
【図１】祇園祭山鉾行事を支えてきた 
         組織「町中（ちょうじゅう）」 
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安
市
）
を
模
範
と
し
て
造
営
さ
れ
、
そ
の
中
心
部
は
現

在
も
碁
盤
の
目
状
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
升
目

の
一
辺
は
約
６０
間
、
す
な
わ
ち
約
１
１
０
ｍ
で
あ
り

ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
一
辺
の
通
り
を
隔
て
て
相
対
す

る
両
側
居
住
区
域
（
約
３０
軒
前
後
）、
こ
れ
が
い
わ
ゆ

る｢

町
内｣

で
あ
り
、
京
都
で
は
最
小
の
行
政
単
位
と

し
て
江
戸
時
代
か
ら
「
町
中
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
ま
し

た
。
つ
ま
り
京
都
の
中
心
部
の
町
内
は
面
で
は
な
く

線
な
の
で
す
（
図
１
）。 

　
そ
し
て
、
こ
の
町
中
に
住
ま
う
住
民
、
こ
れ
は
「
町

衆
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
で
あ
り
ま
し
た
。
祇
園
祭
の
山

鉾
は
、
八
坂
神
社
（
神
仏
分
離
前
は
「
祇
園
感
神
院
」）

の
氏
子
区
域
の
こ
れ
ら
「
町
中
」
が
所
有
し
、「
町
衆
」

が
運
営
に
当
っ
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
こ

れ
ら
山
鉾
を
保
有
運
営
す
る
町
中
そ
れ
ぞ
れ
を
、
そ

の
周
辺
部
の
山
鉾
を
持
た
ぬ
氏
子
数
カ
町
の
町
中
が
、

主
と
し
て
財
政
的
に
支
援
す
る
義
務
を
負
っ
て
お
り

ま
し
た
（
＝
「
地
の
口
米
」）。
こ
れ
ら
の
町
中
を
「
寄 

　
特
集
の
テ
ー
マ
に
か
ん
が
み
、
祇
園
祭
自
身
の
歴

史
や
縁
起
に
つ
い
て
は
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

た
だ
一
言
、
祇
園
祭
開
始
の
年
と
さ
れ
る
貞
観
１１
年

（
８
６
９
）
こ
そ
は
昨
年
来
、
特
に
注
目
さ
れ
る
に
い

た
っ
た
、
か
つ
て
東
北
地
方
を
大
地
震
が
襲
っ
た
年
、

ま
た
富
士
山
噴
火
等
、
日
本
の
各
地
に
大
災
害
が
発

生
し
た
と
さ
れ
る
年
で
あ
り
、
祇
園
祭
は
単
に
京
都

の
疫
病
退
散
の
み
な
ら
ず
、
全
日
本
の
安
寧
と
、
犠
牲

者
の
鎮
魂
を
願
っ
て
の
祭
礼
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調

い
た
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

　
さ
て
、
今
日
の
祇
園
祭
の
山
鉾
行
事
の
直
接
の
ル
ー

ツ
は
応
仁
の
乱
に
て
京
都
の
町
が
灰
燼
に
帰
し
た
の

ち
、
よ
う
や
く
復
興
に
転
じ
、
祇
園
祭
も
本
格
的
に
再

興
、
籤
取
式
も
初
め
て
導
入
さ
れ
た
明
応
９
年
（
１
５

０
０
）
で
あ
り
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
年
、
３０
数

基
の
山
鉾
が
復
活
巡
行
を
は
た
し
た
の
で
あ
り
ま
す

が
、
今
日
存
在
し
て
い
る
３２
基
の
山
鉾
、
お
よ
び
現
在

「
休
み
山
」（
巡
行
参
加
不
能
）
と
な
っ
て
い
る
３
基
の

山
鉾
、
計
３５
基
ほ
ぼ
す
べ
て
が
、
こ
の
明
応
９
年
に
お

け
る
名
称
、
風
流
（
ど
の
よ
う
な
趣
向
の
飾
り
物
を
し

て
い
た
か
）、
町
籍
（
ど
の
町
内
が
出
し
て
い
た
か
）、

の
３
点
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
で
今
に
及
ん
で
い
る

か
ら
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
最
後
に
挙
げ
ま
し
た

「
町
内
」、
こ
れ
が
こ
の
章
の
主
題
で
あ
り
ま
す
。 

　
す
な
わ
ち
、
京
都
の
町
は
中
国
の
長
安
（
現
在
の
西 

じ
ょ
う
が
ん 

く
じ
と
り
し
き 

め
い
お
う 

ふ
り
ゅ
う 

ち
ょ
う
せ
き 

ち
ょ
う
な
い 

ち
ょ
う
じ
ゅ
う 

ち
ょ
う 

し
ゅ
う う

じ  

こ 

や  

さ
か
じ
ん
じ
ゃ 

ぎ  

お
ん
か
ん
じ
ん
い
ん 

ぢ 

く
ち
ま
い 

よ
り 

＊
山
鉾
行
事
を
支
え
て
い
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組
織
と
精
神 

     

（
江
戸
時
代
か
ら
明
治
 ３１
年
ご
ろ
ま
で
） 

京都祇園祭の山鉾行事と 
地域住民 ―その組織と精神 
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Ⅱ 地域のコミュニティを支える“まつり”の力 



【図２】町中が管理していた天保年間の 
　　　印鑑登録簿の例（表紙） 

【図４】町中古地図（例） 

【図３】町中が管理していた天保年間の 
　　　印鑑登録簿の例（中ページ） 

町
」
と
称
し
、
豊
臣
秀
吉
が
導
入
し
た
制
度
で
あ
る
と

さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
町
衆
は
、
担
当
役
人
（
＝
「
雑
色
」）

の
給
料
を
負
担
し
て
い
た
ほ
か
、
こ
と
あ
る
ご
と
に

相
当
の
寄
付
の
義
務
を
負
っ
て
い
た
よ
う
で
は
あ
り

ま
す
が
、
他
方
、
首
都
の
市
民
と
し
て
租
税
（
＝
「
地

子
銭
」）
は
免
除
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。 

　
そ
し
て
さ
ら
に
重
要
な
特
権
は
、
諸
行
政
業
務
の

代
行
権
で
あ
り
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
当
時
の
幕
府
は

警
察
権
と
裁
判
権
と
は
手
放
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

そ
れ
以
外
の
ほ
と
ん
ど
の
行
政
諸
業
務
を
町
中
に
請

け
負
わ
せ
て
い
た
の
で
あ
り
、
町
中
は
義
務
的
ヴ
ォ

ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
業
務
を
代
行
さ
せ

ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
中
で
も
重
要
な
の
は
、
た

と
え
ば
、
不
動
産
所
有
売
買
権
、
居
住
転
出
入
認
許
可

権
、
印
鑑
証
明
発
行
権
等
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。 

　
こ
の
こ
と
を
具
体
的
に
説
明

す
れ
ば
、
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。

た
と
え
ば
あ
る
町
衆
が
１
人
、
町

内
か
ら
転
出
す
る
と
し
ま
す
。
す

る
と
町
中
は
、
ま
ず
そ
の
転
出
し

た
後
の
土
地
・
家
屋
を
買
収
し
ま

す
（
こ
れ
を
「
町
中
持
ち
」
と
称

し
ま
す
）。
次
に
、
こ
の
町
中
持
ち
の
不
動
産
を
誰
に

売
却
ま
た
は
貸
与
す
る
か
を
選
考
す
る
わ
け
で
す
。

こ
の
権
限
に
よ
り
、
町
中
は
、
自
分
た
ち
の
町
内
に
相

応
し
く
な
い
職
業
（
た
と
え
ば
町
工
場
の
よ
う
な
騒

音
公
害
の
お
そ
れ
の
あ
る
職
業
）
を
排
除
し
、
繊
維
業

お
よ
び
そ
れ
に
関
連
の
、
自
分
た
ち
の
職
種
に
近
く
、

制
御
可
能
な
職
業
の
者
を
選
抜
し
、
以
て
町
内
の
家

並
み
を
整
え
、
近
親
職
種
に
よ
る
和
合
を
計
り
、
さ
ら

に
は
、
当
時
の
卸
業
は
す
べ
て
が
手
形
決
済
で
し
た

か
ら
、
印
鑑
証
明
発
行
権
を
掌
握
す
る
こ
と
に
よ
り

町
内
商
社
の
信
用
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
た
の

で
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
町
中
は
、
町
衆
各
戸
が
表
通

り
に
面
し
て
占
め
る
間
口
の
広
さ
に
応
じ
て
、
町
衆

か
ら
一
定
の
町
費
（
＝
「
地
の
口
料
」）
を
徴
集
し
て

お
り
、
さ
ら
に
は
、
転
入
し
て
く
る
新
町
衆
か
ら
は
、

し
か
る
べ
き
権
利
金
を
も
取
り
立
て
て
い
た
の
で
あ
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り
ま
す
。
　 

　
以
上
、
要
す
る
に
、
町
中
は
今
日
風
に
申
せ
ば
、
一

種
の
行
政
代
行
特
殊
法
人
の
ご
と
き
存
在
で
あ
り
、

相
当
な
権
力
と
財
力
を
保
有
し
た
自
治
組
織
と
し
て
、

主
体
志
向
と
自
己
決
定
権
と
を
保
持
し
つ
つ
、
活
発

な
市
民
活
動
を
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
り
ま
し
た
（
図

２
・
図
３
・
図
４
）。 

　
そ
し
て
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
町
中
が
、
祇
園
祭
の

山
鉾
運
営
の
主
体
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
町
中
は
、
そ

の
所
有
す
る
不
動
産
（
＝
「
町
中
持
ち
」）
の
一
軒
を

「
町
家
」
と
称
し
て
使
用
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
こ
れ

は
別
し
て
、
山
鉾
を
保
有
す
る
町
中
に
と
っ
て
は
重

要
な
意
味
を
持
っ
て
お
り
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
町
衆

た
ち
は
そ
れ
を
各
種
の
会
合
・
相
談
の
場
と
し
た
ほ

か
、
家
屋
の
裏
庭
に
あ
る
蔵
（
倉
庫
）
に
自
分
た
ち
の

山
鉾
の
資
財
や
懸
装
品
を
収
蔵
し
、
祭
に
際
し
て
は

表
に
面
し
て
、
ま
た
路
地
の
場
合
は
路
地
に
沿
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
そ
れ
ら
懸
装
品
や
人
形
（
ご
神
体
）
を
飾
り

（
＝
「
会
所
飾
り
」）、
囃
子
方
を
有
す
る
山
鉾
は
そ
こ

で
囃
子
を
演
奏
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
の

「
町
家
」
の
前
に
自
町
の
山
鉾
を
建
て
る
の
を
通
例
と

し
ま
し
た
。
な
お
、
こ
の
町
家
を
普
段
は
借
家
と
し
て

貸
与
し
、
家
賃
収
入
を
得
る
こ
と
も
決
し
て
忘
れ
ま

せ
ん
で
し
た
。 

     

　
明
治
に
入
り
、
事
態
は
一
変
い
た
し
ま
す
。
封
建
社

会
が
崩
壊
し
、
明
治
維
新
に
な
る
や
、
ま
ず
寄
町
制
度

が
明
治
５
年
（
１
８
７
２
）
に
廃
止
さ
れ
、
財
政
的
支

援
を
断
た
れ
た
若
干
の
山
鉾
町
は
困
窮
の
果
て
、
鉾

の
質
入
れ
、
売
却
の
危
機
に
立
た
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は

八
坂
神
社
を
拠
点
と
し
て
設
立
さ
れ
た
、
氏
子
に
よ

る
金
融
機
関
「
清
々
講
社
」
に
よ
り
救
済
さ
れ
ま
し
た
。

次
に
、
明
治
３１
年
（
１
８
９
８
）、
京
都
市
が
自
治
権

を
得
て
独
立
し
、
市
政
が
施
行
さ
れ
ま
す
と
、
町
中
は

そ
れ
ま
で
保
有
し
て
い
た
前
記
諸
権
利
を
こ
と
ご
と

く
剥
奪
さ
れ
、「
公
同
組
合
会
」
な
る
任
意
団
体
に
成

り
下
が
り
ま
し
た
。
町
中
の
こ
の
よ
う
な
法
人
格
の

喪
失
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
町
中
権
力
の
相
対
的
衰

退
と
は
、
私
ど
も
の
テ
ー
マ
で
あ
る
、
祇
園
祭
の
山
鉾

行
事
と
地
域
住
民
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
ど
の
よ

う
な
結
果
を
招
来
し
た
か
、
を
簡
略
化
の
た
め
主
な

も
の
の
み
列
挙
し
ま
し
ょ
う
。 

（
１
）
ま
ず
、「
公
同
組
合
会
」
は
任
意
団
体
で
あ
り
ま

す
か
ら
、
町
内
に
住
む
町
衆
を
祇
園
祭
執
行
の

た
め
動
員
す
る
法
的
根
拠
を
も
は
や
保
有
し
得

な
く
な
り
ま
し
た
。 

（
２
）
同
じ
く
、
不
動
産
を
所
有
し
得
る
法
人
格
を
剥

奪
さ
れ
た
の
で
す
か
ら
、「
町
家
」
を
保
有
す
る

権
利
も
当
然
喪
失
、
各
町
は
急
遽
、
町
内
の
有

力
者
（
旦
那
衆
）
一
名
な
い
し
複
数
名
の
名
義

で
法
務
局
に
登
記
し
直
し
ま
し
た
（
問
題
点 : 

公
的
所
有
物
が
私
的
所
有
物
に
化
け
ま
し
た
）。 

（
３
）
祇
園
祭
は
単
な
る
一
私
祭
と
し
て
、
そ
の
社
会

的
ス
テ
ー
タ
ス
を
著
し
く
貶
め
ら
れ
、
市
電
の

障
害
に
な
る
と
て
、
知
事
に
よ
り
巡
行
中
止
命

令
が
出
さ
れ
る
事
態
（
明
治
４５
年
）
を
招
来
し

ま
し
た
（
の
ち
地
元
新
聞
社
を
中
心
と
す
る
反

対
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
よ
り
撤
回
）。 

（
４
）
一
番
深
刻
な
こ
と
は
、
公
同
組
合
会
（
こ
れ
は

大
政
翼
賛
会
以
降
、「
隣
組
」
と
呼
ば
れ
、
戦
後

は
「
町
内
会
」
へ
と
凋
落
し
て
ゆ
く
こ
と
は
周

知
の
通
り
で
あ
り
ま
す
）
は
仲
良
し
ク
ラ
ブ
と

な
ん
ら
選
ぶ
と
こ
ろ
の
な
い
非
法
人
で
あ
り
ま

し
た
か
ら
、
大
切
な
山
鉾
の
所
有
権
が
グ
レ
ー

ゾ
ー
ン
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま
し

ょ
う
（
大
正
２
年
の
文
書
に
「
山
鉾
ノ
所
有
主

ハ
不
明
ニ
シ
テ
一
朝
無
暴
ノ
痴
漢
売
却
、
若
シ

ク
ハ
隠
匿
シ
タ
リ
ト
セ
シ
カ
、
法
律
上
何
人
ニ

向
テ
之
ヲ
処
罰
ス
ル
ヲ
得
ベ
キ
歟
﹇
ヤ
﹈」
と
あ

り
、
問
題
点
は
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
ま
し
た
）。 

　
以
上
、
要
す
る
に
、
輝
か
し
き
日
本
の
近
代
化
と
中

央
集
権
化
と
は
、
そ
の
強
権
的
国
家
主
義
路
線
と
相

俟
っ
て
、
か
つ
て
日
本
の
各
地
に
無
数
に
存
在
し
、
そ

れ
な
り
の
主
体
性
を
も
っ
て
呼
吸
し
て
い
た
地
域
共

同
体
や
個
人
の
自
主
性
を
徹
底
的
に
抹
殺
し
て
ゆ
き

ま
し
た
が
、
祇
園
祭
も
そ
の
例
に
洩
れ
ず
、
近
代
化
の

犠
牲
と
な
っ
て
凋
落
、
つ
い
で
、
こ
の
強
権
国
家
（
明

治
政
府
）
が
崩
壊
す
る
や
、
イ
ン
フ
レ
、
財
産
税
、
非

戦
災
者
税
、
相
続
税
、
ア
メ
リ
カ
式
民
主
主
義
に
よ
る

土
着
信
仰
の
喪
失
等
の
追
い
打
ち
を
受
け
、
敗
戦
直

後
は
惨
憺
た
る
有
様
で
あ
り
ま
し
た
。
国
家
権
力
の

走
狗
と
化
し
た
隣
組
の
指
導
者
の
権
威
失
墜
に
よ
り
、

町
衆
相
互
の
信
頼
感
も
揺
ら
ぎ
だ
し
、
町
家
の
売
却

に
よ
る
喪
失
、
懸
装
品
の
町
外
へ
の
流
出
が
発
生
し

た
の
も
こ
の
頃
で
あ
り
ま
す
。
強
権
的
中
央
集
権
に

慣
ら
さ
れ
た
市
民
は
、
解
放
さ
れ
た
奴
隷
に
も
似
て
、

ち
ょ
う
い
え 

そ
う
く 

せ
い
せ
い
こ
う
し
ゃ 
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行
事
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組
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と
精
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（
明
治
 ３１
年
ご
ろ
よ
り
今
日
ま
で
） 

Ⅱ 地域のコミュニティを支える“まつり”の力 



深
見 

茂
（
ふ
か
み
・
し
げ
る
） 

 

●  

●  

●
 

 財
団
法
人
祇
園
祭
山
鉾
連
合
会
前
理
事
長
、
大
阪
市
立
大

学
名
誉
教
授
、
滋
賀
県
立
大
学
名
誉
教
授
。
1
9
3
4
年

京
都
市
生
ま
れ
。
５８
年
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
修

了
。
大
阪
市
立
大
学
文
学
部
講
師
、
助
教
授
を
経
て
、
８１

年
に
教
授
。
９６
年
退
職
後
、
2
0
0
4
年
ま
で
滋
賀
県
立

大
学
に
勤
務
し
、
そ
の
か
た
わ
ら
９６
年
財
団
法
人
祇
園
祭

山
鉾
連
合
会
理
事
長
と
な
り
11
年
ま
で
務
め
る
。
主
な
著

書
は
、『
ド
イ
ツ
近
代
短
篇
小
説
の
研
究
―
そ
の
歴
史
と

本
質
』（
東
洋
出
版
）、『
ド
イ
ツ
文
学
を
学
ぶ
人
の
た
め

に
』（
世
界
思
想
社
）
な
ど
。 

一
種
の
思
考
停
止
状
態
に
陥
っ
て
い
た
、
と
い
え
ま

し
ょ
う
。 

　
昭
和
２５
年
（
１
９
５
０
）
よ
り
、
私
が
生
ま
れ
育
ち

ま
し
た
町
内
の
「
黒
主
山
」（
六
歌
仙
の
一
人
大
友
黒

主
を
祀
る
）
と
い
う
舁
き
山
も
戦
後
の
復
活
巡
行
に

参
加
す
る
こ
と
と
な
り
、
当
時
新
制
高
校
２
年
生
で

あ
っ
た
私
は
父
親
を
手
伝
っ
て
、
町
家
の
蔵
か
ら
道

具
類
や
懸
装
品
を
運
び
出
す
仕
事
を
い
た
し
ま
し
た

が
、
戦
争
激
化
に
よ
り
巡
行
が
中
止
さ
れ
た
昭
和
１８

年
以
来
、
８
年
間
放
置
さ
れ
て
い
た
上
、
町
内
の
財

政
難
か
ら
補
修
の
余
裕
も
な
く
、
幾
多
の
装
飾
品
が

ボ
ロ
ボ
ロ
で
埃
ま
み
れ
と
い
う
無
惨
な
姿
と
化
し
て

い
た
有
様
の
、
幼
少
時
代
の
記
憶
に
残
る
絢
爛
豪
華

さ
と
の
余
り
の
違
い
に
愕
然
と
し
た
思
い
出
が
あ
り

ま
す
。 

　
も
と
よ
り
、
こ
う
し
た
近
代
の
危
機
に
対
す
る
各

方
面
の
取
り
組
み
の
努
力
も
列
挙
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
す
ま
い
。 

（
１
）
町
内
の
権
威
失
墜
に
も
関
わ
ら
ず
、
祇
園
社
に

対
す
る
土
着
信
仰
は
、
少
な
く
と
も
敗
戦
ま
で

は
氏
子
町
衆
の
間
で
は
な
お
脈
々
と
し
て
維
持

さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。 

（
２
）「
清
々
講
社
」
の
金
融
措
置
に
よ
る
困
窮
山
鉾
の

救
済
活
動
（
既
述
）。 

（
３
）
個
人
所
有
と
化
し
た
町
家
の
奪
回
と
、
山
鉾
の

所
有
権
回
復
の
た
め
、
各
山
鉾
保
存
会
の
財
団

法
人
化
の
運
動
（
早
く
も
大
正
期
よ
り
始
め
ら

れ
、
平
成
２１
年
当
時
、
３２
山
鉾
中
、
２３
基
の
保
存

会
が
法
人
化
に
成
功
。
な
お
、
現
在
は
新
公
益

法
人
化
に
向
け
、
休
み
鉾
も
含
め
全
山
鉾
町
が

運
動
中
）。 

（
４
）
京
都
府
・
京
都
市
に
よ
る
私
祭
補
助
制
度
も
漸

次
整
備
さ
れ
、
そ
れ
に
応
じ
て
、
山
鉾
町
も
大

正
１２
年
（
１
９
２
３
）、「
山
鉾
連
合
会
」
を
結
成
。

こ
れ
は
の
ち
平
成
４
年
（
１
９
９
２
）
に
財
団

法
人
化
。 

（
５
）
国
家
に
よ
り
昭
和
３７
年
（
１
９
６
２
）、「
重
要

有
形
民
俗
文
化
財
」、
昭
和
６４
年
（
１
９
７
９
）

「
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
指
定

さ
れ
ま
し
た
。 

（
６
）
平
成
２１
年
（
２
０
０
９
）
９
月
、「
京
都
祇
園
祭

の
山
鉾
行
事
」
が
、
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産

に
登
録
さ
れ
る
こ
と
が
決
議
さ
れ
ま
し
た
。 

　
さ
て
、
こ
う
し
て
祇
園
祭
は
生
き
残
り
、
私
た
ち
に

も
多
く
の
思
い
出
を
残
し
て
く
れ
ま
し
た
。
特
に
、
宵

山
の
夕
べ
、
浴
衣
姿
に
団
扇
を
持
ち
、
素
足
に
下
駄
姿

の
女
友
達
た
ち
が
、
髪
も
ア
ッ
プ
に
し
て
、
風
呂
上
が

り
の
匂
い
立
つ
よ
う
な
首
筋
を
覗
か
せ
、
三
々
五
々

通
り
か
か
り
、「
し
っ
か
り
お
手
伝
い
お
し
や
」
な
ど

と
我
々
少
年
た
ち
を
か
ら
か
い
な
が
ら
行
く
の
を
、

こ
ち
ら
は
汗
ま
み
れ
で
粽
売
り
な
ん
ぞ
に
か
ま
け
な

が
ら
も
、「
お
れ
の
知
り
合
い
に
あ
ん
な
ベ
ッ
ピ
ン
居

た
か
い
な
あ
」
と
、
与
謝
野
晶
子
の
歌
に
あ
る
〈
今
宵

逢
う
人
み
な
美
し
き
〉
の
思
い
で
見
送
る
の
が
無
上

の
歓
び
で
あ
り
ま
し
た
。
実
は
、
宵
山
の
こ
の
蠱
惑
的

魅
力
が
私
の
祇
園
祭
陶
酔
の
原
体
験
で
あ
り
、
こ
の

魅
力
の
た
め
に
人
生
を
棒
に
振
っ
た
の
も
同
然
で
あ

る
こ
と
を
告
白
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

　
い
や
は
や
、
話
を
戻
し
ま
し
ょ
う
。
地
域
の
あ
ら

ゆ
る
個
別
性
を
抹
殺
し
て
き
た
日
本
の
輝
か
し
き
近

代
化
と
中
央
集
権
化
の
嵐
の
中
に
あ
っ
て
、
祭
行
事

だ
け
は
、
そ
し
て
ま
た
私
ど
も
の
祇
園
祭
だ
け
は
、

司
法
や
行
政
の
毒
牙
を
免
れ
た
た
め
、
辛
う
じ
て
生

き
残
り
ま
し
た
。
そ
の
象
徴
的
意
義
は
重
要
で
あ
り

ま
す
。
す
な
わ
ち
、
祇
園
祭
山
鉾
行
事
こ
そ
は
、
①
京

都
市
民
が
か
つ
て
行
政
諸
権
利
を
保
有
し
、
自
主
性

と
自
己
決
定
権
と
を
も
っ
て
自
律
的
精
神
生
活
を
営

ん
で
い
た
こ
と
を
、
現
代
の
私
た
ち
に
想
起
さ
せ
、

②
私
た
ち
京
都
市
民
が
今
日
も
な
お
潜
在
的
に
そ
の

能
力
を
備
え
て
い
る
こ
と
を
保
証
し
、
③
将
来
、
来

る
べ
き
絶
対
自
由
の
地
方
自
治
の
時
代
に
、
そ
の
能

力
を
社
会
的
・
政
治
的
に
顕
現
さ
せ
得
る
希
望
を
与

え
て
く
れ
る
、
と
い
う
こ
れ
ら
３
点
を
、
信
仰
的
・
美

的
に
象
徴
す
る
民
間
行
事
と
し
て
私
た
ち
の
手
に
残

さ
れ
、
委
ね
ら
れ
た
の
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
あ
り
ま
す
。 

CEL

く
ろ
ぬ
し
や
ま 

こ 

わ
く
て
き 

か 

ち
ま
き 

 


