
る
。
こ
の
場
所
が

商
業
地
域
で

あ
り
戎
神
の
性
格
が
商
業
神
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
陸
と
浜
の
接

点
に
の
交
換
の
場
と
し
て
市
が
生
ま
れ
る
と
い
う
都
市
の
始
原
的
な
姿
を
そ
こ
に
求

め

る
こ
と
す
ら
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
以
上
単
独
村
落
の

広
場
を
色
々
と
眺
め
て
き
た
。
そ
の
共
通
し
た
特
色
を
述
べ
る

と
、
先
ず
名
称
の
点
で
ド
ー
ノ
バ
、
オ
ド
リ
バ
、
エ
ベ
ッ
サ
ン
ノ
バ
な
ど
と
語
尾
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
＞

バ
の

つ

く
も
の
が
多
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
バ
と
い
う
言
葉
は
こ
の
地
方
で
は

ほ
ぼ
普
通
名
詞
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
少
し
広
い
場
所
を
意
味
し
て
い
る
。

こ
れ
が
こ
の
地
方
独
自
の
言
葉
な
の
か
は
今
少
し
事
例
を
集
め
て
考
え
る
必
要
が
あ

る
が
、
日
本
語
の
中
に
広
場
を
意
味
す
る
在
来
の
言
葉
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
注

意
す

る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
広
場
の
面
積
は
、
和
泉
市
府
中
の
御
館
山
の
よ
う
に

広
い
も
の
も
あ
る
が
、
概
ね
一
〇
〇
坪
程
度
で
そ
れ
ほ
ど
広
い
も
の
で
は
な
い
。
所

有
は
村
（
今
日
で
は
区
長
の
個
人
所
有
の
形
を
と
る
か
、
財
産
区
所
有
）
あ
る
い
は

神
社
で
あ
る
。
以
上
の
特
色
は
奈
良
盆
地
の
村
落
に
み
ら
れ
る
広
場
な
ど
と
ほ
ぼ
同

じ
で
あ
る
。
た
だ
し
広
場
と
い
う
言
葉
の
持
つ
開
放
的
な
語
感
と
は
裏
腹
に
、
我
々

外
部
の
者
が
広
場
に
足
を
ふ
み
い
れ
た
時
の
感
覚
は
非
常
に
閉
鎖
的
で
あ
る
。
広
場

は
あ
く
ま
で
も
集
落
住
民
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
部
外
者
に
開
放
さ
れ
た
も
の
で
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は
な
い
。
さ
き
に
集
落
的
広
場
と
都
会
的
広
場
の
差
に
つ
い
て
の
べ
た
が
、
和
泉
地

方
の
村
落
広
場
、
こ
と
に
単
独
村
落
の
そ
れ
は
典
型
的
な
集
落
的
広
場
で
あ
る
と
い

え
る
だ
ろ
う
。

　
以
上
が
和
泉
地
方
の
村
落
広
場
の
共
通
し
た
特
色
で
あ
る
が
、
当
然
の
こ
と
な
が

ら
村
落
の
立
地
な
ど
に
よ
っ
て
広
場
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
差
異
が
見
ら
れ
る
。
次
に
地

域
に

よ
る
広
場
の
差
を
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
神
社
と
の
位
置
関
係
を
中
心
に
考
え

て

い

き
た
い
。
山
間
盆
地
に
位
置
す
る
貝
塚
市
蕎
原
や
、
背
後
に
山
が
せ
ま
る
海
岸

の

村
岬
町
小
島
な
ど
で
は
、
広
場
の
周
辺
に
神
社
、
寺
、
そ
の
他
の
宗
教
施
設
、
あ

る
い
は
集
会
所
な
ど
の
公
共
施
設
が
集
中
す
る
。
こ
れ
は
地
形
の
制
約
の
た
め
こ
れ

ら
の
施
設
が
立
地
し
う
る
空
間
が
限
定
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
ま
た
平
野
部

村
落
に

お

い

て

は
集
落
の
中
心
部
に
広
場
が
立
地
す
る
場
合
が
多
く
、
神
社
は
こ
れ

と
は
別
の
場
所
（
多
く
は
集
落
の
端
部
）
に
立
地
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
さ
ら
に

海
岸
部
集
落
で
は
、
小
島
の
よ
う
に
地
形
的
な
制
約
の
あ
る
と
こ
ろ
を
の
ぞ
い
て
は

神
社

は
海
か
ら
離
れ
た
小
高
い
場
所
に
立
地
し
、
広
場
は
集
落
の
中
心
や
浜
に
存
在

す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
山
間
部
で
は
広
場
と
神
社
が
一
体
化
し
て
い
た

の
に

対
し
て
、
海
岸
部
に
い
く
ほ
ど
両
者
の
距
離
が
は
な
れ
て
い
く
傾
向
が
み
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
神
社
と
広
場
の
位
置
関
係
の
差
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
祭
祀
に
お

け
る
空
間
構
成
の
差
と
な
っ
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
神
社
と
広
場
と
が
一

体
化

し
て
お
れ
ば
、
祭
祀
は
そ
の
場
所
で
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
泉

南
市
岡
田
の
よ
う
に
広
場
で
あ
る
エ
ベ
ッ
サ
ン
ノ
バ
が
神
社
か
ら
離
れ
て
お
れ
ば
夏

の

住
吉
神
社
の
祭
り
の
時
に
は
、
集
落
中
心
部
に
あ
る
広
場
や
浜
に
神
幸
が
行
な
わ

れ

る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
場
合
広
場
は
神
社
の
御
旅
所
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
と
な
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る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
神
社
と
広
場
の
位
置
関
係
は
、
村
落
祭

祀
に
お
け
る
空
間
構
成
の
差
異
、
神
座
が
動
か
な
い
祭
り
か
、
神
幸
を
と
も
な
う
祭

り
か
と
い
う
こ
と
と
深
く
関
連
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
少
し
広
場
と
御
旅
所
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
祇
園
祭
、
天
神

祭
を
は
じ
め
と
す
る
わ
が
国
の
代
表
的
な
祭
礼
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
御
旅
所
へ
の
神

幸

を
中
心
と
す
る
構
成
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
御
旅
所
に
つ
い
て
の
研
究
は

　
　
　
　
　
（
4
2
）

意
外
に

も
少
な
い
。
御
旅
所
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
性
格
の
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

が
、
そ
の
中
に
は
い
わ
ゆ
る
広
場
が
祭
礼
時
に
御
旅
所
と
な
る
ケ
ー
ス
が
少
な
か
ら

ず
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
お
旅
所
が
先
か
、
広
場
が
先
か
と
い
う
問
題
は
今
後
歴
史

的

な
方
法
で
解
決
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
こ
う
い
っ
た

御
旅
所
を
広
場
的
御
旅
所
と
よ
ん
で
お
き
た
い
。
岡
田
の
エ
ベ
ッ
サ
ン
ノ
バ
は
典
型

的
な
広
場
的
御
旅
所
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
次
章
で
は
単
独
村
落
に
お
い
て
み
ら
れ
た

広
場
と
御
旅
所
、
神
社
の
関
係
が
、
祭
祀
集
団
の
ス
ケ
ー
ル
が
大
き
く
な
っ
た
時
に

ど
う
変
化
す
る
か
を
主
た
る
関
心
事
と
し
て
、
複
数
村
落
に
お
け
る
広
場
の
あ
り
か

た

を
み
て
い
き
た
い
。

四
　
複
数
村
落
の
広
場

　
和
泉
地
方
に
は
各
村
落
に
鎮
守
の
神
が
鎮
座
す
る
ほ
か
、
複
数
の
村
落
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

祭
祀

さ
れ
る
神
社
が
あ
り
、
祭
祀
は
二
重
構
造
化
し
て
い
る
。
同
じ
神
社
を
祭
祀
す

る
村
落
の
集
ま
り
を
宮
郷
と
よ
ん
で
い
る
が
、
宮
郷
は
水
利
を
共
同
す
る
水
郷
や
共

有
林
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
山
郷
な
ど
と
も
重
な
り
を
も
つ
も
の
が
多
い
。
こ
の
よ
う

に

複
数
の
村
落
に
よ
っ
て
祭
ら
れ
る
神
社
の
祭
礼
に
お
い
て
も
、
御
旅
所
的
な
広
場

が
見

ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
以
下
波
太
神
社
の
御
旅
所
で
あ
る
阪
南
市
尾
崎
の
エ
ビ

ノ
と
信
達
神
社
の
御
旅
所
で
あ
る
泉
南
市
樽
井
の
国
市
場
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。

（波
太
神
社
と
エ
ビ
ノ
）

　
波
太
神
社
は
阪
南
市
石
田
に
鎮
座
す
る
。
こ
の
地
の
古
代
豪
族
で
あ
る
鳥
取
氏
の

祭
祀
す
る
神
と
し
て
、
古
く
は
石
田
か
ら
東
側
の
和
泉
山
脈
に
入
っ
た
桑
畑
に
鎮
座

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

し
た
と
い
う
が
、
南
北
朝
の
戦
乱
に
焼
失
し
現
在
地
に
移
っ
た
と
い
う
。
波
太
神
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

の

名
は
こ
の
桑
畑
に
由
来
す
る
。
現
在
の
阪
南
市
内
十
一
集
落
の
郷
社
で
あ
る
。
こ

の

神
社
の
神
幸
祭
は
旧
二
月
と
旧
六
月
の
牛
の
日
に
行
な
わ
れ
て
い
た
。
二
月
の
祭

り
は
、
羽
太
神
社
か
ら
玉
津
浦
ま
で
神
輿
を
お
ろ
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
早
く
に
中

止

と
な
り
、
現
在
は
六
月
の
祭
り
だ
け
が
十
月
十
一
日
に
そ
の
日
を
か
え
て
引
き
継

が
れ
て

い

る
。
ま
た
こ
の
波
太
神
社
に
は
か
っ
て
大
宮
座
と
呼
ば
れ
る
宮
座
が
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

た
こ
と
が
大
越
勝
秋
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
。
宮
座
の
中
心
と
な
っ
た

の

は
鳥
取
郷
三
十
六
太
夫
と
よ
ば
れ
る
旧
家
で
こ
れ
は
祭
祀
圏
を
構
成
す
る
十
一
ヶ

村
に
二
～
五
軒
ず
つ
散
在
し
て
い
た
。
そ
の
下
に
ほ
と
ん
ど
村
全
体
が
加
入
し
て
い

る
宮
座
が
あ
り
、
安
永
四
年
の
宮
座
人
数
は
計
五
七
六
人
と
い
う
大
き
な
宮
座
で

あ
っ
た
。
こ
の
宮
座
は
明
治
二
年
ご
ろ
廃
止
さ
れ
て
い
る
。

　
現
在
十
月
十
日
の
宵
祭
り
に
は
各
地
区
の
櫓
が
宮
入
り
を
し
て
祭
り
の
雰
囲
気
を

盛
り
上
げ
て
い
る
。
翌
日
十
一
日
が
本
祭
り
で
、
朝
九
時
か
ら
神
輿
の
渡
御
が
始
ま

る
。
現
在
は
氏
子
村
を
八
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
順
番
に
神
輿
を
担

ぐ
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
、
古
く
は
各
地
区
の
代
表
者
が
担
い
で
い
た
。
神
輿
は
三
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台
あ
り
か
っ
て
は
神
移
し
を
す
る
鳳
董
を
中
老
が
、
他
の
二
台
は
い
わ
ゆ
る
暴
れ
神

輿
で
若
者
組
が
担

ぐ
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
現
在
で
も
各
地
区
を
主
体
と
し
た
グ

ル

ー
プ
内
で
こ
の
よ
う
な
区
別
は
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
渡
御
の
コ
ー
ス
は
以
下
の
通

り
で
あ
る
。
神
社
を
出
発
し
て
か
ら
、
鳥
居
を
く
ぐ
り
、
御
幸
道
と
呼
ば
れ
る
社
前

の

道
を
ま
っ
す
ぐ
海
の
方
向
へ
と
進
む
。
途
中
三
本
松
と
い
う
と
こ
ろ
で
休
憩
を
と

る
。
こ
の
場
所
は
そ
の
名
の
通
り
か
つ
て
は
三
本
の
大
き
な
松
が
生
え
て
い
て
そ
の

前
が
広
場
状
に
な
っ
て
い
た
が
、
今
で
は
枯
れ
て
し
ま
っ
て
松
は
な
い
。
最
終
的
に

到
着
す
る
の
は
海
岸
部
の
大
き
な
集
落
尾
崎
の
浜
に
あ
る
エ
ビ
ノ
と
い
う
御
旅
所
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

あ
る
。
尾
崎
は
明
治
七
年
の
「
一
村
限
調
帳
」
で
は
戸
数
五
〇
五
軒
と
い
う
大
き
な

村
で
、
現
在
で
は
阪
南
市
の
市
役
所
が
置
か
れ
る
な
ど
こ
の
地
域
の
中
心
と
し
て
発

達

し
つ
つ
あ
る
。
漁
業
が
中
心
で
あ
る
が
、
岡
田
浦
同
様
、
商
業
、
農
業
に
従
事
す

る
人
も
多
い
。
エ
ビ
ノ
は
尾
崎
の
も
っ
と
も
南
の
地
区
で
あ
る
大
西
に
所
在
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

す

ぐ
西
側
は
浜
で
、
昔
の
写
真
を
み
る
と
松
が
何
本
か
生
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

広
場
の

東
端
に

は

神
輿
を
置
く
台
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
広
場
の
中
に
は
特
に
な

に

も
な
い
。
こ
の
エ
ビ
ノ
の
す
ぐ
南
側
に
は
尾
崎
の
大
西
地
区
の
広
場
で
あ
る
清
水

庵
が

あ
る
。
こ
ち
ら
は
エ
ビ
ノ
に
比
べ
れ
ば
ず
い
ぶ
ん
と
狭
い
。
広
場
の
脇
に
は
弘

法
太
師
を
ま
つ
る
清
水
庵
と
い
う
小
堂
が
あ
る
。
こ
の
小
堂
で
は
正
月
二
日
の
恵
比

須
講
を
は
じ
め
と
す
る
大
西
地
区
の
行
事
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
清
水
庵
の
名
は
庵
の

横
に

あ
る
井
戸
に
ち
な
ん
で
い
る
。
こ
の
井
戸
に
は
か
っ
て
弘
法
太
師
が
杖
を
さ
し

た

と
こ
ろ
か
ら
わ
き
だ
し
た
と
い
う
弘
法
井
戸
伝
説
が
あ
り
、
現
在
で
も
塩
気
の
混

じ
ら
な
い
き
れ
い
な
水
が
コ
ン
コ
ン
と
わ
き
だ
し
て
い
る
。
ま
た
清
水
庵
の
広
場
の

脇
に

は
恵
比
須
、
住
吉
、
稲
荷
な
ど
尾
崎
の
漁
師
、
商
人
に
よ
っ
て
ま
つ
ら
れ
る
小

祠

も
鎮
座
し
て
い
る
。
こ
の
清
水
庵
の
広
場
は
尾
崎
大
西
地
区
の
集
落
的
広
場
と
い

う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
接
す
る
エ
ビ
ノ
の
ほ
う
は
大
西
地
区
や
尾
崎
の
村

で

は
「
い
ら
い
た
く
て
も
い
ら
え
な
い
」
十
一
ヶ
村
共
有
の
広
場
で
あ
る
。
秋
祭
り

の

神
輿

は
こ
の
エ
ビ
ノ
に
十
月
十
一
日
の
正
午
ご
ろ
に
到
着
す
る
。
到
着
す
る
と
一

同
は
神
輿
も
ろ
と
も
海
に
は
い
っ
て
潮
あ
み
を
す
る
。
最
近
で
は
各
地
区
が
交
替
で

神
輿
を
か
つ
い
で
い
る
の
で
、
尾
崎
以
外
の
村
が
当
番
の
年
に
は
一
旦
地
元
ま
で
担

い

で
帰

り
再
度
夕
方
エ
ビ
ノ
に
帰
り
、
そ
こ
か
ら
波
太
神
社
に
還
御
す
る
の
で
あ
る
。

　
エ
ビ

ノ
が
な
ぜ
波
太
神
社
の
御
旅
所
と
な
っ
た
の
か
を
示
す
伝
承
は
現
在
残
さ
れ

て

い

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
行
事
が
全
国
に
分
布
す
る
浜
降
り
儀
礼
の
一
つ
で

あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
次
に
述
べ
る
信
達
神
社
や
住
吉
大
社
の
祭
礼
も
、
始

原
的
に
は
浜
で
の
潮
あ
み
の
儀
礼
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
そ
の
性
格
は
大
き
く

変
化

し
て
い
る
。
尾
崎
の
波
太
神
社
の
祭
礼
は
浜
降
り
の
原
型
を
比
較
的
残
し
た
も

の

と
い
え
る
。

（信
達
神
社
と
国
市
場
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

　
信
達
神
社
は
先
に
述
べ
た
岡
田
な
ど
も
含
む
付
近
十
三
ヶ
村
の
郷
社
で
泉
南
市
金

熊
寺

（
き
ん
ゆ
う
じ
）
に
所
在
し
て
い
る
。
明
治
以
前
は
金
熊
権
現
社
と
よ
ば
れ
て

　
　
　
　
　
（
5
0
）

い

た
。
信
達
宮
郷
は
概
ね
金
熊
寺
川
に
沿
う
村
々
か
ら
な
る
が
、
信
達
神
社
の
位
置

は
こ
の
川
が
平
野
部
か
ら
山
間
部
へ
と
入
っ
て
い
く
場
所
に
あ
た
っ
て
い
る
。
海
岸

部
か
ら
は
約
5
キ
ロ
の
距
離
が
あ
る
。
現
在
こ
の
神
社
に
は
宮
座
は
な
く
、
ま
た
秋

祭
り
に
も
渡
御
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
が
、
明
治
四
二
年
の
神
社
合
祀
ま
で
お
こ
な

わ

れ
て

い
た

渡
御
お
よ
び
座
の
行
事
は
そ
の
規
模
に
お
い
て
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き

45



国立歴史民俗博物館研究報告　第67集（1996）

／堵／／《％

優極］垂1誘き熟貌

　　　　　二

　　　　　　1績蕊

　　　　岡灘，

　　ム　　　　　’

錫
1’鎌

．・ ～　’y京

＿渡援灘

購
麟
　
霧
μ

、

影
繕
、
…
藤

合

／獺蔓＼．・〆rノ路

　　N疹叢磁鎌乏

●

　
　
諺

　

樽

を

　
ち
」
‘
’
．
～

》
，
　
「
　
・

シ
　
　
び
　
　
　
　
　
コ
　
　

、
・
“
釜
”
．

　
°
°
°
…
．
S
”

．
欝
、
、

　
、
～
卍

　
㌔
馬
か

　

・

撰
嬬、

灘－
」
湯

　
「
」

ー
菟

齢纏
繊
謬
舶
灘
繊
穎
悲
…
．
5
戦
潔
曲

欝
羅
鐘
．
獅
襲
熱
櫟
稚

塗
＞
　
6
」
　
　
は

力
．
竺

工　
⑳
オ

．ξ本

　　ミミ、田

看ケ池
2・

）、　．

　“　　’～

　　　難灘，

　　　　・己、ら’『⑨．』

為麟’駿㌶

　　　ロ　　ウ

i翻1

　　　　身’こ

池ξrン・
、’・ 　　　　令

黛、’ z’

鐙
講響

轍
汽．

醐
、
　
　
｝

っ　クひ

　・・’、◎

9
　ピ　プち

画壇灘

騨漣縞’懸絃牧
・．．，∨

　　＼
、5

　　（τo

，幡代
慰’ 　≡’・，．

ちジ≧壕膓’づ

鰻
鱈
韓
ぷ

じ灘奎’
　Y4　　　ン　：ざ嘆・・．

懸
／達

，豊
心・

㌔

二竃糊
巳．i

1▲ 　　　　　　6
1

酬 ・

図5　信達宮郷と国市場

46



村落の広場・都市の広場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

も
の
で
あ
る
。
以
下
「
樽
井
町
史
」
の
記
述
に
従
い
な
が
ら
昔
日
の
祭
り
の
様
子
を

見
て

い
き
た
い
。

　
旧
九
月
十
六
日
が
本
祭
り
で
、
前
［
口
か
ら
各
村
で
は
村
内
を
櫓
で
練
り
ま
わ
る
。

当
日
の
朝
は
午
前
九
時
か
ら
渡
御
が
は
じ
ま
る
。
神
輿
は
三
台
あ
っ
て
、
中
神
輿
と

呼
ば

れ

る
主
神
の
神
輿
に
は
神
武
天
皇
の
神
霊
が
座
す
も
の
と
さ
れ
、
ま
た
他
の
二

つ
の
神
輿
は
中
神
輿
の
左
右
を
固
め
る
も
の
で
あ
り
、
熊
野
、
吉
野
の
神
霊
が
座
す

も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
信
達
神
社
は
も
と
も
と
は
、
神
武
東
征
の
時
の
上
陸
地
で
あ

る
と
伝
承
さ
れ
る
泉
南
市
樽
井
に
鎮
座
し
、
後
に
山
沿
い
の
現
在
地
に
移
っ
た
と
さ

れ
て

い

る
。
後
世
葛
城
修
験
道
と
関
係
が
生
じ
吉
野
・
熊
野
の
神
を
ま
つ
る
よ
う
に

な

っ

た
。
そ
う
い
っ
た
伝
承
も
あ
っ
て
か
、
中
神
輿
は
海
岸
部
の
漁
村
樽
井
の
人
々

が
担
ぐ
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
他
の
ふ
た
つ
の
神
輿
は
、
そ
の
他
十
二
ヶ
村
か
ら
六

人
ず
つ
人
が
出
て
担
い
だ
。
行
列
は
延
々
数
町
に
も
及
ん
だ
と
い
う
。
途
中
牧
野
の

御
旅
所
で
休
憩

し
、
樽
井
の
浜
に
至
る
。
こ
の
場
所
で
潮
ご
り
を
し
、
行
列
は
再
び

来
た

道
を
戻
っ
て
浜
か
ら
三
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
た
国
市
場
と
い
う
御
旅
所
に
到
着
す
る

の

で
あ
る
。
こ
の
国
市
場
は
現
在
の
泉
南
中
学
校
の
場
所
で
、
面
積
も
ほ
と
ん
ど
中

学
校
と
同
じ
く
ら
い
で
あ
っ
た
と
い
う
。
随
分
大
き
い
と
い
う
印
象
を
も
つ
が
、
こ

の

場
所
で
行
な
わ
れ
る
座
の
参
加
者
の
人
数
を
知
れ
ば
そ
れ
も
納
得
が
い
く
。
国
市

場
で

は
神
輿
の
渡
御
の
後
、
国
市
座
と
呼
ば
れ
る
宴
会
が
催
さ
れ
た
が
、
た
と
え
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

嘉
永
七
年
に
は
そ
の
参
加
者
は
約
二
千
二
百
人
と
い
う
大
人
数
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は

各
村
の
戸
数
の
合
計
に
ほ
ぼ
等
し
く
、
平
均
一
軒
に
一
人
が
こ
の
国
市
座
に
参
列
し

て

い
た

こ
と
と
な
る
。
近
世
の
宮
座
と
し
て
は
お
そ
ら
く
わ
が
国
最
大
規
模
の
座
寄

合
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
国
市
場
は
広
い
松
原
で
、
そ
の
松
を
縫
う
よ
う
に
し
て

紅
白
の
幕
を
張
り
、
正
面
に
中
神
輿
を
中
心
に
三
基
の
神
輿
を
置
き
、
山
手
側
に
は

十
三
ヶ
村
の
村
役
人
、
各
村
の
座
の
長
老
衆
が
座
り
、
ま
た
神
輿
の
前
一
面
に
ム
シ

ロ

を
敷
い
て
一
般
の
座
席
と
し
た
。
こ
の
座
の
世
話
は
各
村
が
一
年
交
替
で
勤
め
る

こ
と
と
な
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
非
常
な
負
担
を
当
番
の
村
に

与

え
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
嘉
永
七
年
の
例
で
は
当
番
村
で
あ
る
樽
井
村
は
九
月

一
日
か
ら
十
七
日
ま
で
一
切
の
村
仕
事
を
休
ん
だ
と
い
う
。
さ
す
が
に
宴
会
の
ご
馳

走

は
各
人
が
持
参
し
そ
れ
を
食
べ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
餅
、
酒
な
ど
は
当
番
村
が
用

意
を
し
た
。
酒
は
四
斗
樽
十
二
を
要
し
た
と
い
う
。
結
局
は
座
の
世
話
の
大
変
さ
と
、

酒
席
に
お
け
る
村
落
間
の
喧
嘩
等
の
理
由
で
行
事
は
中
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

座
が
終
る
と
再
び
神
輿
を
神
社
ま
で
還
し
祭
り
は
終
了
す
る
。
翌
日
の
十
七
日
は
後

宴

と
よ
ば
れ
各
村
で
櫓
を
引
き
回
す
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
信
達
神
社
の
祭
り
で
も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
二
千
人

を
越
す
人
間
が
一
同
に
会
す
る
と
い
う
国
市
座
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
で
あ
ろ
う
。

本
論
で

は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
の
行
事
の
場
と
な
る
国
市
場
の
広
場
と
し
て
の
性

格
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
国
市
場
と
い
う
魅
力
的
な
名
前
を
も
っ
た
広
場
は
、
先
に

も
述
べ
た
よ
う
に
一
面
の
松
原
で
、
昭
和
に
は
い
っ
て
か
ら
は
そ
の
中
に
も
周
辺
に

も
、
宗
教
施
設
な
ど
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
近
世
初
期
に
は

こ
の
広
場
の
一
角
に
戎
山
と
い
う
小
山
が
あ
っ
て
そ
こ
に
恵
比
須
社
が
祭
ら
れ
て
お

り
、
そ
れ
が
寛
永
十
二
年
に
樽
井
の
集
落
内
に
移
さ
れ
た
こ
と
が
記
録
か
ら
知
ら

（5
3
）

れ

る
。
「
樽
井
町
史
」
に
は
、
樽
井
の
漁
師
達
が
不
漁
の
時
に
恵
比
須
社
が
海
か
ら
遠

く
は
な
れ
て
い
る
こ
と
が
そ
の
原
因
と
考
え
、
こ
れ
を
海
に
近
い
場
所
に
移
し
た
と

い

う
伝
承
を
載
せ
て
い
る
が
、
国
市
場
と
い
う
名
称
か
ら
考
え
れ
ば
、
こ
の
恵
比
須
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社

は
市
神
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
明
治
以
前
に
は
国
市
場
周
辺
に

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

何
軒
か
の

商
店
が
あ
っ
た
こ
と
も
こ
の
恵
比
須
社
の
性
格
を
考
え
る
上
で
参
考
に
な

る
。
年
に
一
度
こ
の
場
所
で
行
な
わ
れ
る
祭
礼
の
時
に
は
、
普
段
は
た
だ
の
松
原
で

あ
る
場
所
に
、
多
く
の
人
々
が
群
集
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
時
に
は
市
立
が
な
さ
れ

た

の

で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
漁
師
が
恵
比
須
社
を
浜
方
に
移
し
た
の
は
、
そ
の
よ
う

な
市
の
性
格
が
近
世
前
期
に
は
薄
ら
い
だ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
思

え
ば
、
御
旅
所
と
、
わ
が
国
の
始
源
的
な
市
と
に
は
多
く
の
類
似
点
が
見
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

る
。
市
は
あ
る
場
所
に
市
神
を
勧
請
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
市
た
り
え
る
の
だ
が
、
そ

れ

ま
で
特
別
な
意
味
を
も
た
な
か
っ
た
空
間
が
、
神
の
勧
請
や
遷
座
に
よ
っ
て
聖
性

を
帯
び
た
空
間
と
な
り
、
そ
こ
に
多
く
の
人
が
集
ま
る
と
い
う
意
味
で
市
と
御
旅
所

は
ほ
と
ん
ど
類
似
し
た
特
性
を
も
つ
。
国
市
場
が
単
な
る
御
旅
所
で
は
な
く
か
っ
て

は
市
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
さ
ほ
ど
不
思
議
な
こ
と
で

は
な
い
。

　
信
達
神
社
の
祭
礼
の
基
本
的
な
構
造
は
、
浜
に
お
り
て
潮
あ
み
を
す
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。
こ
の
点
で
は
先
に
み
た
波
太
神
社
の
祭
り
な
ど
と
ほ
と
ん
ど
か
わ
る
と
こ
ろ

が

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
あ
れ
ば
祭
り
の
あ
と
の
直
合
も
樽
井
浜
で
行
な

う
の
が
自
然
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
座
を
少
し
内
陸
部
に
戻
っ
た
国
市
場
で

行
な

う
こ
と
に
は
い
か
な
る
意
味
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
上

で
、
先
に
み
た
泉
南
市
岡
田
の
事
例
が
参
考
と
な
ろ
う
。
岡
田
で
は
、
集
落
の
も
っ

と
も
上
に
あ
る
里
外
神
社
と
浜
と
の
中
間
点
に
エ
ベ
ッ
サ
ン
ノ
バ
と
い
う
広
場
が
存

在
し
た
。
こ
の
場
所
は
商
店
の
集
中
す
る
町
場
的
な
雰
囲
気
の
と
こ
ろ
で
、
広
場
は

農
村
、
漁
村
と
い
う
異
な
っ
た
要
素
を
も
つ
岡
田
村
の
融
合
の
場
で
も
あ
っ
た
。
こ

れ

と
ま
っ
た
く
同
じ
こ
と
が
国
市
場
に
も
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
信
達
宮

郷

は
山
地
か
ら
浜
ま
で
細
長
く
続
い
て
お
り
、
こ
れ
を
構
成
す
る
村
落
も
山
村
、
農

村
、
漁
村
と
さ
ま
ざ
ま
な
性
格
の
も
の
が
混
在
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
村
人
が
た
と

え
年
に
一
回
と
い
え
ど
も
集
い
膳
を
囲
む
た
め
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
場
所
は
、

宮
郷
の
中
心
部
に
あ
た
る
平
野
部
を
お
い
て
な
か
ろ
う
。
国
市
場
は
ま
さ
に
そ
の
場

所
に

あ
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
山
と
海
の
中
間
点
に
あ
る
こ
の
場
所
は
、
互
い
の

物
産
の

交
換
の

場

と
し
て
も
ふ
さ
わ
し
い
。
国
市
場
が
お
旅
所
そ
し
て
市
と
し
て
定

着
し
た
理
由
を
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
こ
の
場
所
に
つ
い
て
の
理
解
は
よ
り
深
ま

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
各
村
落
の
集
落
的
広
場
は
あ
く
ま
で
も
そ
の
村
の
人
に
の

み

開
放
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
集
う
人
々
は
み
な
顔
見
知
り
で
あ
っ
た
。
し

か

し
な
が
ら
エ
ビ
ノ
や
国
市
場
と
い
っ
た
複
数
村
落
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
祭
り
の

御
旅
所
に

集
う
人
々
は
、
そ
の
数
も
数
百
人
、
数
千
人
と
い
う
単
位
で
あ
り
、
日
常

的
な
生
活
の
中
で
の
接
触
も
ま
れ
で
、
か
な
ら
ず
し
も
顔
見
知
り
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
。
信
達
神
社
の
神
輿
の
渡
御
で
は
樽
井
の
み
が
中
神
輿
を
担
ぐ
と
い
う
特
権
を

与
え
ら
れ
て
い
た
た
め
、
道
中
他
村
と
の
間
に
常
に
緊
張
関
係
が
あ
っ
た
と
い
う
。

と
き
に
は
こ
の
よ
う
に
緊
張
関
係
を
も
っ
た
見
知
ら
ぬ
人
々
が
一
同
に
集
い
、
飲
食

を
と
も
に
し
た
こ
の
国
市
場
の
祭
礼
に
、
都
会
的
広
場
の
萌
芽
を
み
る
こ
と
は
決
し

て

無
理
で

は
な
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
祭
礼
と
い
う
限
定
さ
れ
た
期
間
の
中
で
あ
る
が
、

多
く
の
人
が
集
う
と
い
う
性
格
を
付
与
さ
れ
た
国
市
場
な
ど
の
御
旅
所
に
、
都
市
、

特
に
都
会
と
し
て
の
都
市
の
原
型
を
見
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
都
会
的
広
場
あ
る

い
は

都
会

と
し
て
の
都
市
成
立
の
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
、
こ
の
よ
う
に
多
く
の
村
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に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
大
き
な
祭
礼
の
お
旅
所
が
原
型
と
な
っ
た
も
の
が
あ
る
の
で

は

な

か

ろ
う
か
。
そ
し
て
国
市
場
の
例
は
そ
れ
が
か
な
ら
ず
し
も
恒
常
的
な
都
市
と

し
て
定
着
し
な
か
っ
た
例
と
し
て
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、
国
市
場
な
る
地
名
の
魅
力
に
ひ
か
れ
て
考
え
た
仮
説

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
都
市
形
成
の
形
が
は
た
し
て
認
め
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
、
次

章
で
は
堺
を
舞
台
に
検
証
を
続
け
た
い
。

五
　
都
市
の
広
場

　
堺

は
い
う
ま
で
も
な
く
今
回
の
調
査
対
象
地
和
泉
地
方
最
大
の
都
市
で
あ
る
。
本

論
の
最
初
で
も
述
べ
た
が
、
都
市
と
は
人
が
多
く
す
む
場
所
（
集
落
）
と
い
う
面
と
、

人
が
多
く
集
ま
る
場
所
（
都
会
）
と
い
う
面
の
両
方
を
兼
ね
備
え
た
空
間
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
応
し
て
、
都
市
に
は
集
落
的
広
場
と
都
会
的
広
場
と
い
う
ふ
た
つ
の
性
格

の

異

な
る
広
場
が
用
意
さ
れ
る
。
以
下
都
市
堺
に
お
け
る
ふ
た
つ
の
広
場
の
様
相
を

歴
史
的
に
遡
源
し
な
が
ら
な
が
め
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

　
堺
の

広
場
の

う
ち
集
落
的
広
場
の
代
表
と
し
て
京
都
、
奈
良
な
ど
と
同
じ
く
、
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

所
を
取
り
上
げ
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
堺
の
旧
市
街
地
は
第
二
次
世
界
大
戦
末
期

の
空
襲
で
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
た
た
め
に
、
そ
れ
以
前
に
は
存
在
し
て
い
た
会
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

は
現
在
み
ら
れ
な
い
。
元
禄
八
年
の
「
堺
手
鑑
」
と
い
う
史
料
に
よ
れ
ば
、
堺
の
各

町

に
は
そ
れ
ぞ
れ
会
所
が
あ
り
、
そ
の
数
は
百
七
十
一
軒
に
及
ん
だ
と
い
う
。
こ
の

数

は
そ
の
後
少
し
変
動
す
る
が
、
近
世
の
堺
の
大
半
の
町
に
町
会
所
が
存
在
し
た
こ

と
は
間
違
い
が
な
い
。
堺
の
町
会
所
が
、
他
の
伝
統
的
都
市
の
会
所
と
同
じ
く
、
住

民
の

共
同
生
活
の
セ
ン
タ
ー
的
機
能
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
、
各
町
の
掟
書
の
な
か

で
町
入

り
が
、
「
会
所
入
り
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

え
ば
錦
中
浜
町
の
承
応
二
年
の
「
式
目
帳
」
に
よ
れ
ば
、
同
町
で
は
町
外
の
者
が
家

を
買
っ
て
も
三
年
間
は
会
所
入
り
が
で
き
ず
、
ま
た
会
所
入
り
の
時
に
は
銀
子
三
両

を
町
に
出
す
こ
と
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
町
ご
と
の
会
所
の
ほ
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

堺
に

は
惣
会
所
が
南
北
二
ヶ
所
あ
っ
た
。
南
の
惣
会
所
は
大
寺
（
開
口
神
社
）
の
境

内
、
ま
た
北
の
惣
会
所
は
天
神
の
境
内
と
い
う
よ
う
に
い
ず
れ
も
社
寺
空
間
の
中
に

立
地

し
て
い
た
こ
と
に
は
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
惣
会
所
は
、
各
町

の
利
害
を
調
整
す
る
多
分
に
政
治
的
な
機
能
を
も
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
誕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

生
も
中
世
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
可
能
性
が
あ
る
。
「
蕪
軒
日
録
」
文
明
一
八
年
（
一
四

八
六
）
の
条
に
は
、
次
の
よ
う
な
一
文
が
あ
る
。

　
　
印
首
座
今
在
北
庄
経
堂
、
々
々
者
地
下
之
公
界
会
蕨
也

こ
の
北
庄
経
堂
は
、
近
世
に
堺
北
庄
の
惣
会
所
が
あ
っ
た
天
神
の
境
内
に
建
っ
て
い

た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
が
1
5
世
紀
に
す
で
に
会
所
（
会
蕨
）
と
呼
ば
れ
て
い

た
こ
と
は
、
自
治
都
市
堺
の
性
格
の
性
格
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
ま
た
網
野

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

善
彦
氏
は
こ
の
部
分
を
引
用
し
て
自
治
都
市
堺
の
無
縁
性
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
前
提
と
し
て
ま
ず
会
所
や
広
場
の
無
縁
の
場
と
し
て
の
性
格
が
問
題
と
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。

　
次

に
堺
の
都
会
的
広
場
に
つ
い
て
延
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。
堺
は
中
世
以
来
わ
が

国
を
代
表
す
る
都
市
で
あ
り
、
盛
り
場
な
ど
の
都
会
的
広
場
も
数
多
く
見
ら
れ
る
。

こ
れ
ま
で
泉
南
地
方
の
広
場
の
さ
ま
ざ
ま
な
あ
り
か
た
を
探
る
中
で
、
都
市
を
視
野
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に

含
ん
だ

時
に
、
広
場
と
御
旅
所
と
の
間
に
は
特
に
密
接
な
関
係
が
存
在
す
る
こ
と

を
強
調
し
て
き
た
が
、
都
市
堺
の
広
場
を
考
え
る
上
に
お
い
て
も
こ
の
視
点
は
そ
の

ま
ま
保
ち
続
け
る
必
要
が
あ
る
。
堺
に
お
け
る
都
市
的
賑
わ
い
と
御
旅
所
の
関
わ
り

を
考
え
れ
ば
、
ま
ず
問
題
と
な
る
の
は
住
吉
大
社
の
御
旅
所
で
あ
る
宿
院
で
あ
ろ
う
。

以
下
、
宿
院
の
変
遷
を
通
じ
て
都
会
的
広
場
の
特
質
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

　
宿
院
は
堺
旧
市
街
地
の
ほ
ぼ
中
心
部
に
位
置
し
て
い
る
。
現
在
の
社
地
は
決
し
て

広
い
と
は
い
え
な
い
が
、
宿
院
の
規
模
は
後
に
延
べ
る
よ
う
に
近
世
以
降
大
き
く
縮

小

し
て
お
り
、
ま
た
第
二
次
世
界
大
戦
の
戦
災
お
よ
び
そ
の
後
の
復
興
に
よ
っ
て
、

も
と
の
場
所
に
大
規
模
道
路
が
通
り
そ
の
場
所
も
若
干
移
動
し
て
い
る
。
宿
院
は
先

に

も
述
べ
た
よ
う
に
大
阪
市
住
吉
区
に
鎮
座
す
る
住
吉
大
社
の
お
旅
所
で
あ
る
。
住

吉
大
社
の
夏
の
大
祭
で
あ
る
荒
和
御
祓
の
時
に
は
こ
の
宿
院
に
神
輿
の
渡
御
が
お
こ

な
わ
れ
る
。
こ
の
祭
り
は
一
般
に
は
住
吉
の
お
祓
い
と
呼
ば
れ
、
天
神
祭
り
と
な
ら

ぶ
大
阪
の
代
表
的
な
夏
祭
で
あ
る
。
か
つ
て
は
旧
暦
の
六
月
晦
日
に
お
こ
な
わ
れ
て

い

た

が
、
現
在
で
は
七
月
三
一
日
の
夕
方
に
神
事
が
、
翌
日
の
八
月
一
日
に
神
輿
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

渡
御
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
寛
政
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
「
住
吉
名
勝
図
会
」
に
は
こ

の

祭
り
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

　
　
六
月
晦
日
荒
和
大
祓
神
輿
開
口
に
神
幸
す
開
口
と
ハ
堺
の
宿
院
な
り
俗
に
御
旅

　
　
所

と
い
ふ
六
月
小
な
れ
バ
則
廿
九
日
を
用
い
大
な
れ
ば
茄
日
を
用
ゆ
毎
年
神
輿

　
　
を
昇
ぐ
と
も
が
ら
住
吉
松
原
に
来
り
海
邊
に
て
潮
垢
離
を
浴
し
神
輿
一
基
社
前

　
　
に

出
し
て
神
人
社
僧
祝
詞
を
修
し
神
遷
あ
り
て
社
司
多
く
騎
馬
に
て
供
奉
す
す

　
　
で
に

堺
の

御
旅
所
に

い

た
る
初
め
社
僧
六
七
輩
ば
か
り
素
絹
を
着
し
茶
磨
笠
い

　
　
た

だ

き
騎
馬
に
て
神
に
先
だ
っ
て
堺
に
い
た
り
七
堂
が
濱
御
祓
道
大
小
路
よ
り

　
　
御
輿
の

幸

を
待
ち
て
既
に
し
て
又
神
を
宿
院
の
假
宮
に
遷
し
又
祝
詞
を
調
す
夜

　
　
に

入
れ
バ
神
輿
住
吉
に

還
幸
其
時
堺
の

地
人
船
長
漁
師
の
類
ひ
手
ご
と
に
炬
を

　
　
鮎
じ
神
輿
を
新
大
和
橋
北
づ
め
ま
で
送
る
数
百
人
の
た
い
ま
つ
恰
も
白
昼
の
ご

　
　

と
し
是
を
西
宮
灘
兵
庫
須
磨
明
石
の
浦
々
南
ハ
泉
州
貝
塚
佐
野
岡
田
よ
り
此
火

　
　
を
め
あ
て
と
し
て
神
幸
を
拝
す
る
と
そ

こ
の
記
事
か
ら
祭
り
の
概
略
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
注
意
す
べ
き
こ
と
は
宿
院
に

至

る
ま
で
に
七
堂
が
浜
に
神
輿
が
寄
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
住
吉
名
勝
図
会
」
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

は
住
吉
の
松
原
で
潮
あ
み
を
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
、
「
灘
波
鑑
」
で
は
七
度

（堂
）
の
浜
と
な
っ
て
い
る
。
住
吉
の
松
原
は
お
そ
ら
く
万
葉
の
昔
霰
松
原
と
唄
わ

れ
た

住
吉
大
社
よ
り
少
し
南
よ
り
の
海
岸
部
で
あ
ろ
う
し
、
七
度
の
浜
は
そ
れ
よ
り

さ
ら
に
南
の
現
在
の
大
和
川
川
口
付
近
で
あ
ろ
う
。
ど
ち
ら
に
せ
よ
潮
あ
み
の
行
事

を
経
て
、
宿
院
へ
の
神
幸
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
荒
和
御

祓

は
、
夏
越
の
お
祓
い
と
も
よ
ば
れ
、
本
来
的
に
は
海
岸
部
で
の
み
そ
ぎ
は
ら
い
を

主
体

と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
近
世
に
は
す
で
に
祭
り
の
中
心
は
、
宿
院

へ
の

神
幸
に

移
っ
て
い
た
。
こ
の
祭
り
に
関
す
る
記
録
の
う
ち
も
っ
と
も
古
い
も
の

　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

は
「
住
吉
大
社
神
代
記
」
に
あ
る
次
の
よ
う
な
記
載
で
あ
る
。

一
、

六

月
御
解
除
開
口
水
門
姫
神
社
在
和
泉
監

　
「
住
吉
大
社
神
代
記
」
は
住
吉
大
社
の
神
主
が
、
神
祇
官
に
提
出
し
た
解
文
で
あ
っ

て

内
容
的
に
は
住
吉
社
の
縁
起
で
あ
る
。
天
平
三
年
の
年
記
が
あ
る
も
の
の
そ
の
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

立
年
代
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
。
た
だ
い
ず
れ
の
説
も
平
安
期
の
成
立
で
あ
る
こ

と
で
は
一
致
し
て
い
る
。
開
口
水
門
姫
神
社
の
位
置
に
つ
い
て
は
正
確
に
は
わ
か
ら
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な
い
が
、
今
日
の
宿
院
周
辺
に
は
違
い
な
く
、
こ
の
記
事
が
六
月
の
荒
和
御
祓
を
示

し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
歴
史
的
に
も
こ
の
祭
り
の
原
形
が
浜
辺
で
の
お

祓
い
に
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

　

こ
の
祭
り
は
堺
で
も
も
っ
と
も
大
き
な
も
の
で
あ
り
、
中
世
、
近
世
を
通
じ
て
多

く
の
記
録
に
残
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
室
町
時
代
の
僧
季
弘
大
叔
の
日
記
「
蕉
軒

（6
6
）

目
録
」
文
明
十
六
年
の
六
月
晦
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
午
后
馬
騎
百
人
許
、
各
持
神
討
外
國
古
兵
具
、
送
神
輿
而
到
干
宿
井
之
松
原
、

　
　
猶
如
京
師
舐
口
（
園
）
方
・
深
輿
祭

こ
の
時
期
に
は
す
で
に
祭
り
に
神
輿
が
登
場
し
て
い
る
。
ま
た
舐
園
や
深
草
の
祭
り

に

よ
く
似
て
い
る
と
い
う
く
だ
り
は
、
単
な
る
浜
辺
で
の
お
祓
い
か
ら
御
旅
所
へ
の

神
幸
を
中
心
と
し
た
華
や
か
な
祭
礼
へ
の
変
化
を
感
じ
さ
せ
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
宿

井
の

松
原
」
と
文
中
に
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
宿
院
は
松
な
ど
が
群
生
す
る

林
で
あ
っ
た
。
祭
礼
の
時
以
外
の
宿
院
は
人
気
の
少
な
い
松
原
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ

る
。　

近
世
に
入
る
と
祭
り
は
い
よ
い
よ
華
美
な
も
の
へ
と
変
化
す
る
。
「
住
吉
祭
礼
図
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

（四
天
王
寺
蔵
、
近
世
初
期
）
に
は
こ
の
祭
り
の
華
や
か
さ
が
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
「
住
吉
名
所
図
会
」
は
、
そ
の
賑
わ
い
を
次
の
よ
う
に
表
現

す
る
。

　
　
浪
花
堺
の

町
々
よ
り
ハ
飾
桃
燈
旗
の
ぼ
り
に
奇
麗
を
尽
す
或
ハ
俄
ね
り
も
の
と

　
　
號

け
て
或
ハ
う
る
わ
し
く
又
ハ
戯
れ
た
る
え
も
い
へ
ぬ
さ
ま
に
出
立
て
神
慮
を

　
　
い
さ
め
奉
る
凡
人
泉
州
堺
宿
院
よ
り
安
立
町
新
家
天
下
茶
屋
今
宮
道
頓
堀
に
い

た
り
行
程
三
里
が
あ
い
だ
社
参
の
人
ひ
し
と
立
こ
み
て
錐
を
立
て
べ
き
と
こ
ろ

も
な
し

近
世
の
宿
院
を
具
体
的
に
知
り
う
る
史
料
と
し
て
元
禄
二
年
に
作
成
さ
れ
た
「
堺
大

　
（
6
9
）

絵
図
」
が
あ
る
。
堺
大
絵
図
に
は
宿
院
の
規
模
が
東
西
八
十
四
間
、
南
北
六
十
間
と

記

さ
れ
て
い
る
。
境
内
に
は
南
北
二
つ
の
岡
が
あ
り
、
南
の
岡
に
は
香
取
明
神
、
北

の

岡
に
は
鹿
島
明
神
の
祠
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
前
が
住
吉
神
社
の
御
旅
所
と

な
っ
て
い
て
、
横
に
飯
匙
堀
と
い
わ
れ
る
堀
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
飯
匙
堀
は
神

功
皇
后
が
干
珠
と
い
う
神
珠
を
埋
め
た
場
所
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
。

　
宿
院
は
住
吉
大
社
の
御
旅
所
と
し
て
堺
の
人
々
に
知
ら
れ
て
い
た
の
は
勿
論
で
あ

る
が
、
そ
の
他
の
様
々
な
祭
礼
の
場
所
と
も
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
「
享
保
後

　
（
7
0
）

珠
記
」
と
い
う
記
録
に
は
文
化
四
年
に
は
宿
院
で
砂
持
ち
が
七
日
に
わ
た
っ
て
行
わ

れ
た

こ
と
や
、
天
保
三
年
に
御
千
度
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
御

千
度
の
時
に
は
、
「
よ
り
合
之
大
踊
」
が
催
さ
れ
、
群
集
が
宿
院
を
ふ
り
だ
し
に
堺
の

町
を
練
り
歩
い
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
近
世
の
宿
院
は
住
吉
の
祭
礼
の
時
だ
け
で

な
く
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
堺
の
人
々
が
集
う
祝
祭
空
間
で
あ
っ
た
。
ま
さ
し
く
宿
院

は
堺
に
お
け
る
代
表
的
な
都
会
的
広
場
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
明
治
以
降
、
広
い
宿
院
の
境
内
に
は
じ
ょ
じ
ょ
に
商
店
が
た
ち
は
じ
め
、
そ
れ
ま

で

は
祭
礼
の
時
だ
け
で
あ
っ
た
宿
院
の
賑
い
は
日
常
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
現

在
の

堺
市
内
の
盛
り
場
は
南
海
電
鉄
の
堺
東
駅
前
に
移
動
し
て
い
る
が
、
戦
前
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

の

宿
院
は
堺
唯
一
の
盛
り
場
、
繁
華
街
で
あ
っ
た
。
「
大
阪
府
全
志
」
は
次
の
よ
う
に

記
す

51



国立歴史民俗博物館研究報告　第67集（1996）

　・’●　．

劇

㍑
〔
民

」

藁
殼
・

　　　　　’　　　．’t
　　ノロ　　　

・／’書

ユ上茸＿　　　　　　　　⇒氾：妙

　
　
　
　

　
　
　
茜
陀
栖
▲
可

ー
、
ー
」
図
勇
’
ー

　
　
　
　
　
　
　
；
や

1
　

馴
　
一
量
〔
ー

　
．

±

　
　
　

荷

又文
ゑ
｝

L
煕 μ

翼

　
　
　

一

　　　　　；．

・∵…i』

　　コ　　　　レ

　　　㊨i
　　’，　．iご

　　　一・

　　　　　1・・

1」L卦・；一⊥

∴・璽

卦宰伸≒5ぷ渉｝・汁を

罐爾纏｜加C♪
ゑ
頁｜

　
t
，

　
柄
川
薗

　
・
「
’
・
・
■
「

ー　
1

嚥A叉句、恥

5
6

喝

　
　
茎

‖
頃

▲

・
肋
一
噺
モ‖

き
『
欝

い
■あ

｛
　
　
　
‘
り
’
8
ー
・
z
．

－
↓
1
…
い

噛
」
　
　
　
・

　
　
讐
覧
　
即

　
　
　
　
　
　
　
「

　

　

‘
．
F
令
∨
0

一一

髪
8
り
剖

　
　
　
　
、

振
・
き
一

司
ピ
拶
蒙

‡
詫
い 　　エ　るヰの

、　　5～嘘沖工
　「』一・　　　　一

・

酋
可

＿＿一±二7」L＿」＿識　　」巳盟二±

一≒’
　ie・
　芹　　・

．｝

ヂ逮
一ハ三

一
　
｛

稟運

鞠酬　
コ
ロ　
ぬ
｛
邑

遜玉

lll剴

璽
｛
”
■

I
I
I
」
防
置

0
9
覆

　
巳
‘

室
－
●■

ぜ
葺

▲

U
●
習

吟ぐ4‘．

曝“逼＋」昌

　　　恒鴫・

　　　　ぷ　　　　
li’　蚤’111
　　鳴朧入

一
江

8『雲s－
丘
胃

＋燃｜
　
　
．
書
●
瓜
｝
，

　
1
つ
》
ー

　
　
ム
ロ
‘
　
“

　

皐
職
，
1

　
　
　
　
　
一

　
＾
重
ξ
w

　
　
　
　
°
」

・鍵霞
目
一
摩
」
ロ
‥

違ー
　　　　　　　　　　　る
ItI．籔那灘

織｝‖き

　　　　1‘

　　1

　　1

→L丘
　㌍聴
　　　£
　　　　1三
　　　c｛

　　　1：i

　せ栖碍噺凛9

　
　
．
・
・

ぷ
4
慧

廷，
堅

噛く1｜血じ’

等　砲⑨ピ，モ笠・’

畿
下
い
「
一
ト
■
｜

十一一

ii’

輿・声仰

　“≧ヨ占

］一一

叉
鷲

、
1
「
倒
ー
1

き
嘘r

．
匡
「

　
　
　
　
●週

4
．
直
調
゜
爾

ー
ロ
セ
内
留

↓
’
°L

詰
一
・

・、　冤イ詩’

露
ぷ

‘
畠

1＄

　
　
　
　
　
　
　
涌

誤
想
弍
、

　　　　翼
三

　
　
　
　
r
．
　
　
　
　
　
　
’
　
　
、
〉

　
　
　
　
　
・
　
　
．
τ
’
上
）

　
　
　
　
　
　
　
、
・
．
、
〃
．
°
’

　
　
　
～
　
°
孜
髪
寧

！
ド
L
↑

ぶ霞
羅

、

憂
ピ’

　冨
　・才．　　　・
、‘ 幽　　・：
　W　　ド

．ユも

　≧・柵一
声

1｛国 藷鐘

　　舗

警
e
？
炉
。
i
逢

1
｛

・　l　　l．

　　　　　　　，
§　　　き；．…

二÷≡達山＋；口i「マ，

　　’篭享冷烏

　　　　　・翌

　　ρ

　　　　　■．　　　A「．　　　、

　　　　｜　　　1　‘　　■　　　　P

・
・
灯
灘

・i・ il．1

亭．　’一：’・

　　．．｝‘

一 軒
　　→一ユ 日’

輻曙く←■丁

愉鴇、
一一T

酬工　・〉

●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

㍑
ま
・
曙
、

　葺1
．
暴

曇ll“量　　．．・劉ξ㌧，、　、　　　　1　　　　　　　「　　　　　，

　“
　↓　x

辱．翼、　　w　　、　　．　・r

　tメ　搬

　恥

撰

　
　
　
コ
　
　
ベ

墨
璽
㌫
遼
麟
懸

卜
」
「
l
」
日
集
町

　
　
　

き
　
ぺ
　

く
ヒ
　
　
ト
　
　
　ハ
　
　
　
　
　

イ
　
　
　
　
　
　
イ
　
ラ
ト
　
　
　

盤
情
閲
総

轟
踊
撫
Ψ
蛭

　　　　、・　　　＆→セ●宮碕

　　　　　　一　　　「『
』」」

星d
，
ー

■
角1｝

　
■
4
烏
艮
働

」
■
－
．

　
S
庄
捻
叢
匂

恰
正
肩
項

蹴1据『
唯

灘
酬

三》
R
・

溺
翌
舞

l
l
L
‖

善
伎

ー
X
鯵
ーlI
I
f
I
I
ー
』
f

，織

⑪ ＝1

　『：
扉
1

’㍗

図6　『元禄二年堺大絵図』（国立歴史民俗博物館蔵）に描かれた宿院

52



村落の広場・都市の広場

往
時
よ
り
住
吉
神
社
の
御
旅
所
た
り
し
と
、
他
の
好
位
置
な
る
と
を
以
て
当
市

繁
栄
の
中
心
と
な
り
、
付
近
に
は
寄
席
あ
り
、
劇
場
あ
り
、
其
の
他
の
諸
興
業

及
び

料
理
屋
飲
食
店

を
初
め
、
凡
百
の
隷
店
皆
此
に
集
り
て
股
賑
雑
闇
の
巷
を

為
せ
り

　
「
大
阪
府
全
志
」
に
も
あ
る
よ
う
に
、
か
つ
て
の
宿
院
境
内
に
は
卯
の
日
座
や
電
気

館

と
い
っ
た
映
画
館
や
、
旭
座
な
ど
の
演
芸
場
が
な
ら
び
、
道
に
も
様
々
な
大
道
芸

　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

人
が
出
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
付
近
に
は
青
物
市
場
や
魚
市
場
も
あ
り
、
南
大
阪
の

百
姓
や
漁
師
に
と
っ
て
も
そ
こ
は
貴
重
な
交
易
の
場
で
あ
っ
た
。
宿
院
の
境
内
は
、

大
正
四

年
に

大
正
天
皇
即
位
記
念
に

公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
た
が
、
公
園
内
で
も

様
々
な
香
具
師
が
口
上
を
競
っ
て
い
た
。
ま
さ
し
く
宿
院
は
、
多
く
の
人
を
集
め
る

キ
ラ
キ
ラ
し
た
魅
力
を
持
つ
空
間
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
大
空
襲
は
、
堺
旧
市
街
地
の
大
半
を

焼

き
尽
く
し
、
宿
院
周
辺
も
大
き
な
被
害
を
う
け
た
。
戦
後
の
復
興
に
よ
っ
て
も
と

の
宿
院
境
内
の
場
所
に
大
通
り
が
通
る
こ
と
と
な
り
、
宿
院
は
若
干
そ
の
位
置
を
移

動

し
て
い
る
。
宿
院
周
辺
に
は
数
件
の
映
画
館
が
残
る
だ
け
で
か
つ
て
の
賑
わ
い
は

今

は
な
く
、
堺
の
盛
り
場
は
堺
東
駅
前
に
そ
の
場
を
移
し
て
い
る
。
御
旅
所
か
ら
駅

前
へ
と
い
う
盛
り
場
の
移
動
も
ま
た
時
代
を
反
映
し
た
も
の
と
い
え
る
の
か
も
し
れ

な
い
。

　
宿
院
の
変
遷
は
、
都
市
の
広
場
あ
る
い
は
都
市
そ
の
も
の
の
発
生
を
考
え
る
上
で

非
常
に
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
宿
院
が
な
ぜ
住
吉
大
社
の
御
旅
所
と
な
っ
た
の
か
は

よ
く
わ
か
ら
な
裁
・
古
代
の
宿
院
付
近
が
み
そ
ぎ
を
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
静
か
で

清

ら
か
な
浜
辺
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
こ
が
神
幸
の

場

と
な
り
、
年
に
一
度
と
は
い
え
多
く
の
人
が
集
ま
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
場
所

は
自
然
と
都
会
的
広
場
の
様
相
を
示
し
、
や
が
て
常
に
人
が
集
ま
る
盛
り
場
へ
と
成

長

し
て
い
く
の
で
あ
る
。
人
が
集
ま
る
場
所
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
人
を
ひ
き

つ

け
る
魅
力
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
宿
院
の
場
合
の
そ
れ
は
御
旅
所
に
お
け
る
祭

礼
で
あ
っ
た
。
神
の
来
臨
が
、
都
会
的
魅
力
の
源
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
堺
宿

院
の
事
例
は
御
旅
所
を
わ
が
国
に
お
け
る
広
場
の
一
つ
の
形
と
し
て
認
め
る
根
拠
と

な
る
も
の
だ
ろ
う
。

ま
と
め

　

こ
れ
ま
で
和
泉
地
方
の
村
落
、
都
市
の
広
場
の
事
例
を
紹
介
し
、
そ
の
中
で
集
落

的
広
場
、
都
会
的
広
場
の
区
分
や
、
都
会
的
広
場
と
御
旅
所
と
の
関
係
に
触
れ
て
き

た
。
本
論
で
は
都
会
的
広
場
の
一
つ
の
原
型
と
し
て
御
旅
所
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

御
旅
所

と
は
本
来
な
に
も
な
い
場
所
に
祭
礼
時
だ
け
多
く
の
人
が
集
ま
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
御
旅
所
の
性
格
は
、
時
間
を
限
っ
て
広
場
化
す
る
現
在
の
歩
行
者

天
国
な
ど
の
都
会
的
広
場
の
姿
を
彷
彿
と
さ
せ
、
ま
た
始
原
的
な
都
市
の
姿
に
通
じ

る
も
の
が
あ
る
。
小
論
で
取
り
上
げ
た
事
例
に
即
し
て
い
え
ば
、
岡
田
で
は
、
漁
業
、

農
業
、
そ
し
て
商
業
と
村
落
内
で
異
な
っ
た
要
素
が
み
ら
れ
た
が
、
祭
祀
を
通
じ
て

こ
れ
ら
の
融
合
を
は
か
る
場
と
し
て
御
旅
所
で
あ
る
エ
ベ
ッ
サ
ン
ノ
バ
が
存
在
し
た
。

ま
た
国
市
場
の
例
で
は
祭
祀
集
団
を
構
成
す
る
人
数
が
多
く
、
そ
れ
を
統
合
す
る
場

と
し
て
の
御
旅
所
の
性
格
が
み
ら
れ
た
。
つ
ま
り
お
互
い
が
顔
見
知
り
で
あ
る
よ
う
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な
小
さ
な
集
団
で
は
集
落
的
広
場
だ
け
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
集
団
の
規
模
が
大
き

く
な
り
、
そ
の
内
部
の
構
成
も
均
一
で
は
な
く
な
っ
た
時
に
は
、
そ
の
融
合
を
図
る

た
め
に
御
旅
所
が
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
僅
か
の
事
例
で
は
あ

る
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
都
会
的
広
場
あ
る
い
は
都
市
そ
の
も
の
の
萌

芽

と
な
っ
た
可
能
性
も
否
定
は
で
き
な
い
。
常
設
的
で
は
な
く
時
間
を
限
っ
て
広
場

化
す
る
と
い
う
わ
が
国
の
都
会
的
な
広
場
の
源
流
に
、
御
旅
所
空
間
を
想
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
以
上

は
、
日
常
的
に
は
特
に
意
味
を
も
た
な
い
場
所
が
祭
礼
時
な
ど
の
時
に
広
場

化
す

る
ケ
ー
ス
を
念
頭
に
お
い
た
議
論
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
の
他
に
普

段

は
集
落
的
広
場
で
あ
る
場
所
が
、
祭
礼
な
ど
特
定
の
期
間
だ
け
共
同
体
の
メ
ン

バ
ー
以
外
に
も
開
放
さ
れ
、
都
会
的
広
場
と
し
て
の
色
彩
を
帯
び
る
と
い
っ
た
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
4
）

が
存
在
す
る
。
京
都
舐
園
祭
の
宵
山
の
時
に
は
、
各
鉾
町
の
町
会
所
（
町
家
と
よ
ば

れ

る
）
に
は
そ
の
町
が
古
く
か
ら
所
有
す
る
宝
物
類
が
飾
ら
れ
、
見
物
人
は
建
物
の

中
に
入
っ
て
そ
れ
を
ま
じ
か
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
町
会
所
は
日
常
的
に
は
そ
の

町
の

構
成

メ
ン
バ
ー
以
外
は
ま
ず
利
用
し
な
い
場
所
で
あ
る
が
、
こ
れ
な
ど
は
集
落

的
広
場
か
ら
都
会
的
広
場
へ
の
転
化
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
小
論
で

取

り
上
げ
た
堺
の
宿
院
に
も
近
世
に
は
会
所
が
存
在
し
、
現
在
で
も
地
域
の
集
会
所

が
建
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
祭
礼
の
時
に
は
、
そ
の
よ
う
な
地
域
の
人
々
の
広

場

と
い
っ
た
の
ん
び
り
と
し
た
雰
囲
気
は
一
掃
さ
れ
、
不
特
定
多
数
の
大
衆
が
集
い

出
会
う
都
会
的
広
場
に
装
い
を
変
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
祭
礼
な
ど
の
時
に
、

集
落
的
広
場
か
ら
都
会
的
広
場
へ
の
転
化
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
都
市
の
広
場
の
特

色
の

ひ

と
つ
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
本
論
で

は
そ
れ
ぞ
れ
の
広
場
の
歴
史
的
な
考
察
や
泉
佐
野
、
岸
和
田
、
貝
塚
な
ど

堺

と
は
異
な
っ
た
性
格
を
も
つ
都
市
の
広
場
の
考
察
な
ど
十
分
明
ら
か
に
で
き
な

か

っ

た
問
題
点
も
多
い
。
今
後
は
こ
れ
ら
の
点
を
解
決
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
和
泉
と

い

う
特
定
地
域
に
お
け
る
広
場
の
特
性
を
よ
り
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
各
地
の
広

場

と
の
比
較
の
中
で
和
泉
地
方
の
広
場
を
相
対
化
す
る
努
力
を
続
け
、
よ
り
魅
力
的

な
広
場
論
を
模
索
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

註（
1
）
　
か
い
わ
い
、
盛
り
場
な
ど
の
概
念
に
つ
い
て
は
次
の
も
の
が
詳
し
い

　
　
材
野
博
司
『
か
い
わ
い
』
鹿
島
出
版
社
　
一
九
七
八

　
　
服
部
娃
一
郎
『
盛
り
場
ー
人
間
欲
望
の
原
点
ー
』
鹿
島
出
版
社
　
一
九
八
一

（
2
）
　
都
市
デ
ザ
イ
ン
研
究
体
（
伊
藤
て
い
じ
他
十
一
人
）
「
日
本
の
広
場
」
（
『
建
築
文
化
』
八

　
　
九
七
一
）

（
3
）
　
渡
辺
達
三
　
「
原
始
時
代
の
広
場
」
（
『
造
園
雑
誌
』
三
三
ー
二
　
一
九
七
〇
）

渡
辺
達
三

渡
辺
達
三

渡
辺
達
三

渡
辺
達
三

渡
辺
達
三

渡
辺
達
三

渡
辺
達
三

渡
辺
達
三

渡
辺
達
三

渡
辺
達
三

（
4
）
　
三
浦
金
作

（
5
）
加
藤
晃
規

　
プ
ロ
セ
ス
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ュ
ア

（
6
）
　
上
田
篤

「古
代
の
広
場
」
（
『
造
園
雑
誌
』
三
三
－
三
　
一
九
七
〇
）

「中
世
集
落
の
広
場
」
（
『
造
園
雑
誌
』
三
三
ー
四
　
一
九
七
一

「
近
世
広
場
の
諸
形
態
」
（
『
造
園
雑
誌
』
三
五
ー
三
　
一
九
七
二
）

「鎮
守
の

杜
の

成
立

と
展
開
」
（
『
造
園
雑
誌
』
三
五
ー
四
　
一
九
七
二
）

「
火
除
地
広
場
の
成
立
と
展
開
ω
」
（
『
造
園
雑
誌
』
三
六
ー
二
　
一
九
七
二
）

「火
除
地
広
場
の
成
立
と
展
開
ω
」
（
『
造
園
雑
誌
』
三
六
ー
四
　
一
九
七
三
）

「百
姓
一
揆
と
広
場
ω
」
（
『
造
園
雑
誌
』
三
六
ー
三
　
一
九
七
三
）

「
百
姓
一
揆
と
広
場
②
」
（
『
造
園
雑
誌
』
三
七
ー
一
　
一
九
七
三
）

「
近
世
集
落
の
広
場
ω
」
（
『
造
園
雑
誌
』
三
七
ー
｝
　
一
九
七
三
）

「広
場
の
歴
史
的
諸
形
態
」
（
『
造
園
雑
誌
』
四
三
ー
一
　
一
九
七
九
）

　
『
広
場
の
空
間
構
成
』
　
鹿
島
出
版
会
　
一
九
九
三

　
『
日
本
的
広
場
の
あ
る
街
　
ミ
ド
リ
：
ミ
ヅ
・
ツ
チ
』

　
　
　
　
　
　
　
一
九
九
三

『都
市
の
実
験
』
　
文
藝
春
秋
　
一
九
八
四

一
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（
7
）
　
羽
仁
進
　
『
都
市
の
論
理
』
　
勤
草
書
房
　
一
九
六
八

（
8
）
　
拙
稿
「
奈
良
盆
地
に
お
け
る
広
場
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
民
俗
学
』
一
七
三
　
一
九
八
八
）

（
9
）
　
渡
辺
澄
夫
　
『
畿
内
庄
園
の
基
礎
構
造
』
吉
川
弘
文
館
　
一
九
五
六

（
1
0
）
　
渡
辺
澄
夫
　
「
環
濠
集
落
の
形
成
と
郷
村
制
の
関
係
」
（
『
史
学
研
究
』
五
〇
　
一
九
五
一
）

（
1
1
）
　
沖
縄
の
宗
教
空
間
に
つ
い
て
の
研
究
は
き
わ
め
て
多
い
。
本
稿
と
の
関
係
で
は
以
下
の
も

　
　
の
が
注
目
さ
れ
る
。

　
　
仲
松
弥
秀
　
『
神
と
村
』
　
伝
統
と
現
代
社
　
一
九
七
五

　
　
村
武
精
一
　
『
祭
祀
空
間
の
構
造
』
　
東
京
大
学
出
版
会
　
一
九
八
四

（
1
2
）
　
近
世
会
所
の
研
究
は
主
と
し
て
京
都
を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
谷
直
樹
「
町
の
発
展
と
町
会
所
の
成
立
」
（
「
祇
園
祭
山
鉾
町
会
所
建
築
の
調
査
報
告
』

　
　
京
都
大
学
工
学
部
建
築
学
教
室
建
築
史
研
究
室
　
一
九
七
五
）
、
菅
原
憲
二
「
近
世
京
都
の
町

　
　
と
用
人
」
（
高
橋
康
夫
、
吉
田
伸
之
編
『
日
本
都
市
史
入
門
m
』
所
収
　
東
京
大
学
出
版
　
一

　
　
九
九
〇
）
、
杉
森
哲
也
「
町
組
と
町
」
（
高
橋
康
夫
、
吉
田
伸
之
編
『
日
本
都
市
史
入
門
H
』
所

　
　
収
　
東
京
大
学
出
版
　
一
九
九
〇
）
な
ど

（
1
3
）
　
奈
良
町
の
会
所
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

　
　
川
上
貢
「
近
世
に
お
け
る
町
と
村
の
会
所
」
（
『
日
本
建
築
学
会
大
会
学
術
講
演
梗
概
集
』
一
九

　
　
七
四
）
、
岩
井
宏
寛
「
町
の
共
同
体
と
奈
良
町
会
所
」
（
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』

　
　
三
三
　
一
九
九
一
）
、
拙
稿
「
近
世
奈
良
町
の
会
所
」
（
『
史
朋
』
二
七
　
一
九
九
二
）

（
1
4
）
　
た
と
え
ば
井
上
町
の
会
所
で
は
蔵
王
権
現
、
八
王
子
が
、
餅
飯
殿
町
の
会
所
で
は
弁
財
天
が

　
　
ま
つ
ら
れ
て
い
た
。
拙
稿
「
近
世
奈
良
町
の
会
所
」
（
『
史
朋
』
二
七
　
一
九
九
二
）

（
1
5
）
　
谷
直
樹
「
町
の
発
展
と
町
会
所
の
成
立
」
（
『
祇
園
祭
山
鉾
町
会
所
建
築
の
調
査
報
告
』
京
都

　
　
京
都
大
学
工
学
部
建
築
学
教
室
建
築
史
研
究
室
　
一
九
七
五
）
、
菅
原
憲
二
「
近
世
京
都
の
町

　
　
と
用
人
」
（
高
橋
康
夫
、
吉
田
伸
之
編
『
日
本
都
市
史
入
門
m
』
所
収
　
東
京
大
学
出
版
　
一

　
　
九
九
〇
）
な
ど
に
詳
し
い

（
1
6
）
　
奈
良
町
で
は
明
暦
三
年
に
毎
月
町
ご
と
に
寄
合
を
開
く
こ
と
を
義
務
づ
け
た
触
れ
が
出
さ

　
　
れ
て
い
る
　
拙
稿
「
近
世
奈
良
町
の
会
所
」
（
『
史
朋
』
二
七
　
一
九
九
二
）

（
1
7
）
　
原
田
敏
明
「
会
所
と
部
落
の
宗
教
」
（
『
社
会
と
伝
承
』
一
ー
二
　
一
九
五
六
）

（
1
8
）
　
奈
良
県
下
の
村
落
会
所
に
つ
い
て
は
か
っ
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る

　

拙
稿
「
奈
良
盆
地
に
お
け
る
広
場
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
民
俗
学
』
一
七
三
　
一
九
八
八
ま
た
滋

　

賀
県
八
日
市
市
で
は
村
堂
の
歴
史
が
中
世
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

　
　
る
。

　
　
『
八
日
市
市
史
　
第
二
巻
』
八
日
市
市
役
所
　
一
九
八
四
　
当
該
部
分
の
執
筆
者
は
伊
藤
唯
真

（
1
9
）
　
旧
稿
で
は
広
場
を
次
の
よ
う
に
定
義
づ
け
て
い
る
。
「
自
由
に
出
入
り
が
で
き
、
所
有
者
が

　
　
公
共
で
あ
り
、
ま
た
人
が
集
ま
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
作
ら
れ
た
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
」

　
　
拙
稿
「
奈
良
盆
地
に
お
け
る
広
場
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
民
俗
学
』
一
七
三
　
一
九
八
八

（
2
0
）
　
大
越
勝
秋
「
和
泉
地
方
に
お
け
る
重
要
井
堰
と
湧
水
帯
」
（
『
歴
史
地
理
学
紀
要
』
二
二

（
2
1
）
　
貝
塚
市
蕎
原
に
つ
い
て
は
一
九
八
七
年
以
来
摂
河
泉
地
域
史
研
究
会
之
メ
ン
バ
ー
の
一
員

　
　
と
し
て
民
俗
調
査
を
続
け
て
い
る
。
そ
の
成
果
は
近
く
同
会
よ
り
刊
行
さ
れ
る
予
定
で
あ
る

（
2
2
）
　
蕎
原
区
有
文
書

　
　
こ
の
史
料
の
整
理
は
と
も
に
蕎
原
の
調
査
に
参
加
し
た
森
本
一
彦
氏
の
手
に
よ
っ
て
い
る

（
2
3
）
　
蕎
原
に
は
合
計
7
箇
所
の
井
堰
が
近
木
川
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。
井
堰
は
ユ
と
よ
ば
れ
、

　
　
も
っ
と
も
上
流
の
イ
チ
ノ
ユ
の
近
く
に
は
水
神
で
あ
る
ユ
ガ
ミ
が
ま
つ
ら
れ
て
い
た
。

（
2
4
）
　
西
畑
の
盆
踊
り
を
は
じ
め
和
泉
地
域
の
盆
踊
り
に
つ
い
て
は
次
の
も
の
が
詳
し
い
。

　
　
泉
州
の
祭
り
と
民
謡
を
記
録
す
る
会
『
泉
南
地
域
の
盆
お
ど
り
』
一
九
九
二

（
2
5
）
　
チ
ャ
ン
チ
ャ
ン
ヒ
キ
の
調
査
に
つ
い
て
は
貝
塚
市
教
育
委
員
会
の
前
田
浩
一
氏
、
近
藤
孝

　
　
敬
氏
の
お
世
話
に
な
っ
た
。

（
2
6
）
　
広
場
が
村
落
空
間
の
な
か
で
し
め
る
象
徴
的
な
役
割
に
つ
い
て
は
か
つ
て
奈
良
県
天
理
市

　
　
乙
木
の
事
例
を
中
心
に
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
。

　
　
拙
稿
「
天
理
市
乙
木
の
祭
祀
と
村
落
空
間
」
（
『
近
畿
民
俗
』
一
〇
九
　
一
九
八
六
）

（
2
7
）
　
『
和
泉
市
史
第
一
巻
』
和
泉
市
役
所
　
一
九
六
五
　
執
筆
者
は
三
浦
圭
一

（
2
8
）
　
御
館
山
に
た
つ
和
泉
市
教
育
委
員
会
作
成
の
説
明
板
に
よ
る

（
2
9
）
　
千
原
騒
動
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
が
あ
る

　
　
『
和
泉
市
史
第
二
巻
』
和
泉
市
役
所
　
一
九
六
五
　
執
筆
者
は
三
浦
圭
一

　
　
児
山
祐
一
良
『
天
明
の
義
挙
　
千
原
騒
動
』
文
理
閣
　
一
九
七
八

　
　
盛
田
嘉
徳
、
岡
本
良
一
、
森
杉
夫
『
あ
る
被
差
別
部
落
の
歴
史
』
岩
波
書
店
　
一
九
七
九
な
ど

（
3
0
）
　
一
揆
に
お
け
る
結
集
の
場
の
問
題
に
つ
い
て
は
　
九
九
三
年
度
の
日
本
民
俗
学
会
大
会
に

　
　
お
い
て
大
和
の
事
例
を
中
心
に
報
告
し
た
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
次
の
も
の
に
ま
と
め
た
。

　
　
拙
稿
　
「
一
揆
に
お
け
る
結
集
の
場
」
（
黒
田
一
充
編
『
聖
域
の
伝
統
文
化
」
関
西
大
学
出
版

　
　
一
九
九
四
　
所
収
）

（
3
1
）
　
た
と
え
ば
明
和
8
年
の
常
陸
久
慈
郡
の
一
揆
な
ど

（
3
2
）
　
岬
町
小
島
の
調
査
は
『
岬
町
の
歴
史
』
編
纂
に
と
も
な
う
も
の
で
増
崎
勝
敏
と
の
共
同
調
査

　
　
で
あ
る
。
漁
業
関
係
に
つ
い
て
は
増
崎
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
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（
3
3
）
　
泉
南
市
岡
田
の
調
査
は
泉
南
市
教
育
委
員
会
か
ら
委
託
さ
れ
て
摂
河
泉
地
域
史
研
究
会
が

　
　
お
こ
な
っ
て
い
る
。
調
査
は
民
俗
と
方
言
を
対
象
と
し
て
行
な
っ
た
が
私
は
こ
の
う
ち
民
俗

　
　
の
部
分
を
担
当
し
て
い
る
。
調
査
の
全
容
に
つ
い
て
は
以
下
の
報
告
書
を
参
照

　
　
『
泉
南
市
岡
田
地
区
民
俗
資
料
調
査
報
告
』
泉
南
市
教
育
委
員
会
　
一
九
九
一

（
3
4
）
　
『
泉
南
市
史
本
文
編
』
泉
南
市
役
所

（
3
5
）
　
「
岡
田
村
浦
陸
縫
に
付
陸
方
よ
り
難
書
」
（
『
泉
南
市
史
史
料
編
』
泉
南
市
／
一
九
八
二
所
収
）

（
3
6
）
　
大
越
勝
秋
「
泉
州
信
達
郷
の
宮
座
」
（
「
近
畿
民
俗
』
一
七
　
一
九
五
五
）

（
3
7
）
　
「
岡
田
浦
陸
喧
嘩
一
件
」
（
『
泉
南
市
史
史
料
編
』
泉
南
市
／
一
九
八
二
所
収
）

（
3
8
）
　
『
泉
南
市
史
本
文
編
』
泉
南
市
役
所

（
3
9
）
　
岡
田
の
盆
踊
り
は
サ
ン
ヤ
と
い
わ
れ
る
独
特
の
も
の
で
あ
っ
た
。

（
4
0
）
全
国
的
に
海
岸
部
の
村
落
で
は
こ
の
よ
う
な
空
間
構
成
を
と
る
も
の
が
多
い
。
次
の
文
献

　
　
に
は
多
く
の
事
例
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
明
治
大
学
工
学
部
建
築
学
科
神
代
研
究
室
編
「
日
本
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
（
『
む
力
O
』
別
冊
7
　
一

　
　
九
七
五
）

（
4
1
）
奈
良
盆
地
で
は
和
泉
地
域
に
お
け
る
バ
の
よ
う
に
広
場
を
し
め
す
固
定
的
な
語
彙
は
特
に

　
　
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
い
く
つ
か
の
広
場
で
カ
ド
と
い
う
言
葉
が
つ
か
わ
れ
て
い
た

　
　
拙
稿
「
奈
良
盆
地
に
お
け
る
広
場
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
民
俗
学
』
一
七
三
　
一
九
八
八

（
4
2
）
　
垂
水
稔
『
結
界
の
構
造
』
名
著
出
版
　
一
九
九
〇
　
が
紙
園
祭
り
の
御
旅
所
に
つ
い
て
と
り

　
　
あ
げ
て
い
る
。

（
4
3
）
　
大
越
勝
秋
氏
は
一
連
の
宮
座
研
究
の
な
か
で
繰
り
返
し
こ
の
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　
　
集
中
的
に
宮
郷
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
も
の
と
し
て
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

　
　
大
越
勝
秋
「
和
泉
の
宮
郷
の
分
布
と
成
立
」
（
『
人
文
地
理
』
一
四
ー
六
　
一
九
六
二
）

（
4
4
）
　
『
東
鳥
取
村
誌
』
東
鳥
取
村
　
一
九
五
八

（
4
5
）
　
尾
崎
、
新
町
、
波
有
手
、
黒
田
、
下
出
、
石
田
、
自
然
田
、
中
、
桑
畑
、
山
中
、
貝
掛
、

（
4
6
）
　
大
越
勝
秋
「
泉
州
鳥
取
郷
の
宮
座
、
寺
座
」
（
『
近
畿
民
俗
』
一
五
　
一
九
五
四

（
4
7
）
　
『
阪
南
町
史
下
巻
』
阪
南
町
役
場
　
一
九
七
七
　
所
収

（
4
8
）
　
『
東
鳥
取
村
誌
』
東
鳥
取
村
　
一
九
五
八

（
4
9
）
　
樽
井
、
岡
田
浦
、
岡
田
（
岡
田
の
浦
方
と
陸
方
を
区
別
し
て
い
る
）
、
北
野
、
中
小
路
、
馬

　
　
場
、
幡
代
、
牧
野
、
岡
中
、
市
場
、
大
苗
代
、
六
尾
、
金
熊
寺

（
5
0
）
　
こ
の
地
区
の
村
落
は
共
有
山
を
持
ち
山
郷
を
形
成
し
て
い
る
が
、
信
達
山
郷
は
宮
郷
に
さ

　
　
ら
に
葛
畑
、
楠
畑
、
童
子
畑
の
3
地
区
が
加
わ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

（
5
1
）
　
『
樽
井
町
史
』
樽
井
町
役
場
　
一
九
五
五

（
5
2
）
　
大
越
勝
秋
「
泉
州
鳥
取
郷
の
宮
座
、
寺
座
」
（
『
近
畿
民
俗
』
一
五
　
一
九
五
四
）

（
5
3
）
　
「
貞
享
二
年
寺
社
之
覚
」
（
『
樽
井
町
史
』
樽
井
町
役
場
　
一
九
五
五
　
所
収
）

（
5
4
）
　
『
樽
井
町
史
』
樽
井
町
役
場
　
一
九
五
五

（
5
5
）
　
市
神
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
が
あ
る

　
　
長
井
政
太
郎
『
山
形
県
の
市
の
研
究
』
一
九
四
二

　
　
北
見
俊
夫
『
市
と
行
商
の
民
俗
』
岩
崎
美
術
社
　
一
九
七
〇
　
な
ど

（
5
6
）
　
堺
の
広
場
に
つ
い
て
は
渡
辺
達
三
氏
の
先
駆
的
な
研
究
が
あ
り
、
そ
の
中
で
会
所
に
つ
い

　
　
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
渡
辺
達
三
「
近
世
集
落
の
広
場
　
堺
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
ω
」
（
『
造
園
雑
誌
』
三
七
－
一
　
一

　
　
九
七
三
）

　
　
渡
辺
達
三
「
近
世
集
落
の
広
場
　
堺
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
②
」
（
『
造
園
雑
誌
』
三
七
ー
二
　
一

　
　
九
七
三
）

（
5
7
）
　
『
堺
市
史
』
第
5
巻
　
堺
市
役
所
　
一
九
三
〇
　
所
収

（
5
8
）
　
『
堺
市
史
』
第
5
巻
　
堺
市
役
所
　
一
九
三
〇
　
所
収

（
5
9
）
　
「
堺
手
鑑
」
（
『
堺
市
史
』
第
5
巻
　
堺
市
役
所
　
一
九
三
〇
　
所
収
）

（
6
0
）
　
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
纂
『
大
日
本
古
文
書
　
簾
軒
日
録
』
岩
波
書
店
　
一
九
五
三

（
6
1
）
　
網
野
善
彦
　
『
無
縁
・
公
界
・
楽
』
平
凡
社
　
一
九
七
八

（
6
2
）
　
『
住
吉
名
勝
図
会
』
国
書
刊
行
会
　
一
九
八
七
　
所
収
　
原
本
は
寛
政
六
年
刊
行

（6
3
）
　
『
灘
波
鑑
』
（
『
浪
速
叢
書
』
十
二
巻
所
収
）

（
6
4
）
　
田
中
卓
『
住
吉
大
社
史
上
巻
』
住
吉
大
社
　
一
九
六
三
　
所
収

（6
5
）

　
　
　
田
中
卓
『
住
吉
大
社
史
上
巻
』
住
吉
大
社
　
一
九
六
三

　
　
西
宮
一
民
「
仮
名
遣
を
通
し
て
見
た
る
住
吉
大
社
神
代
記
」
（
『
萬
葉
』
六
三

　
　
坂
本
太
郎
「
住
吉
大
社
神
代
に
つ
い
て
」
（
『
国
史
学
』
八
九
　
一
九
七
二
）

　
　
西
本
泰
『
住
吉
大
社
』
学
生
社
　
一
九
七
七
　
な
ど

（
6
6
）
　
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
纂
『
大
日
本
古
文
書
　
蕪
軒
日
録
』
岩
波
書
店

（
6
7
）
　
堺
市
博
物
館
蔵
の
も
の
も
あ
る

（
6
8
）
　
『
住
吉
名
所
図
会
』
国
書
刊
行
会
　
一
九
八
七

（
6
9
）
　
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
、
た
だ
し
本
稿
で
は
次
の
刊
本
に
よ
っ
た

　
　
『
元
禄
二
己
巳
歳
堺
大
絵
図
』
前
田
書
店
　
一
九
七
七

（
7
0
）
　
大
谷
女
子
大
学
資
料
館
編
『
堺
周
辺
村
落
史
料
』
　
一
九
九
二
　
所
収

一
九
六
七
）

一
九
五
三
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（
7
1
）
　
井
上
正
雄
『
大
阪
府
全
志
巻
五
』
一
九
二
二

（
7
2
）
　
松
本
壮
吉
『
堺
』
堺
民
俗
研
究
会
　
一
九
五
五

（
7
3
）
　
近
世
以
来
神
功
皇
后
伝
承
と
関
連
し
て
住
吉
社
が
も
と
は
堺
に
あ
っ
た
と
い
う
伝
承
が
あ

　
　
る
が
、
そ
の
真
偽
は
不
明
で
あ
る
。

（
7
4
）
　
祇
園
鉾
町
の
会
所
建
築
に
つ
い
て
は
次
の
も
の
が
詳
し
い

　
　
『
祇
園
祭
山
鉾
町
会
所
建
築
の
調
査
報
告
』
京
都
大
学
工
学
部
建
築
学
教
室
建
築
史
研
究
室

　
　
一
九
七
五

（大
阪
狭
山
市
教
育
委
員
会
）

村落の広場・都市の広場
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Village　Hiroba，　City　Hiroba

IcHIKAwA　Hideyuki

　　Until　now，　little　research　has　been　done　on　the　subject　of　hiroba（public　spaces）in

Japanese　villages　and　cities；indeed，　the　very　existence　of　hiroba　has　been　almost

entirely　overlooked　by　scholars．　Nonetheless，　fbrms　of　hiroba，　though　small　in　area，

have　been　a　constant　fbature　of　the　Japanese　village　and　play　a　vital　role　in　the

fUnctioning　of　the　village　community．　In　cities，　there　are　two　main　types　of　hiroba：

small－scale　meeting　places　maintained丘）r　gatherings　of　local　residents，　and　places　in

which　people　of　any　origin　or　orientation　may　gather．　Through　a　consideration　of

hiroba　in　the　Izumi　region　of　southern　Osaka　prefbcture，　the　present　study　attempts　to

elucidate　the　correlation　between　the　loca1－community　type　of　hiroba　seen　in　both

villages　and　cities　and　the　open，　general－public　variety　typical　in　urban　areas．

　　Within　the　sel㏄ted　region，　typical　local－community　hiroba　can　be　seen　both　in　the

飴rming　villages　of　the　flat－lands　and　mountains　and　in　the　fishing　villages　along　the

coast．　In　configuration，　all　these　villages　are　typical　examples　of　Japanese　village

fbrm，　demarcated　by　a　clear　boundary　and　displaying　a　highly　centripetal　layout．　At

the　hub　of　this　con丘guration　is　the　hiroba．

　　The　region　studied　is　also　where　the　go－miyaza，　a　group　presiding　over　religious

丘stivals　observed　by　two　or　more　villages，　were　well　developed．　Accordingly，　the

otabidokoro，　temporary　lodgings　during　the　fbstivals，　play　an　important　role　as

community　hiroba．The　otabidokoro　are　normally　just　vacant　areas　of　land，　but

during　the　fεstival　are　filled　with　throngs　of　revelers．　These　sites　of　religious　obser－

vance　involving　more　than　one　village　point　to　the　origins　of　urban　hiroba　and　even

of　cities　themselves．

　　The　study　also　looks　at　shukuin（lodgings）in　the　coastal　city　of　Sakai，　a　typical

urban　hiroba．　Originally，　the　shukuin　was　the　otabidokoro　fbr　pilgrims　to　the

Sumiyoshi　Shrine．　It　changed　in　nature　with　the　passage　of　time．　In　ancient　times，　it

was　a　place　of　purity　used　fbr　seaside　ablution　ceremonies．　Gradually，　however，　the

ceremony　itself　became　a　fbstive　occasion．　The　rites　at　the　otabidokoro　made　the　spot

apopular　gathering　place　and　eventually　a　permanently　bustling　hub　of　activity．　This

process　represents　the　typical　relationship　between　hiroba　and　urban　fεstivals　and

religiOUS　eVentS．
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