
︿
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︱
明
治
四
十
四
年
の
住
吉
大
社
宝
の
市

︱

田

中

励

儀

明
治
四
十
四
年
十
月
十
八
日
︑
泉
鏡
花
は
︑
道
頓
堀
中
座
で
﹁
婦
系
図
﹂
上

演
中
の
喜
多
村
緑
郎
に
招
か
れ
て
︑
大
阪
を
訪
れ
た
︒

梅
田
駅
に
着
い
た
鏡
花
は
︑
喜
多
村
の
番
頭
に
迎
え
ら
れ
︑
指
定
の
宿

で
旅
装
を
と
く
と
早
速
︑
中
座
に
案
内
さ
れ
た
︒︵
中
略
︶
そ
の
晩
︑
芝

居
が
ハ
ネ
る
と
“
三
碧
会
”
連
︵
喜
多
村
を
囲
む
会
︱
引
用
者
注
︶
の
宴

席
が
中
座
の
前
茶
屋
に
設
け
ら
れ
︑︵
中
略
︶
鏡
花
を
正
座
に
す
え
て
︑

“
宝
の
市
”
の
行
列
到
来
を
待
つ
こ
と
に
な
つ
た①

︒

宝
の
市
と
は
︑﹁
神
功
皇
后
が
三
韓
か
ら
の
貢
物
を
は
じ
め
百
貨
を
庶
民
に
頒

た
れ
た
と
い
う
故
事
に
よ
る
も
の
で
︑
わ
が
国
の
市
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
と
い

わ
れ②

﹂
る
神
事
で
あ
り
︑
江
戸
期
に
は
陰
暦
九
月
十
三
日
に
執
り
行
わ
れ
て
い

た
︒
当
時
は
﹁
神
前
に
を
い
て
︑
市
を
立た
て

舛
を
う
り
か
ふ③

﹂
賑
や
か
な
一
日
で

あ
っ
た
ら
し
い
︒
し
か
し
︑﹃
住
吉
大
社
史④

﹄
に
よ
れ
ば
﹁
明
治
五
年
の
改
革

に
よ
つ
て
中
絶
﹂︑
し
ば
ら
く
空
白
の
時
が
流
れ
る
︒
復
興
は
明
治
三
十
一
年
︒

前
年
︑
大
阪
築
港
起
工
式
の
た
め
時
の
市
長
が
住
吉
大
神
に
祈
願
し
た
際
︑
松

原
の
路
傍
よ
り
﹁
禁
裡
御
祈
禱
所
﹂
の
石
標
を
発
見
し
た
こ
と
が
復
興
の
契
機

と
な
っ
た
︒
そ
の
日
を
記
念
し
て
︑
今
度
は
陽
暦
十
月
十
七
日
を
期
し
て
執
行
︑

神
輿
渡
御
や
市
女
行
列
な
ど
華
や
か
な
行
事
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
︒
こ
の
神
事

は
﹁
昭
和
十
五
年
ま
で
続
い
た
が
︑
戦
時
中
と
な
つ
て
中
絶
し
︑
戦
後
は
十
月

十
七
日
祭
典
の
み
を
執と

り

行
お
こ
な

﹂
っ
て
い
る
︒

鏡
花
が
来
阪
し
た
明
治
四
十
四
年
は
復
興
十
四
年
目
に
あ
た
り
︑
当
時
の
新

聞
に
は
﹁
住
吉
神
社
の
宝
の
市
は
例
年
の
通
り
十
七
日
挙
行
す
︑
市
女
及
び
稚

児
は
南
地
五
花
街
の
芸
舞
妓
数
十
名
花
々
し
く
打
扮

い

で

た

ち
十
八
︑
十
九
の
両
日
は

供
奉
の
姿
に
て
廓
内
を
練
歩
く
と
ぞ
﹂︵﹁
宝
の
市
神
事
﹂﹁
大
阪
朝
日
新
聞
﹂

明
治
44
・
10
・
15
︶
と
予
告
さ
れ
て
い
る
︒
鏡
花
を
招
い
た
喜
多
村
は
﹁
実
は

こ
れ
は
氏
に
見
せ
た
い
も
の
だ
っ
た
が
︑
見
ら
れ
て
悦
に
入
ら
れ
た
こ
と
は
思

っ
た
以
上
の
も
の
だ
っ
た⑤

﹂
と
︑
鏡
花
の
感
動
を
伝
え
て
い
る
︒
こ
の
時
の
見

︿
資
料
紹
介
﹀
泉
鏡
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﹁
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地
心
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﹂
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メ
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【写真①】

聞
を
も
と
に
︑
鏡
花
は
翌
年
一
月
︑﹁
新
小
説
﹂
第
十
七
年
第
一
巻
に
小
説

﹁
南
地
心
中
﹂
を
発
表
し
た
︒
本
作
は
︑
船
場
の
大
金
持
丸
官
に
落
籍
さ
れ
た

名
妓
お
珊
が
︑
四
天
王
寺
で
猿
曳
き
を
し
て
い
た
美
青
年
多
一
に
心
惹
か
れ
︑

引
き
取
っ
て
世
話
を
す
る
が
︑
彼
に
は
お
美
津
と
い
う
許
婚
者
が
い
る
こ
と
を

知
っ
て
︑
二
人
と
も
ど
も
無
理
心
中
す
る
話
で
あ
る
︒

無
理
心
中
は
︑
道
頓
堀
か
ら
太
左
衛
門
橋
へ
と
練
り
歩
く
行
列
の
最
中
で
行

わ
れ
た
︒
そ
の
時
︑
お
珊
は
行
列
の
主
役
た
る
十
二
名
の
市
女
の
お
職
と
し
て

﹁
下
げ
髪
︑
緋
の
袴
と
云
ふ
扮な

装り

﹂
︵
三
︶
で
歩
み
を
進
め
︑﹁
烏
帽
子
︑
狩
衣
﹂

姿
の
お
美
津
は
﹁
金
蒔
絵
に
銀
鋲
打
つ
た
欄
干
づ
き
︑
輻
や
ぼ
ね

も
漆
の
車
屋
台
に
︑

前
囃
子
と
て
楽
を
奏
す
る
︑
其
の
十
二
人
と
同
じ
風
俗
﹂
に
︑
ま
た
﹁
浅
葱
紗

の
素
袍
着
﹂
た
多
一
は
﹁
後
囃
子
が
︑
又
幕
打
つ
た
高
い
屋
台
に
︑
こ
れ
は
男

の
稚
児
ば
か
り
︑
す
り
鉦
に
太
鼓
を
合
は
せ
て
︑
同
じ
く
揃
ふ
十
二
人
と
︵
中

略
︶
同
じ
装
束
﹂
︵
十
八
︶
に
装
わ
れ
て
い
た
︒

こ
の
練
行
列
の
様
子
は
︑
例
え
ば
大
正
七
年
発
行
の
﹃
第
三
十
四
回

芦
辺

を
ど
り
﹄
プ
ロ
グ
ラ
ム⑥

に
︑
関
連
写
真
と
と
も
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
︒

﹇
Ａ
﹈
前ま
へ

家や

台た
い

は
大
阪
に
因
縁
深
き
豊
太
閤
盛
時
の
文
物
に
因
み
総
蝋
色
塗

高
欄
造
り
と
し
︵
中
略
︶
棟
及
お
よ
び

垂
木
鼻
木
悉し
つ

皆か
い

透
し
鍍
金

め

つ

き

地
彫
の
金

具
を

鏤
ち
り
ば
め

た
れ
ば
其
壮
麗
蓋け
だ

し
本
邦
に
於
け
る
稀
に
見
る
べ
き
美
術

的
家
台
と
称
賛
せ
ら
る
に
至
れ
り
︻
写
真
①
︼

﹇
Ｂ
﹈
十
二
人
の
囃
子
皆み
な

退
紅
色
の
着
付
に
白
の
水
干
花
鳥
烏
帽
子
を
戴
き

︿
資
料
紹
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泉
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【写真②】

【写真③】昭和10年 宝の市練行列刷物

太
鼓
︑
鉦
︑
八
雲
琴
の
合
奏

さ
な
が
ら
見
る
人
を
し
て
眼
ま
な
こ

眩
せ
し
む
る
計ば
か

り
な
り

﹇
Ｃ
﹈
市
女
は
上
﨟
の
姿
に
て
頭
髪

か

み

は
お
す
べ
ら
か
し
に
て
絵
元

結
も
て
飾
り
緋
塩
瀬
の
長
袴

を
引
上
げ
て
腰
に
て
白
衣

幾
領

い

く

へ

を
重
ね
た
る
上
に
五
ツ

衣
を
着
け
た
る
者
十
人

︻
写
真
②
上
】

﹇
Ｄ
﹈
後
う
し
ろ

家や

台た
い

に
︵
中
略
︶
四
神
の

旗
を
樹た

て
茶
色
地
に
祇
園
木も
く

瓜こ
う

と
崩
れ
市
松
を
配は
い

織し
き

し
た
る
胴
巻
を
廻
ら
し
此
廓
の
男
の
子
等
鉦

太
鼓
に
て
は
や
し
た
つ
る
音
賑に
ぎ

は
し
か
り
け
り

お
珊
の
市
女
姿
は
﹇
Ｃ
﹈
に
︑
お
美
津
の
前
囃
子
姿
と
屋
台
は
﹇
Ａ
﹈
﹇
Ｂ
﹈

に
︑
多
一
の
後
囃
子
姿
と
屋
台
は
﹇
Ｄ
﹈
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
︒
時
代
は

下
が
る
が
︑
昭
和
十
年
に
発
行
さ
れ
た
宝
の
市
の
刷
物
︻
写
真
③
︼
か
ら
は
︑

行
列
の
並
び
を
確
認
で
き
る
︒
中
座
の
前
茶
屋
に
陣
取
っ
た
鏡
花
は
︑
目
の
前

を
通
る
華
や
か
な
練
行
列
に
強
く
惹
き
つ
け
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
︒
二
ヶ
月
ば
か

り
し
て
発
表
さ
れ
た
﹁
南
地
心
中
﹂
の
叙
述
は
正
確
で
あ
る
︒

︿
資
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介
﹀
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﹁
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︻
写
真
④
︼

実
は
︑
鏡
花
は
正
確
な
叙
述
の
基
と
な
る
︿
取
材
メ
モ
﹀
を
残
し
て
い
た
︒

秋
山
稔
氏
︑
穴
倉
玉
日
氏
と
共
に
取
組
ん
で
い
る
科
学
研
究
費
・
基
盤
研
究
Ｃ

﹁
泉
名
月
氏
旧
蔵
︑
泉
鏡
花
未
調
査
資
料
の
実
証
的
研
究
﹂
︵
課
題
番
号
：

1
7
K
0
2
4
6
9︶
に
よ
る
調
査
の
中
で
見
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒﹁
宝
の
市
﹂
の

標
題
を
持
つ
ペ
ン
書
三
枚
︒
以
下
に
写
真
︻
写
真
④
︼
と
と
も
に
翻
刻
す
る
︒

翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
︑
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
︵

︶
内
の
二
行
書
き
・
三

行
書
き
も
一
行
に
記
し
た
︒

﹇
一
枚
目
﹈

宝
の
市

◦
総
て
図
の
如
き
順
序
な
り
︒

◦
稚
児
は
何
れ
も
舞
子
︒
囃
子
は
舞
子
と
芸
者
と
交
れ
る
も
の
な
り
︒

︵
稚
児
の
な
り
は
写
真
参
照
︶

◦
市
女
は
総
て
芸
者
な
り
︒

◦
囃
子
は
図
の
如
く
な
ら
び
て
︑
前
太
鼓
︒
に
︒
つ
ゞ
み
︒
後
ろ
︑
八
雲
琴
︒

と
︒
す
り
鐘
︒

こ
の
十
二
人
の
風
俗
は
︒

髪
︒
つ
ぶ
し
嶋
田
︑
に
︑
絨マ
マ

縮
緬
の
︑
か
け
お
ろ
し
︑︵
か
け
お
ろ
し
は

結
び
下
げ
の
意
︶

い
た
づ
ら
︵
前
髪
の
両
は
し
へ
下
げ
る
毛
︶
前
へ
烏
帽
子
を
い
た
ゞ

く
︵
写
真
参
照
︶

︿
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介
﹀
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着
附
の
色
︒

と
き
色
に
白
の
う
ら
を
用
ゆ
︒

白
の
︑
し
や
の
か
り
衣
︒

黒
襦マ
マ

子
の
帯
︵
箱
文
庫
に
結
ぶ
︶

其
次
ぎ
の
市
女
︵
則
ち
姫
と
い
ふ
︶

着
附

十
二
ひ
と
へ
を
か
ら
げ
て
つ
け
る
事
︒

絨マ
マ

の
袴
も
同
断

◦
そ
の
他
図
に
な
き
は
市
女
の
両
側
へ
二
人
づ
ゝ
四
人
︒
黒
ぬ
り
の
五
尺
斗
り

の
長
さ
に
下
の
図
の
如
き
︵
図
省
略
︑
写
真
④
参
照
︱
翻
刻
者
注
︶
足
の
つ

き
し
も
の
に
蝋
燭
を
と
ぼ
し
て
︑
つ
い
て
歩
行
も
の
あ
り

︱
こ
の
足
は
休
む
と
き
下
へ
お
く
為
に
あ
り

﹇
二
枚
目
﹈

◦
此
一
隊
は
南
地
の
女
工マ
マ

場
︵
女
工マ
マ

場
と
は
芸
妓
の
試
験
所
︵
演
舞
場
と
は
違

ふ
︶
並
に
よ
み
書
き
︑
縫
物
︑
な
ど
も
教
ゆ
る
場
所
︶
則
ち
芝
居
裏
戎
橋
筋

西
へ
入
る
所
よ
り
繰
出
す
を
例
と
す
︒

◦
宝
の
市
は
十
七
︑
十
八
︑
十
九
の
三
日
と
す
︒
そ
の
う
ち
︑
十
七
日
は
住
吉

神
社
へ
行
き
て
式
を
行
ふ
も
の
な
り
︒

◦
然
し
て
十
六
日
の
夜
︒
式
日
の
前
晩
の
十
二
時
よ
り
︑
女
工マ
マ

場
へ
行
き
て
︑

入
浴
の
後
︑
髪
を
結
ひ
︑
衣
装
を
整
へ
前
般
の
支
度
を
な
す
︒
支
度
了
る
頃

は
則
ち
夜
の
あ
く
る
と
い
ふ
︒

︿
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◦
十
七
日
の
朝
七
時
よ
り
八
時
の
間
に
女
工マ
マ

場
を
出
て
︒
住
吉
神
社
へ
行
く
︒

◦﹁
さ
つ
き
の
御
殿
﹂
と
称
し
て
本
社
右
側
の
門
を
出
で
し
所
に
あ
る
式
殿
に

至
る
こ
ろ
に
て
袴
の
裾
を
お
ろ
し
て
長
く
は
く
︒

◦
姫
十
人
に
か
ぎ
り
て
︑
正
面
床
の
間
の
所
に
行
き
神
主
よ
り
土
器
に
御
酒
を

う
け
︑
結
び
昆
布
︒
檜
扇
︒
を
与
へ
ら
れ
て
自
分
の
定
め
し
席
に
戻
る
︒
こ

れ
は
一
人
々
々
に
同
様
の
こ
と
を
為
す
︒
然
し
て
一
列
に
十
人
な
ら
ぶ
︒

◦﹁
み
こ
﹂
来
り
て
︒
白
粉
を
つ
け
︑
紅
を
さ
し
︒
天
井
眉
︒
を
墨
く
︒︵
是
は

総
て
や
る
真
似
を
す
る
な
り
︶

﹇
三
枚
目
﹈

◦
是
を
了
へ
て
亦
一
列
に
な
ら
ぶ
︒
そ
こ
へ
白
木
の
﹁
へ
ぎ
﹂
に
も
ろ
こ
し
色

の
﹁
こ
わ
め
し
﹂
の
ご
と
き
も
の
を
土
器
に
盛
り
し
を
の
せ
て
出
す
︒
︵
稚

児
は
︒
昆
布
︒
御
酒
︒
檜
扇
丈
を
う
く
る
事
あ
り
︶

◦
姫
は
こ
れ
よ
り
市
女
笠
を
着
て
︒
松
林
を
練
る
︒

◦
高
燈
籠
の
傍
︑
石
の
鳥
居
の
所
に
仮
宮
あ
り
て
︑
そ
こ
で
十
人
揃
ふ
て
腰
か

け
に
な
ら
ぶ
︒
神
主
向
ひ
合
ひ
て
神
文
を
よ
む
︒
夫
よ
り
︒
五
穀
を
交
ぜ
て

入
れ
し
一
舛
︑
舛
を
市
女
一
人
々
々
に
一
箇
づ
ゝ
持
ち
て
仮
宮
へ
供
ふ
こ
れ

を
式
の
了
り
と
す
︒

◦
其
日
は
夫
よ
り
女
工マ
マ

場
へ
戻
り
て
︑
衣
装
を
ぬ
ぐ
︒

◦
二
日
目
の
十
八
日
は
午
后
二
時
か
ら
女
工マ
マ

場
に
行
く
︒
五
六
時
頃
に
練
り
出

︿
資
料
紹
介
﹀
泉
鏡
花
﹁
南
地
心
中
﹂
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材
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す
︒︵
演
舞
場
へ
は
一
切
こ
の
一
行
は
立
寄
ら
ざ
る
も
の
と
心
得
べ
し
︶

◦
中
筋
︑
黒
右
恵
町
な
ど
を
廻
る
︵
道
頓
堀
を
こ
の
日
廻
る
こ
と
も
あ
り
︶
中

筋
の
紀
の
庄
︵
こ
れ
は
見
番
の
如
き
家
︶
の
門か
ど

に
休
む
︒︵
中
休
は
こ
ゝ
丈

な
り
︶

◦
十
九
日
最
後
の
日
は
︒
練
出
す
の
は
前
日
同
様
に
て
今
年
は
た
し
か
こ
の
道

頓
堀
を
通
り
し
と
思
ふ
︒
宗
右
恵
町
え
廻
り
て
冨
田
屋
︵
見
番
︒
兼
︒
青

楼
︶
の
か
ど
に
休
み
て
十
二
時
迠
に
女
工マ
マ

場
へ
戻
る
︒
こ
れ
に
て
宝
の
市
の

了
り
と
な
す

取
材
メ
モ
は
︑
十
月
十
八
日
・
十
九
日
に
鏡
花
が
南
地
で
楽
し
ん
だ
練
行
列

の
見
聞
か
ら
始
ま
り
︑
次
い
で
︑
十
七
日
に
住
吉
神
社
で
行
わ
れ
た
祭
式
の
次

第
を
記
し
︑
ふ
た
た
び
練
行
列
の
実
際
に
戻
っ
て
︑
書
き
納
め
ら
れ
て
い
る
︒

一
枚
目
に
﹁
稚
児
は
何
れ
も
舞
子
︵
中
略
︶︵
稚
児
の
な
り
は
写
真
参
照
︶﹂

と
記
さ
れ
た
稚
児
の
﹁
写
真
﹂
は
失
わ
れ
て
い
る
が
︑
前
に
掲
げ
た
﹃
第
三
十

四
回

芦
辺
を
ど
り
﹄
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
︻
写
真
②
下
︼
に
類
し
た
も
の
だ
っ
た

ろ
う
か
︒
同
じ
く
︑﹁
囃
子
は
図
の
如
く
な
ら
び
て
︑
前
太
鼓
︒
に
︒
つ
ゞ
み
︒

後
ろ
︑
八
雲
琴
︒
と
︒
す
り
鐘
︒﹂
と
記
さ
れ
た
﹁
図
﹂
も
失
わ
れ
て
い
る
が
︑

前
囃
子
が
奏
し
た
︑
太
鼓
︑
八
雲
琴
︑
す
り
鐘
な
ど
の
楽
器
は
実
際
に
即
し
て

い
る
︒
ま
た
︑
そ
の
装
束
﹁
髪
︒
つ
ぶ
し
嶋
田
︑
に
︑
絨マ
マ

縮
緬
の
︑
か
け
お
ろ

し
︑︵
か
け
お
ろ
し
は
結
び
さ
げ
の
意
)／
着
附
の
色
︒
と
き
色
に
白
の
う
ら
を

用
ゆ
︒
白
の
︑
し
や
の
か
り
衣
︒
黒
襦マ

マ

子
の
帯
︵
箱
文
庫
に
結
ぶ
︶﹂
は
︑﹁
南

地
心
中
﹂
の
お
美
津
の
装
束
﹁
髪
は
結
ひ
た
て
の
水
の
垂
る
ゝ
や
う
な
︑
十
六

七
が
潰
し
島
田
︒︵
中
略
︶
緋
縮
緬
の
か
け
お
ろ
し
︒
︵
中
略
︶
着
つ
け
は
桃
に

薄
霞
︑
朱
鷺
色
絹
に
白
い
裏
︑
膚
は
だ
へ

の
雪
の

紅
く
れ
な
ゐ

の

襲
か
さ
ね

に
透
く
や
う

媚
な
ま
め

か
し

く
︑
白
の
紗
の
︑
其
の
狩
衣
を
装
ひ
澄
ま
し
て
︑
黒
繻
子
の
帯
︑
箱
文
庫
︒﹂

︵
十
八
︶︵
傍
線
引
用
者
︶
に
︑
そ
の
ま
ま
活
か
さ
れ
て
い
る
︒

﹁
南
地
の
女
工マ
マ

場
﹂
の
説
明
と
も
つ
な
が
る
﹁
市
女
は
総
て
芸
者
な
り
﹂
と

の
記
載
が
︑﹁
南
地
心
中
﹂
発
想
の
基
盤
と
な
っ
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
︒
住

吉
大
神
に
供
奉
す
る
神
聖
な
女
性
に
芸
妓
が
扮
す
る
︒
鏡
花
は
そ
こ
か
ら
︑
落

籍
さ
れ
て
﹁
御
寮
人
﹂
で
い
た
も
の
を
︑
丸
官
の
﹁
飛
ん
だ
も
の
好ず
き

か
ら
︑
洒

落
に
又
鑑
札
を
請
け
て
﹂
(三
)
芸
者
に
な
っ
た
お
珊
を
主
人
公
と
し
た
花
柳
小

説
を
著
し
た
の
で
あ
る
︒
市
女
に
付
き
人
が
灯
し
て
歩
く
蝋
燭
台
を
ス
ケ
ッ
チ

す
る
な
ど
︑
練
行
列
を
観
察
す
る
鏡
花
の
視
線
は
細
か
い
︒

二
枚
目
か
ら
三
枚
目
前
半
に
は
︑
鏡
花
が
来
阪
す
る
前
日
に
住
吉
大
社
で
執

り
行
わ
れ
た
神
事
の
次
第
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
︒

︱
﹁
式
日
の
前
晩
の
十
二

時
よ
り
︑
女
工マ
マ

場
へ
行
き
て
︑
入
浴
の
後
︑
髪
を
結
ひ
︑
衣
装
を
整
へ
前
般
の

支
度
を
な
す
﹂
︒
そ
し
て
十
七
日
朝
︑
市
女
は
住
吉
神
社
に
赴
き
︑﹁
さ
つ
き
の

御
殿
﹂
で
式
に
臨
む
︒﹁
正
面
床
の
間
の
所
に
行
き
神
主
よ
り
土
器
に
御
酒
を

う
け
︑
結
び
昆
布
︒
檜
扇
︒
を
与
へ
ら
れ
て
自
分
の
定
め
し
席
に
戻
る
︒
こ
れ

︿
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紹
介
﹀
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は
一
人
々
々
に
同
様
の
こ
と
を
為
す
﹂︒
さ
ら
に
︑﹁﹁
み
こ
﹂
来
り
て
︒
白
粉

を
つ
け
︑
紅
を
さ
し
︒
天
井
眉
︒
を
墨
く
﹂︒

︱

こ
れ
は
︑﹁
戴
盃
式

粉
黛
式
﹂
と
称
さ
れ
る
も
の
で
︑﹃
住
吉
大
社
特
殊
神

事⑦

﹄
に
記
さ
れ
る
﹁
宝
の
市
神
事
次
第
﹂
に
合
致
す
る
︒

午
前
七
時
頃

五
花
街
役
員
先
著

市
女
稚
児
附
添
人
著
社
︑
粉
粧

正

午

各
供
奉
員
参
集

午
後
一
時

戴
盃
式
粉
黛
式

先

神
館
所
定
ノ
座
ニ
職
事
︑
副
役
神
楽
女
︑
五
花
街
役
員
等
順
次
著
席

次

相
生
昆
布
ヲ
副
役
ノ
前
ニ
置
ク

次

加
柄
ヲ
神
楽
女
ノ
前
ニ
置
ク

次

粉
黛
台
ヲ
神
楽
女
ノ
前
ニ
置
ク

次

一
ノ
市
女
︑
杉
戸
入
口
ヨ
リ
参
入
一
礼
着
座

中
央
迄
進
ム
頃
︑
神
楽
女
起
座
︑
銚
子
三
方
ヲ
執
リ
職
事
ニ
薦
ム

次

職
事
盃
ヲ
受
ケ
テ
乾
盃

次

市
女
盃
ヲ
受
ケ
乾
盃

次

副
役
市
女
ニ
相
生
昆
布
ヲ
授
ク

次

粉
黛
ヲ
受
ク

次

所
定
ノ
座
ニ
著
ク

一
ノ
市
女
粉
黛
ニ
向
フ
頃
二
ノ
市
女
入
ル
︑
前
同
断

鏡
花
の
取
材
メ
モ
は
︑
き
わ
め
て
正
確
だ
っ
た
︒

こ
の
取
材
メ
モ
に
基
づ
い
て
︑
﹁
南
地
心
中
﹂
で
は
式
の
様
子
が
次
の
よ
う

に
描
か
れ
た
︒

支
度
の
夜
は
丑
満
頃
よ
り
︑
女
紅
場
に
顔
を
揃
へ
て
一
人
々
々
沐
浴

ゆ

あ

み

を
す

る
が
︑
雪
の
膚
も
︑
白し
ろ

脛は
ぎ

も
︑
其
の
湯
は
一
人
づ
ゝ
紅
を
流
し
︑
白
粉
を

汲
替
へ
る
︒︵
中
略
︶

さ
て
住
吉
の
朝
ぼ
ら
け
︑
白
妙
の
松
の
樹こ

の
間ま

を
︑
静
々
と
詣
で
進
む
︑

路
の

裳
も
す
そ

を
︑
皐
月
御
殿
︑
市い
ち

の
式
殿
に
は
じ
め
て
解
い
て
︑
市
の
姫
は

十
二
人
︒
袴
を
十
二
長
く
引
く
︒
⁝
⁝

其
の
市
の
姫
十
二
人
︑
御
殿
の
正
面
に
揖
し
て
出
づ
れ
ば
︑
神
官
︑
威

儀
正
し
く
彼
処

か

し

こ

に
あ
り
︒
土
器

か
は
ら
け

の
神
酒
︑
結
び
昆
布
︒
や
が
て
桧
扇
を
授

け
ら
る
︒
こ
れ
を
受
け
て
︑
席
に
帰
つ
て
︑
緋
や
︑
萌
黄
や
︑
金
銀
の
縫

箔
光
を
放
つ
て
︑
板
戸
も
松
の
絵
の
影
に
︑
雲
白
く
梢
を
繞
る
松
林
に
日

の
射
す
中
に
︑
一
列
に
並
居
る
時
︑
巫
女
す
る
す
る
と
立
ち
出
で
て
︑
美

女
の

面
お
も
て

一
人
毎
に
︑
式
の
白
粉
を
施
し
︑
紅
を
さ
し
︑
墨
も
て
黛
を
描

く
︑
と
聞
く
︒︵
十
九
︶

伝
聞
の
形
を
採
っ
て
い
る
よ
う
に
︑
鏡
花
は
住
吉
大
社
で
の
神
事
に
立
ち
会
っ

た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
詳
細
を
知
る
当
地
の
関
係
者
に
取
材
し
︑
メ
モ
を
と

っ
て
︑
小
説
に
活
か
し
た
過
程
が
窺
え
る
︒

取
材
メ
モ
に
は
︑

︱
皐
月
御
殿
で
の
神
事
を
終
え
た
市
女
は
松
林
を
練
り
︑

︿
資
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【写真⑤】（住吉大社提供)

﹁
高
燈
籠
の
傍
︑
石
の
鳥
居

の
所
﹂
に
設
え
ら
れ
た
﹁
仮

宮
﹂
に
赴
き
︑
そ
こ
で
﹁
十

人
揃
ふ
て
腰
か
け
に
な
ら

ぶ
﹂︒
そ
し
て
五
穀
を
交
ぜ

て
入
れ
た
舛
を
﹁
一
人
々
々

に
一
箇
づ
ゝ
持
ち
て
仮
宮
へ

供
ふ

こ
れ
を
式
の
了
り
と

す
﹂︒

︱
と
記
さ
れ
て
い

る
︒
こ
の
仮
宮
で
の
式
は
︑

た
と
え
ば
︑
時
代
は
下
が
る

が
︑
昭
和
四
年
に
撮
影
さ
れ

た
︻
写
真
⑤
︼
の
よ
う
に
執
り
行
わ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
︒

と
こ
ろ
で
︑
市
女
の
人
数
は
︑
鏡
花
の
取
材
メ
モ
や
﹃
第
三
十
四
回

芦
辺

を
ど
り
﹄
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
十
名
︒
新
聞
報
道
に
よ
る
と
︑
こ
の
明
治
四
十
四

年
は
﹁
小
政
︑
政
千
代
︑
吉
二
︑
光
子
︑
吉
幸
︑
千
光
︑
千
代
香
︑
喜
代
菊
︑

秀
香
︑
春
江
﹂︵﹁
住
吉
宝
の
市
神
事
﹂﹁
大
阪
毎
日
新
聞
﹂
明
治
44
・
10
・
14
︶

十
名
の
芸
妓
が
奉
仕
し
た
︒
鏡
花
が
﹁
南
地
心
中
﹂
で
実
際
と
は
異
な
る
十
二

名
に
設
定
し
た
の
は
︑
お
美
津
が
装
っ
た
前
囃
子
の
十
二
名
に
引
か
れ
た
も
の

か
︑
あ
る
い
は
︑︿
心
中
も
の
﹀
ゆ
え
住
吉
大
社
に
遠
慮
し
て
虚
構
を
施
し
た

も
の
か
も
し
れ
な
い
︒

三
枚
目
後
半
は
︑
十
八
︑
十
九
両
日
の
練
行
列
の
道
筋
に
言
及
す
る
︒﹁
道

頓
堀
﹂﹁
黒
右
恵
町
﹂﹁
宗
右
恵
町
﹂︵
正
し
く
は
︑
九
郎
衛
門
町
︑
宗
右
衛
門
町

︱
引
用
者
注
︶
な
ど
︑
南
地
の
地
名
・
町
名
や
︑﹁
紀
の
庄
﹂
﹁
冨
田
屋
﹂
な
ど
︑

貸
座
敷
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
両
店
と
も
﹃
第
三
十
四
回

芦
辺
を
ど
り
﹄

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
付
さ
れ
た
﹁
南
五
花
街
遊
廓
貸
座
敷
案
内

芸
妓
扱
店
之
部
﹂

に
採
録
さ
れ
て
い
る
︒
と
り
わ
け
︑
富
田
屋
は
お
珊
が
見
得
を
切
る
台
詞
﹁
此

の
一ひ
と

月つ
き

は
籍
の
あ
る
︑
富
田
屋
の
以
前
の
芸
妓
︑
其
の
つ
も
り
で
酌
を
す
る
の

ゑ
﹂︵
二
十
一
︶
に
登
場
す
る
︑
お
珊
の
モ
デ
ル
小
三
が
籍
を
置
く
店
だ
っ
た⑧

︒

こ
れ
ま
で
鏡
花
作
品
の
成
立
に
関
わ
る
取
材
メ
モ
の
存
在
は
知
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
︒﹁
南
地
心
中
﹂
は
︑
﹁
大
阪
の
地
へ
初う
ひ

見け
ん

参ざ
ん

と
云
ふ
意
味
﹂︵
一
︶
の

﹁
初
阪
﹂
を
名
乗
る
語
り
手
が
作
品
を
進
め
て
い
く
よ
う
に
︑
初
め
て
訪
れ
た

大
阪
を
舞
台
に
︑
新
境
地
を
拓
く
べ
く
取
組
ん
だ
作
品
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
︒

旧
友
喜
多
村
緑
郎
が
用
意
し
た
宝
の
市
見
物
に
強
い
関
心
を
抱
い
た
鏡
花
は
︑

予
備
知
識
を
持
た
な
い
行
事
の
詳
細
を
関
係
者
か
ら
聞
き
出
し
︑
写
真
な
ど
関

連
資
料
を
集
め
た
︒
翌
年
の
﹁
新
小
説
﹂
新
年
号
を
飾
る
に
際
し
て
︑
大
阪
の

読
者
に
も
違
和
感
を
抱
か
せ
な
い
よ
う
︑
正
確
を
期
し
て
メ
モ
を
取
っ
た
の
だ

ろ
う
︒
土
地
の
風
俗
や
行
事
に
積
極
的
に
接
す
る
と
と
も
に
︑
作
品
化
に
あ
た

っ
て
は
慎
重
な
姿
勢
を
崩
さ
な
い
︑
鏡
花
の
真
摯
な
態
度
が
現
れ
て
い
る
︒

︿
資
料
紹
介
﹀
泉
鏡
花
﹁
南
地
心
中
﹂
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モ
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注①

大
江
良
太
郎
﹁
喜
多
村
緑
郎
聞
書
﹂︵
劇
団
新
派
編
﹃
新
派

︱
百
年
へ
の
前
進
﹄

所
収
︑
九
九
頁
︑
昭
和
53
・
10
・


︑
大
手
町
出
版
社
︶

②

﹃
住
吉
大
社
略
記
﹄
一
：
御
祭
礼
︑
二
八
頁
︵
昭
和
30
・


・


初
版
未
見
︑
昭

和
59
・
10
・


︑
再
改
訂
再
版
︑
住
吉
大
社
社
務
所
︶

③

一
無
軒
道
冶
﹃
難
波
鑑

第
五
﹄﹁
住
吉
相
撲
会
並
宝
市
﹂︵
船
越
政
一
郎
編
﹃
浪

速
叢
書

第
十
二
﹄
所
収
︑
三
〇
九
頁
︑
昭
和
�
・
�
・
20
︑
浪
速
叢
書
刊
行
会
︶︑

﹃
難
波
鑑
﹄
は
延
宝
八
年
開
板
︒

④

田
中
卓
監
修
﹃
住
吉
大
社
史

下
巻
﹄
第
二
十
一
章
：
祭
祀
の
伝
承
︑
五
二
〇
頁

～
五
三
八
頁
︵
昭
和
59
・
10
・
30
︑
住
吉
大
社
奉
賛
会
︶︑
本
章
の
執
筆
は
真
弓
常

忠
︒

⑤

喜
多
村
緑
郎
﹁﹃
南
地
心
中
﹄
の
こ
と
ど
も
﹂︵
喜
多
村
九
寿
子
蔵
版
﹃
喜
多
村
緑

郎
追
慕
﹄
所
収
︑
八
八
頁
︑
昭
和
48
・
10
・


︑
演
劇
出
版
社
︶

⑥

河
崎
兵
二
郎
編
﹃
第
三
十
四
回

芦
辺
を
ど
り
﹄﹁
南
五
花
街
遊
廓
年
中
行
事
﹂
四

頁
～
五
頁
︵
大
正
�
・

・


︑
芦
辺
踊
美
人
帖
発
行
事
務
所
︶

⑦

大
阪
府
編
﹃
住
吉
大
社
特
殊
神
事
﹄
一
〇
：
宝
市
神
事
︑
九
八
頁
～
一
〇
二
頁

︵
昭
和
�
・
�
・
24
︑
住
吉
神
社
社
務
所
︶

⑧

拙
稿
﹁﹃
南
地
心
中
﹄
の
成
立
過
程

︱
泉
鏡
花
と
大
阪
﹂︵﹃
泉
鏡
花
文
学
の
成

立
﹄
所
収
︑
一
四
〇
頁
～
一
五
八
頁
︑
平
成
�
・
11
・
28
︑
双
文
社
出
版
︶

︹
付
記
︺
﹁
南
地
心
中
﹂
取
材
メ
モ
を
紹
介
し
た
本
稿
は
︑
注
⑧
に
示
し
た
拙
稿
の
補

遺
を
成
す
も
の
で
︑
鏡
花
来
阪
の
経
緯
や
住
吉
大
社
の
資
料
な
ど
に
重
複
す
る

部
分
が
あ
る
︒﹃
芦
辺
を
ど
り
﹄
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
写
真
資
料
な
ど
を
増
補
し
た
︒

︿
資
料
紹
介
﹀
泉
鏡
花
﹁
南
地
心
中
﹂
取
材
メ
モ

六
九


