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山王　138号 2

　
　
　

御
　
挨
　
拶　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

宮　
　

司　
　

宮
　
西
　
修
　
治

　

昨
春
以
来
猛
威
を
振
る
っ
て
い
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
。

　

本
稿
執
筆
時
点
の
五
月
末
に
於
て
、
第
三
回
目
と
な
る
緊
急
事
態
宣
言
が
続
く
な
か
、
昨
年
に
続
き
本
年
も
山
王
祭
に
お
け

る
各
祭
典
は
神
職
の
み
で
執
行
し
、
各
種
神
賑
行
事
は
中
止
と
致
し
ま
す
。

真
に
忸
怩
た
る
思
い
で
は
あ
り
ま
す
が
、
氏
子
御
崇
敬
の
皆
様
に
は
何
卒
ご
理
解
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
上
げ
ま
す
。

　

大
正
七
年
の
「
ス
ペ
イ
ン
風
邪
」
流
行
の
際
に
は
、
日
本
国
民
の
四
割
以
上
が
罹
患
し
、
終
息
す
る
ま
で
に
三
年
余
の
歳
月
を

要
し
た
そ
う
で
す
が
、
古
典
を
紐
解
け
ば
大
規
模
な
感
染
症
の
流
行
は
数
多
あ
り
ま
す
。

　

古
い
例
で
は
第
十
代
崇
神
天
皇
の
御
代
の
疫
病
の
流
行
と
、
そ
の
終
息
ま
で
の
さ
ま
が
『
日
本
書
紀
』
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

 

「
国

く
に
の
う
ち内

に
疾え

や
み疫

多
し
。
民

お
お
み
た
か
ら

死ま
か
れ
る
も
の

亡
者
有あ

り
。
且

な
か
ば
に
す
ぎ
な
む
と
す

大
半
矣
」。
国
内
に
疫
病
が
大
流
行
し
、そ
の
結
果「
百お

お
み
た
か
ら
さ
す
ら

姓
流
離
い
、或あ

る

は
背

そ
む
く
も
の叛

有あ

り
」

と
あ
る
よ
う
に
、
国
内
は
麻
の
如
く
に
乱
れ
て
し
ま
い
ま
す
。　

　

そ
こ
で
天
皇
は
朝
夕
に
天て

ん
じ
ん神

地ち

ぎ祇
を
祈
り
、
ま
た
八や

そ
よ
ろ
ず

十
万
の
神
々
を
お
招
き
し
た
上
で
占
い
を
さ
れ
る
と
、
倭や

ま
と
と
と
ひ
も
も
そ
ひ
め

迹
迹
日
百
襲
姫

に
神
が
懸か

か

り
「
若も

し
能よ

く
我わ

れ

を
敬

う
や
ま

い
祭ま

つ

ら
ば
必

か
な
ら

ず
当た

い
ら
ぎ
な
む

自
平
」、
自
分
を
敬
っ
て
祭
る
な
ら
必
ず
収
ま
る
、
そ
し
て
「
我わ

れ

は
倭

や
ま
と
の
く
に

国
の

域
さ
か
い
の
う
ち

内
に
所お

る居
る
神
」
で
「
名
を
大お

お
も
の
ぬ
し
の
か
み

物
主
神
と
為い

う
」
と
告
げ
ま
す
。

　

こ
の
お
告
げ
を
受
け
、
さ
っ
そ
く
教
え
の
ま
ま
に
お
祀
り
し
ま
し
た
が
驗
な
く
、
天
皇
は
斎
戒
沐
浴
し
た
う
え
で
「
私
の
敬
が

足
り
な
い
の
で
し
ょ
う
か
、
ど
う
か
夢
の
中
で
お
諭
し
く
だ
さ
い
」
と
お
祈
り
を
さ
れ
ま
す
。
す
る
と
、
そ
の
夜
の
夢
に
一
人
の

貴
人
が
現
れ
、
御
殿
に
向
か
っ
て
立
ち
、
自
ら
大お

お
も
の
ぬ
し
の
か
み

物
主
神
と
名
乗
っ
て
「
心
配
な
さ
る
な
。
我
が
児
、
大お

お
た田

田た

根ね

子こ

を
以
て
吾
を

祭
ら
せ
れ
ば
た
ち
ど
こ
ろ
に
終
息
す
る
」
と
教
え
ま
す
。「
誰
に
祭
を
さ
せ
る
べ
き
か
」
を
神
が
指
定
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

天
皇
は
す
ぐ
に
天
下
に
告
げ
て
、そ
の「
大
田
田
根
子
」を
求
め
て
探
索
さ
せ
た
と
こ
ろ
、「
茅

ち
ぬ
の
あ
が
た
の
す
え
む
ら

渟
県
陶
邑
」と
い
う
所
に
そ
の「
大

田
田
根
子
」
が
見
つ
か
っ
た
の
で
、
大
物
主
神
を
祭
る
祭
主
と
し
、
ま
た
「
長な

が
お
ち

尾
市
」
と
い
う
者
を
倭

や
ま
と
の
お
お
く
に
た
ま
の
か
み

大
国
魂
神
を
祭
る
祭
主
と

し
て
、
さ
ら
に
八
十
万
の
神
々
を
も
お
祭
り
し
た
と
こ
ろ
「
国

く
に
の
う
ち
や
や
や
や
に
し
ず
ま
り
ぬ

内
漸
謐
。 

五
い
つ
つ
の
た
な
つ
も
の
は
や
く
に
み
の
り
て
お
お
み
た
か
ら
に
ぎ
わ
い
ぬ

穀
既
成
百
姓
饒
」。
疫
病
は
終
息
し
、

五
穀
は
豊
か
に
稔
り
、
百
姓
は
賑
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
の
大
物
主
神
を
お
祀
り
す
る
神
社
は
奈
良
県
の
大
神
神
社
で
あ
り
、
今
で
も
「
鎮
花
祭
」
と
い
う
疫
病
退
散
の
祭
が
行
わ

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
京
都
八
坂
神
社
「
祇
園
祭
」
や
大
阪
天
満
宮
「
天
神
祭
」
も
疫
病
退
散
を
祈
る
祭
で
あ
り
、
遥
か
遠
い
昔

か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
我
々
日
本
人
は
疫
病
が
流
行
る
た
び
、
そ
の
終
息
を
願
っ
て
真
摯
に
祭
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

現
代
に
於
て
も
、
こ
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
退
散
を
神
に
祈
る
気
持
ち
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
日
も
早
く
、
以
前

の
平
穏
な
世
の
中
に
戻
れ
る
よ
う
真
摯
に
、誠
実
に
神
事
を
奉
仕
し
、神
が
諾

う
ず
ない
給た

ま

う
、神
様
が
御
嘉
納
下
さ
る
よ
う
真
剣
に
祈
っ

て
ゆ
く
事
こ
そ
が
我
々
神
職
の
使
命
と
心
得
、
今
年
の
山
王
祭
諸
祭
を
斎
行
し
て
参
り
ま
す
。

　
　
六
月

 

七　

日（
月
） 

十
一
時

 
 

末
社
八
坂
神
社
例
祭

 

十　

日（
木
）
十
一
時

 
 

表
千
家
家
元
献
茶
式

 

十
一
日（
金
）
十
一
時

 
 

摂
社
祭

 

十
二
日（
土
）
十
時

 
 

境
内
茶
園
並
狭
山
新
茶
奉
納
奉
告
祭

 

十
三
日（
日
）
十
八
時

 
 

献
灯
祭

 

十
五
日（
火
）
十
一
時

 
 

例　

祭

 

十
六
日（
水
）
十
一
時

 
 

煎
茶
礼
道
日
泉
流
献
茶
式

 

　

同 

十
三
時

 
 

山
王
嘉
祥
祭

 

十
七
日（
木
）
十
時

 
 

裏
千
家
家
元
献
茶
式

令
和
三
年  

山
王
祭  

行
事
日
程

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の
た
め
、
例

年
執
り
行
っ
て
い
る
祭
典
を
神
職
並
び
に
各
関
係
者
の

み
で
行
い
、
奉
納
剣
道
大
会
奉
告
祭
・
稚
児
行
列
・
山

王
音
頭
と
民
謡
大
会
は
中
止
し
ま
す
。

何
卒
ご
理
解
の
程
、
お
願
い
申
上
げ
ま
す
。
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私
の
ふ
る
さ
と
福
井
の
幕
末
の
歌
人
で

あ
る
橘

た
ち
ば
な
の
あ
け
み

曙
覧
の
「
独
楽
吟
」。

　
「
た
の
し
み
は
」
で
始
ま
り
、「
…
と
き
」

で
終
わ
る
形
式
の
五
十
二
首
の
連
作
で
、

日
常
の
中
に
あ
る“
暮
ら
し
”や“
家
族
”、

“
学
び
へ
の
姿
勢
”
を
詠
ん
だ
身
近
に
感

じ
る
和
歌
と
し
て
、
教
科
書
に
も
載
っ
て

お
り
皆
さ
ま
も
一
度
は
目
に
さ
れ
た
こ
と

が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

近
年
で
は
、
平
成
六
年
に
天
皇
皇
后

両
陛
下
（
当
時
）
が
ご
訪
米
さ
れ
た
際

の
歓
迎
ス
ピ
ー
チ
に
お
い
て
、
ク
リ
ン
ト

ン
大
統
領
（
当
時
）
が
曙
覧
の
「
独
楽

吟
」
の
中
の
一
首
『
た
の
し
み
は　

朝

お
き
い
で
て　

昨き
の
ふ日
ま
で　

無な

か
り
し

花
の　

咲
け
る
見
る
と
き
』
を
『It is a 

pleasure w
hen rising in the m

orning 
I go outside and find a flow

er that 
has bloom

ed that w
as not there 

yesterday. 

』
と
英
訳
し
引
用
さ
れ
ま
し

た
。

　

コ
ロ
ナ
禍
の
長
期
化
で
、
先
が
み
え
に

く
い
今
だ
か
ら
こ
そ
、
わ
が
家
で
は
小
学

生
の
孫
と
囲
む
食
卓
で
、『
た
の
し
み
は　

妻め

子こ

む
つ
ま
じ
く　

う
ち
つ
ど
ひ　

頭
か
し
ら

な

ら
べ
て　

物も
の

を
く
ふ
と
き
』
と
詠
ん
で
夕

飯
を
食
べ
た
り
、「
た
の
し
み
は
、
…
…

と
き
」
を
創
作
し
て
、
披
露
し
た
り
と
さ

さ
や
か
な
日
常
を
楽
し
む
よ
う
心
掛
け
て

い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
曙
覧
の
歌
に
は
『
た
の
し
み

は　

神
の
御み

国く
に

の　

民た
み

と
し
て　

神
の
教を

し

へ
を　

ふ
か
く
お
も
ふ
と
き
』
と
い
う
一

首
も
あ
り
ま
す
。

　

ご
皇
室
を
い
た
だ
く
こ
と
の
有
難
さ

を
か
み
し
め
な
が
ら
、
私
た
ち
日
本
国
民

は
、
睦
み
和
ら
ぎ
、
徳
を
高
め
、
勤
め
励

ん
で
、
平
和
の
国
、
文
化
の
国
、
道
義
の

国
と
し
て
こ
れ
ま
で
歩
ん
で
ま
い
り
ま
し

た
。

　

わ
が
国
は
、
初
代
神
武
天
皇
か
ら
今
上

陛
下
百
二
十
六
代
ま
で
長
き
に
わ
た
り
、

万
世
一
系
で
継
承
さ
れ
て
き
た
世
界
的
に

も
稀
有
な
国
で
も
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
皇
族
数
の
減
少
も
懸
念

さ
れ
る
中
で
、
今
春
に
は
安
定
的
な
皇
位

継
承
の
在
り
方
を
検
討
す
る
有
識
者
会
議

が
発
足
い
た
し
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
、
政

府
と
し
て
一
貫
し
て
き
た
“
男
系
継
承
が

古
来
例
外
な
く
維
持
さ
れ
て
き
た
こ
と
の

重
み
を
踏
ま
え
る
”
と
い
う
見
解
か
ら
外

れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
注
視
し
て
ま
い

り
ま
す
。

　

伝
統
は
一
度
で
も
崩
し
た
ら
取
返
し
の

つ
か
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

昨
年
十
一
月
の
参
議
院
内
閣
委
員
会

で
、
私
は
宮
内
庁
に
質
問
し
、
古
来
、
直

系
で
危
機
的
な
状
況
に
な
っ
た
際
に
つ
い

て
、
説
明
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

第
二
十
五
代
武
烈
天
皇
か
ら
第
二
十
六

代
継
体
天
皇
へ
の
継
承
は
、
共
通
の
祖
先

で
あ
る
第
十
五
代
応
神
天
皇
ま
で
約
二
百

年
遡
っ
て
十
親
等
の
隔
た
り
が
あ
り
ま

す
。
第
百
一
代
称
光
天
皇
と
第
百
二
代
後

花
園
天
皇
へ
の
継
承
は
、
共
通
の
祖
先
で

あ
る
北
朝
第
一
代
光
厳
天
皇
ま
で
約
百
年

遡
り
八
親
等
の
隔
た
り
で
す
。
さ
ら
に
、

第
百
十
八
代
後
桃
園
天
皇
か
ら
第
百
十
九

代
光
格
天
皇
へ
の
継
承
は
、
共
通
の
祖
先

で
あ
る
第
百
十
三
代
東
山
天
皇
ま
で
約

七
十
年
遡
っ
て
七
親
等
の
隔
た
り
が
あ
り

ま
す
。

　

特
筆
す
べ
き
は
、
第
五
十
九
代
宇
多
天

皇
は
、
一
度
皇
籍
離
脱
を
さ
れ
た
後
に
ま

た
戻
ら
れ
て
天
皇
に
な
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

先
人
た
ち
が
男
系
で
つ
な
ぐ
の
に
、
こ

れ
ほ
ど
ま
で
の
努
力
、
重
さ
を
踏
ま
え
な

が
ら
紡
い
で
き
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
。

　

先
人
た
ち
が
紡
い
で
き
た
歴
史
の
あ
り

よ
う
を
今
に
生
き
る
私
達
も
し
っ
か
り
と

受
け
止
め
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

い
つ
の
時
代
に
あ
っ
て
も
、
常
に
国
民

に
寄
り
添
い
な
が
ら
国
の
安
寧
を
祈
り
続

け
て
く
だ
さ
る
天
皇
陛
下
の
お
姿
は
、
私

た
ち
の
心
に
深
く
刻
み
こ
ま
れ
、
決
し
て

忘
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

激
動
す
る
世
の
中
に
あ
っ
て
も
、
私
た

ち
が
希
望
に
満
ち
溢
れ
、
誇
り
あ
る
日
本

の
輝
か
し
い
未
来
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
く

力
の
源
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

当
面
続
く
で
あ
ろ
う
様
々
な
制
限
が
あ

る
日
々
の
生
活
を
“
変
化
の
な
い
日
常
”

と
捉
え
る
か
、
大
き
な
変
化
を
迎
え
る
た

め
の
“
積
み
重
ね
”
と
捉
え
る
か
、
私
達

の
D
N
A
は
自
然
と
そ
の
答
え
を
知
っ

て
い
ま
す
。

　

目
に
み
え
る
結
果
ば
か
り
を
追
い
求
め

る
こ
と
か
ら
少
し
離
れ
て
、
一
つ
の
事
柄

に
も
「
鳥
の
目
」、「
虫
の
目
」
の
視
点
で

じ
っ
く
り
と
深
く
思
う
時
代
が
今
な
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

参
議
院
議
員

山
谷
え
り
子

特
別
寄
稿
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小
江
戸
川
越
と
江
戸
の
関
係

　

ま
ず
初
め
に
、
私
が
住
ん
で
い
る
埼
玉

県
川
越
市
を
紹
介
し
ま
す
。

　

川
越
は
江
戸
時
代
に
「
小こ

江え

戸ど

」
と
呼

ば
れ
る
ほ
ど
の
繁
栄
を
築
き
ま
し
た
が
、

そ
れ
よ
り
は
る
か
昔
か
ら
江
戸
と
は
深
い

つ
な
が
り
が
あ
り
ま
し
た
。
平
安
時
代
の

武
蔵
国
は
、
桓
武
平
氏
で
あ
る
秩ち

ち

父ぶ

氏し

が

支
配
し
て
い
ま
し
た
。
秩
父
氏
は
一
族
を

武
蔵
国
の
各
所
に
配
置
し
、
分
割
統
治
さ

が
、
日
枝
神
社
の
正
史
で
あ
る
「
日
枝
神

社
史　

全
」
に
は
、
道
灌
公
で
は
な
く
江

戸
氏
が
、
河
越
氏
の
創
建
し
た
川
越
の
山

王
社
（
新
日
吉
社
）
を
勧
請
し
た
の
で
あ

ろ
う
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
し

て
も
、
川
越
か
ら
勧
請
さ
れ
た
こ
と
に
違

い
は
あ
り
ま
せ
ん
。

大
江
戸
の
「
山
王
御
祭
礼
」

　

寛
永
十
二
年
（
一
六
三
五
）、
三
代
将

軍
徳
川
家
光
公
は
山
王
権
現
の
祭
礼
行
列

を
江
戸
城
内
に
練
り
込
ま
せ
、
や
ぐ
ら
の

上
か
ら
上
覧
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
「
山
王

御
祭
礼
」
で
す
。
神
社
の
神み

輿こ
し

と
氏
子
の

山
車
（
だ
し
。
当
時
は
「
出
し
」
と
表
記

し
ま
し
た
）
か
ら
な
る
こ
の
行
列
（
練
り

物
）
は
、
そ
の
後
も
将
軍
の
上
覧
に
あ
ず

か
り
、
踊
り
屋
台
な
ど
の
に
ぎ
や
か
な
曳

き
も
の
を
加
え
、
い
つ
し
か
「
天
下
祭
」

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
（
写
真

2
）。
そ
の
練
り
物
の
形
態
は
は
る
か
上

野
国
、
常
陸
国
、
遠
江
国
な
ど
に
ま
で
伝

播
し
、
現
代
の
川
越
ま
つ
り
に
も
そ
の
面

影
を
色
濃
く
と
ど
め
て
い
ま
す
。

　

山
王
御
祭
礼
が
一
つ
の
頂
点
に
達
し
た

の
は
、
十
九
世
紀
に
入
っ
た
文
化
文
政
期

で
す
。
富
を
蓄
積
し
た
町
人
た
ち
が
文
化

の
担
い
手
と
な
り
、
山
王
御
祭
礼
の
場
で

も
踊
り
屋
台
を
中
心
と
し
た
き
ら
び
や
か

せ
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
を
任
さ
れ
た

一
族
は
そ
の
土
地
の
名
を
名
乗
り
、
川
越

は
河
越
氏
、
江
戸
は
江
戸
氏
が
治
め
ま
し

た
。
川
越
と
江
戸
は
親
戚
関
係
に
あ
っ
た

の
で
す
。

　

室
町
時
代
に
入
る
と
、
武
蔵
国
は
関
東

管
領
扇
谷
上
杉
氏
の
支
配
下
と
な
り
ま
し

た
。
上
杉
氏
は
執
事
の
太
田
道
灌
公
（
写

真
1
）
に
防
御
の
た
め
の
築
城
を
命
じ
、

道
灌
公
は
長
禄
元
年
（
一
四
五
七
）
に
川

越
城
と
江
戸
城
を
そ
ろ
っ
て
完
成
さ
せ
ま

し
た
。
川
越
城
と
江
戸
城
は
同
い
年
の
双

子
だ
っ
た
の
で
す
。

　

太
田
家
の
記
録
を
ま
と
め
た
「
太
田
家

譜
」
に
は
、
道
灌
公
が
川
越
仙せ

ん

波ば

の
山
王

社
を
江
戸
城
内
に
勧
請
し
た
と
書
か
れ
て

い
ま
す
。
そ
れ
が
山
王
権
現
、
現
在
の
日

枝
神
社
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す

な
芸
能
を
披
露
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
天

保
の
改
革
に
よ
り
祭
礼
は
一
時
縮
小
し
ま

し
た
が
、
町
人
た
ち
は
そ
れ
ま
で
わ
き
役

同
然
だ
っ
た
山
車
を
飾
り
つ
け
る
こ
と
で

そ
れ
に
対
抗
し
、
元
の
華
や
か
さ
を
取
り

戻
し
ま
し
た
。

　

本
来
「
出
し
」
と
い
う
の
は
、
町
の
象

徴
た
る
人
形
な
ど
を
依
代
（
よ
り
し
ろ
。

神
が
依
り
つ
く
も
の
）
に
し
て
一
本
柱
の

上
に
載
せ
、
肩
に
担
い
だ
り
牛
車
で
曳
い

た
り
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
す
が
（
こ
れ

を
「
一
本
柱
万
度
型
山
車
」
と
い
い
ま
す
）、

天
保
の
改
革
で
踊
り
屋
台
が
規
制
の
対
象

と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
町
人
た
ち
は
人
形

の
周
り
を
豪
華
に
装
飾
し
て
存
在
感
を
際

立
た
せ
、
果
て
は
山
車
の
一
本
柱
を
色
と

り
ど
り
の
幕
で
覆
い
、
そ
の
前
面
に
囃
子

台
を
設
け
て
踊
り
屋
台
に
代
わ
る
町
の
主

役
に
仕
立
て
た
の
で
す
。
安
政
年
間
に
は

幕
内
の
一
本
柱
を
二
層
の
木
枠
に
代
え
、

二
層
の
う
ち
一
層
を
山
車
の
上
で
せ
り
上

げ
、
さ
ら
に
そ
の
木
枠
か
ら
人
形
を
せ
り

出
す
構
造
に
し
て
、
江
戸
城
の
城
門
を
く

ぐ
り
や
す
く
し
ま
し
た
。
世
に
言
う
三
層

せ
り
出
し
の
「
江
戸
型
山
車
」
は
、
こ
の

よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
の
で
す
。

蘭
陵
王
の
山
車

　

江
戸
時
代
も
終
わ
り
に
近
づ
い
た
文

写真１　太田道灌像（川越市役所） 川
越
祭
礼
研
究
家
　
　
　
　
　
　
　
　

水

戸

一

斎

（
監
修
：
山
瀬
一
男
）

―
日
本
三
大
祭
―

異 

聞

山
王
祭
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久
二
年
（
一
八
六
二
）、
最
終
進
化
系
と

呼
ぶ
べ
き
山
車
が
氏
子
町
か
ら
出
さ
れ
ま

し
た
。
通
油
町
・
田
所
町
・
新
大
坂
町

の
三
町
に
よ
る
「
蘭ら

ん

陵
り
ょ
う

王お
う

の
山
車
」
で

す
（
写
真
3
）。
山
車
の
人
形
は
能
を
主

題
に
作
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、

蘭
陵
王
は
雅
楽
か
ら
取
り
入
れ
ら
れ
、
山

車
を
覆
う
幕
も
雅
楽
の
世
界
で
彩
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
山
車
そ
の
も
の
も
、
三
層

せ
り
出
し
構
造
に
加
え
、
囃
子
台
の
屋
根

を
唐か

ら

破は

風ふ

に
す
る
と
い
う
凝
っ
た
作
り
で

し
た
。
そ
の
豪
華
さ
は
一
目
瞭
然
、
二
代

歌
川
広
重
の
浮
世
絵
や
、
明
治
二
十
六
年

（
一
八
九
三
）
の
シ
カ
ゴ
万
博
に
出
品
さ

れ
た
絵
画
に
も
そ
の
雄
姿
が
描
か
れ
て
い

ま
す
。
い
か
に
印
象
深
い
山
車
だ
っ
た
か

が
わ
か
り
ま
す
。

　

驚
く
べ
き
こ
と
に
、
こ
の
「
蘭
陵
王
の

山
車
」
は
当
時
の
ま
ま
の
姿
で
埼
玉
県

加
須
市
に
現
存
し
て
い
ま
す
。
江
戸
の
三

町
と
つ
な
が
り
の
深
か
っ
た
加
須
が
明
治

十
六
年
に
こ
の
山
車
を
も
ら
い
受
け
、
地

元
の
祭
礼
で
曳
き
回
し
て
い
た
の
で
す
。

長
い
年
月
の
う
ち
に
加
須
に
お
い
て
す
ら

取
得
の
経
緯
が
忘
れ
去
ら
れ
て
い
ま
し
た

が
、
平
成
十
五
年
の
「
江
戸
開
府
四
百
年

記
念
事
業
」
で
東
京
駅
前
の
丸
ビ
ル
に
展

示
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
改
め
て
そ
の
存
在

が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の

写真 2　立川斎国郷画「山王御祭礼之図」　写真提供：山瀬一男
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写
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
こ
の
写
真
は
大

正
三
年
の
「
東
京
大
正
博
覧
会
」
に
飾
ら

れ
た
時
の
も
の
で
す
が
、
唐
破
風
の
形
状

は
「
蘭
陵
王
の
山
車
」
と
瓜
二
つ
で
す
。

そ
し
て
山
車
の
前
に
立
つ
紋
付
き
袴
を
着

た
老
人
こ
そ
、
山
本
鉄
之
氏
本
人
で
あ
る

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
群
馬
県
渋
川
市
に
現
存
す
る

山
車
も
「
百
雲
正
神
田
だ
し
鉄
」
の
作
で

あ
る
と
の
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

山
車
は
日
本
橋
通
三
丁
目
か
ら
購
入
し
た

も
の
で
、
明
治
期
に
通
三
丁
目
で
撮
影
さ

れ
た
写
真
も
残
っ
て
い
ま
す
（
写
真
5
）。

そ
の
唐
破
風
屋
根
は
明
ら
か
に
「
だ
し

鉄
」
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
ほ
か
京
橋
本
八
丁
堀
（
写
真

6
）
や
横
浜
本
町
三
丁
目
の
写
真
に
も
唐

破
風
屋
根
の
山
車
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

展
示
は
江
戸
祭
礼
研
究
家
の
山
瀬
一
男
氏

の
推
薦
に
よ
り
実
現
し
た
も
の
で
す
。
こ

の
山
車
が
い
か
に
す
ば
ら
し
い
か
、
多
く

の
人
に
認
め
て
も
ら
い
た
い
が
た
め
で
す
。

現
在
こ
の
山
車
は
加
須
市
の
有
形
民
俗
文

化
財
で
す
が
、
一
日
も
早
く
国
レ
ベ
ル
の

文
化
財
に
昇
格
す
る
こ
と
を
望
み
ま
す
。

「
だ
し
鉄
」
の
山
車

　

山
瀬
氏
に
よ
り
ま
す
と
、「
蘭
陵
王
の

山
車
」
は
神
田
田
代
町
の
「
だ
し
鉄
」
と

い
う
宮
師
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
模
様
で

す
。
こ
の
山
車
と
同
じ
文
久
二
年
に
作
ら

れ
た
神
田
橋
本
町
二
丁
目
の
山
車
の
写
真

が
残
っ
て
い
て
（
写
真
4
）、
唐
破
風
屋

根
の
山
車
の
横
に
「
だ
し
鉄
」
と
書
か
れ

た
弓
張
提
灯
や
、「
だ
し
鉄
」
の
棟と

う

梁
り
ょ
う

山

本
鉄
之
氏
の
名
が
書
か
れ
た
高
張
提
灯
が

写真 4　神田御祭礼 14 番橋本町二丁目（現千代田区
　　　　東神田町会）「乙姫の山車」　写真提供：神田明神

写真 6　山王御祭礼 32 番京橋本八丁堀
　　　　「神宮皇后の山車」（大正博覧会）

写真 5　日本橋通三丁目（現渋川市裏宿）の山車
　　　　（明治時代山王祭礼）

写真 3　山王御祭礼 21 番通油町ほか（現加須市本町）
　　　　「蘭陵王の山車」　　　　　 写真提供：山瀬一男
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こ
れ
ら
の
山
車
に
は
い
く
つ
か
の
共
通

し
た
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
唐
破
風
屋
根

を
支
え
る
「
垂た

る

木き

」
が
二
本
一
組
で
あ
る

こ
と
、
屋
根
の
軒
下
に
「
懸げ

魚ぎ
ょ

」
と
呼

ば
れ
る
金
色
の
彫
刻
が
飾
ら
れ
て
い
る
こ

と
（「
蘭
陵
王
の
山
車
」
だ
け
は
例
外
で

す
が
）、
唐
破
風
が
流
麗
な
曲
線
を
描
い

て
い
る
こ
と
、
な
ど
で
す
。
宮
師
の
作
風

が
一
致
し
て
い
る
の
で
す
。
お
そ
ら
く
文

久
二
年
に
「
だ
し
鉄
」
に
よ
っ
て
唐
破
風

屋
根
の
山
車
が
考
案
さ
れ
、
そ
の
端
正
で

堂
々
と
し
た
た
た
ず
ま
い
が
多
く
の
人
を

魅
了
し
、
明
治
に
入
っ
て
か
ら
も
「
だ
し

鉄
」
に
注
文
が
殺
到
し
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
ま
す
。
逆
に
言
え
ば
、
こ
れ
ら

の
特
徴
を
備
え
た
山
車
は
「
だ
し
鉄
」
製

の
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

川
越
の
山
車

　

わ
が
町
川
越
に
も
、
文
久
二
年
の
ま
つ

り
に
曳
き
出
さ
れ
た
唐
破
風
屋
根
の
山
車

が
あ
り
ま
す
。
志
義
町
（
し
ぎ
ま
ち
。
現

仲
町
）
の
「
羅ら

陵
り
ょ
う

王お
う

の
山
車
」（
写
真

7
）
で
す
。

　

こ
の
山
車
も
、
垂
木
、
懸
魚
、
流
麗
な

曲
線
と
い
っ
た
「
だ
し
鉄
」
の
特
徴
を
す

べ
て
備
え
て
い
ま
す
。
加
え
て
言
う
と「
脇

障
子
」
と
呼
ば
れ
る
囃
子
台
後
方
の
仕
切

り
も
、加
須
の
「
蘭
陵
王
の
山
車
」
と
そ
っ

く
り
で
す
。
こ
れ
だ
け
条
件
が
そ
ろ
っ

て
い
る
の
で
す
か
ら
、「
羅
陵
王
の
山
車
」

も
「
だ
し
鉄
」
の
製
作
で
あ
る
と
言
っ
て

間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

実
は
川
越
に
と
っ
て
、
こ
の
山
車
の
出

現
は
衝
撃
的
な
出
来
事
で
し
た
。
と
い
う

の
も
、
当
時
の
川
越
藩
は
お
金
が
な
い
こ

と
で
有
名
で
、
二
年
に
一
度
の
ま
つ
り
の

開
催
す
ら
ま
ま
な
ら
ず
（
ほ
ぼ
二
十
年
に

一
度
の
頻
度
で
し
た
）、
変
化
の
速
い
江

戸
の
流
行
に
つ
い
て
い
け
な
か
っ
た
か
ら

で
す
。
そ
れ
が
何
の
前
触
れ
も
な
く
江
戸

の
最
先
端
に
追
い
つ
い
て
し
ま
っ
た
の
で

す
か
ら
、
周
り
の
町
は
色
め
き
立
ち
ま
し

た
。
志
義
町
の
隣
の
南
町
は
、
同
じ
文
久

二
年
に
三
層
せ
り
出
し
の
山
車
を
新
調
し

て
い
た
の
で
す
が
、
十
年
も
た
た
な
い
明

治
三
年
に
屋
根
を
唐
破
風
に
作
り
変
え
ま

し
た
。
明
治
二
十
一
年
に
は
、
そ
れ
ま
で

山
車
を
所
有
し
て
い
な
か
っ
た
六
軒
町
ま

で
も
が
、
唐
破
風
屋
根
の
山
車
を
持
つ
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

　

明
治
の
後
半
に
な
る
と
、
東
京
で
は
路

面
電
車
の
普
及
で
電
線
が
網
の
目
の
よ
う

に
張
り
巡
ら
さ
れ
、
山
車
が
曳
き
回
せ
な

く
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
川
越
の
ま
つ

り
は
独
自
の
道
を
歩
む
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
特
に
山
車
の
進
化
は
目
覚
ま
し
く
、

唐
破
風
屋
根
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
車

体
は
大
型
化
し
、
彫
刻
や
彫
金
細
工
で

美
し
く
飾
ら
れ
、
果
て
は
台
座
（
せ
い
ご

台
）
が
水
平
に
回
る
よ
う
に
改
造
さ
れ
ま

し
た
。
天
下
祭
の
精
神
を
受
け
継
ぎ
な
が

ら
も
、
江
戸
時
代
の
よ
う
に
上
か
ら
規
制

さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
由
で
華
麗
な
ま
つ

り
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
す
。

そ
の
影
響
は
川
越
周
辺
の
町
に
ま
で
広
が

り
、
川
越
を
中
心
と
し
た
「
ま
つ
り
文
化

圏
」
の
様
相
を
呈
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
「
だ

し
鉄
」
の
山
車
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま

で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

川
越
の
ま
つ
り
は
、
天
下
祭
を
脈
々
と

引
き
継
ぎ
な
が
ら
も
、
独
自
の
進
化
を
続

け
て
き
ま
し
た
。
ま
つ
り
の
伝
統
を
十
分

意
識
し
つ
つ
、
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
い
く

こ
と
が
、
川
越
に
与
え
ら
れ
た
使
命
の
よ

う
な
気
が
し
ま
す
。
そ
の
こ
と
に
お
ご
る

こ
と
な
く
、
誰
も
が
楽
し
め
る
ま
つ
り
に

し
て
い
く
こ
と
を
周
り
か
ら
期
待
さ
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
川
越
に

と
っ
て
、
そ
れ
は
こ
の
上
な
く
光
栄
な
こ

と
に
思
い
ま
す
。

写真 7　志義町（現川越市仲町）「羅陵王の山車」　　　　　　　　 　　　 写真提供：川越市
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順不同敬称略順不同敬称略
奉 祝 山 王 祭奉 祝 山 王 祭 奉 祝 山 王 祭奉 祝 山 王 祭

㈱
大
槻
装
束
店

代
表
取
締
役

大
槻
奈
津
子

き
ね
や
足
袋
㈱

代
表
取
締
役

中
澤
貴
之

代
表
取
締
役

コ
ト
ー
商
事
㈱野

玉
善
一

㈱
糟
谷

相

談

役

糟
谷
孝
男

㈱
井
筒
装
束
店

代
表
取
締
役

佐
織
鉄
郎

㈱
フ
ェ
ム

代
表
取
締
役

藤
田
　
誠

㈱
錦
屋
マ
リ
エ
マ
リ
エ

取
締
役
社
長

勝
田
久
美
子

㈱
泉
屋
東
京
店

代
表
取
締
役

泉
由
紀
子

㈱
ミ
ロ
ク
情
報
サ
ー
ビ
ス

代
表
取
締
役

社

長

是
枝
周
樹

鈴
木
徽
章
工
芸
㈱

取
締
役
会
長

鈴
木
健
之

㈱
髙
田
装
束
店 

東
京
店

代
表
取
締
役

加
藤
充
則

㈱
ア
ー
バ
ネ
ッ
ト
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

代
表
取
締
役

社

長

服
部
信
治

京
橋
大
根
河
岸
会

会

長

鈴
木
敏
行

令
和
三
年
正
月
献
酒
醸
造
元
芳
名
（
順
不
同
・
敬
称
略
）

酒
は
、
こ
れ
を
神
々
に
献
り
、
そ
の
撤
下
を
い
た
だ
く
事
に
よ
っ
て
、
う
つ
う

つ
と
し
た
気
持
ち
が
晴
れ
や
か
に
な
る
百
薬
の
長
で
す
。

当
日
枝
神
社
の
御
祭
神
大
山
咋
神
は
、
古
来
、
酒
を
司
ら
せ
給
う
東
都
の
酒
神

と
厚
く
信
仰
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

お
さ
が
り

新

政

酒

造

㈱

酔

仙

酒

造

㈱

秋

田

銘

醸

㈱

沢
の
鶴
㈱
東
京
支
店

盛

田

㈱

賀
茂
鶴
酒
造
㈱

ヤ
マ
サ
醤
油
㈱

キ
リ
ン
ビ
ー
ル
㈱
　
東
京
中
央
支
店

濵

田

酒

造

㈱

小
西
酒
造
㈱
東
京
支
社

宝

酒

造

㈱

雲
海
酒
造
㈱
　
東
京
支
店

霧

島

酒

造

㈱

日
本
盛
㈱
東
京
支
店

辰
馬
本
家
酒
造
㈱

ヒ
ガ
シ
マ
ル
醤
油
㈱

白
鷹
㈱
東
京
支
店

キ
ン
シ
正
宗
㈱

菊
正
宗
酒
造
㈱

白
鶴
酒
造
㈱
東
京
支
社

月

桂

冠

㈱

㈱
村
松
仙
翁
む
ら
ま
つ
酒
商
類

薩

摩

酒

造

㈱

吉
乃
川
㈱
東
京
支
店

太

田

酒

造

㈱

黄

桜

㈱

㈱
ち
く
ま
食
品

㈱

山

本

本

家

江
井
ヶ
嶋
酒
造
㈱

桃
川
㈱
東
京
支
店

田

村

酒

造

場

石

川

酒

造

㈱

㈲
金
井
酒
造
店

福
徳
長
酒
類
㈱

鍋

店

㈱

木
戸
泉
酒
造
㈱

㈱
家
久
長
本
店

天

鷹

酒

造

㈱

㈱
小
山
本
家
酒
造

武
蔵
鶴
酒
造
㈱

㈱
矢
尾
本
店
酒
づ
く
り
の
森

近

藤

酒

造

㈱

大
信
州
酒
造
㈱

七

笑

酒

造

㈱

山

梨

銘

醸

㈱

谷

櫻

酒

造

㈲

㈱
土
井
酒
造
場

㈱

本

田

商

店

都

錦

酒

造

㈱

㈱
酔
心
山
根
本
店

㈱
今
田
酒
造
本
店

酔

鯨

酒

造

㈱

土
佐
鶴
酒
造
㈱

千
代
の
園
酒
造
㈱

㈱
桝
田
酒
造
店

栃

倉

酒

造

㈱

㈱
丸
山
酒
造
場

㈱

北

雪

酒

造

菊

水

酒

造

㈱

奥
の
松
酒
造
㈱

合
大
和
川
酒
造
店

㈱

佐

浦

和

田

酒

造

合

㈱

六

歌

仙

㈱
な
だ
万

代
表
取
締
役

社

長

巻
木
通
浩

裏
千
家
　
今
日
庵

千 

玄
室 

宗
室

㈱
フ
ォ
ー
シ
ー
ズ

代
表
取
締
役

会
長
兼
Ｃ
Ｅ
Ｏ

淺
野
秀
則

安
全
自
動
車
㈱

代
表
取
締
役

社

長

中
谷
宗
平

佐
藤
産
業
㈱

会

長

佐
藤
太
美
雄

朝
日
総
業
㈱

代
表
取
締
役

池
本
な
ぎ
さ

有
楽
商
事
㈱

代
表
取
締
役

平
沼
顕
司

㈱
信
英
堂

代
表
取
締
役

桜
井
俊
一

㈱
C
M
C

代
表
取
締
役

髙
橋
悦
郎

㈱
兵
左
衛
門

代
表
取
締
役

浦
谷
剛
人

㈱
丸
井
ス
ズ
キ

代
表
取
締
役

鈴
木
貴
博

廣
田
特
許
事
務
所

廣
田
雅
紀

代

表

佐

竹

昭

二

マ
ネ
ッ
ク
ス
証
券
㈱

会

長

松

本

　

大

㈱
ア
ル
フ
ァ
ビ
デ
オ

代
表
取
締
役

青
山
朋
孝

山
王
む
ら
さ
き
会

会

長

藤
田
　
誠

2口 3口

㈱
ぬ
利
彦

代
表
取
締
役

社

長

中
澤
彦
七

永
田
町
・
霞
ヶ
関

平

河

町

山
の
茶
屋

遠

藤

恒

夫

㈱
ザ
・
キ
ャ
ピ
ト
ル
ホ
テ
ル 

東
急

総

支

配

人

末
吉
孝
弘

日
枝
神
社
四
葉
会

㈱
食
文
化
総
研

レ
ス
ト
ラ
ン
黒
澤
グ
ル
ー
プ

山
王
熱
供
給
㈱

代
表
取
締
役

社

長

津
曲
荒
太

三
番
町

田

中

康

博

池
田
薬
局池

田

新

二

麹
町
・
紀
尾
井
町

㈱
ジ
ャ
パ
ン
グ
レ
ー
ラ
イ
ン

代
表
取
締
役

眞
下
慶
一
郎

弁
護
士
法
人 

一
番
町
綜
合
法
律
事
務
所

代

表

社

員

神
﨑
浩
昭

㈱
ニ
ュ
ー
・
オ
ー
タ
ニ

代
表
取
締
役

社

長

大
谷
和
彦

㈱
ジ
ョ
ー
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

代
表
取
締
役

堀
切
健
司

㈲
ナ
リ
タ
美
容
室

代
表
取
締
役

成
田
弘
子

番
町
・
九
段
・
四
谷

㈱
伊
勢
半
本
店

代
表
取
締
役

社

長

澤
田
晴
子

麹
町
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
㈱

勝

山

　

勝

㈱
植
む
ら
フ
ー
ズ

永
田
町
　
天
竹

荻

原

秀

夫

Ｔ
Ａ
Ｎ
Ａ
Ｋ
Ａ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
㈱

代
表
取
締
役
社
長

執

行

役

員

田
中
浩
一
朗

㈱
キ
ョ
ウ
エ
イ
ア
ド
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル

代
表
取
締
役

社

長

廣
瀬
勝
巳

2口

表
千
家  

不
審
菴

家

元

千
　
宗
左

㈱
千
修

代
表
取
締
役

社

長

下
谷
友
康

㈱
東
京
會
舘

取
締
役
社
長

渡
辺
訓
章

大
手
町
・
丸
の
内

内
幸
町
・
有
楽
町

東
宝
㈱

名

誉

会

長

松
岡
　
功

泉
吉
㈱

代
表
取
締
役

岸
本
昌
子

㈾
清
水
隆
商
店

代
表
社
員

清
水

昭

治

㈱
朝
日
写
真
ニ
ュ
ー
ス
社

代
表
取
締
役

社

長

阪
田
裕
一

㈱
帝
国
ホ
テ
ル

取
締
役
社
長

定
保
英
弥

東
京
技
工
㈱

代
表
取
締
役

社

長

林
　
光
男

八

丁

堀

茅
場
町
・
兜
町

会

長

北
見
不
動
産
㈲北

見
芳
夫

代
表
取
締
役

北
見
千
穂

八
重
洲
・
日
本
橋

㈱
榮
太
樓
總
本
鋪

代
表
取
締
役

社

長

細
田
　
眞

㈱
髙
島
屋

代
表
取
締
役

専

務

亀
岡
恒
方

日
本
橋
ゆ
か
り野

永
喜
一
郎

東
京
建
物
㈱

代
表
取
締
役

社
長
執
行
役
員

野
村
　
均

木
村
實
業
㈱

代
表
取
締
役

木
村
平
右
衛
門

中
西
瀝
青
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
㈱

代
表
取
締
役

森
口
友
美
子

日
本
橋
𠮷
野
鮨
本
店

𠮷

野

正

敏

川
崎
定
徳
㈱川

﨑
眞
次
郎

代
表
取
締
役

代
表
取
締
役

金
子
架
設
工
業
㈱

青
木
　
茂

代
表
取
締
役

社

長

小
宮
山
印
刷
㈱小

宮
山
貴
史

㈱
木
村
屋
總
本
店

代
表
取
締
役

社

長

木
村
光
伯

㈱
ホ
ッ
タ

取
締
役
社
長

堀
田
峰
明

や
す
幸

石
原
　
壽

㈱
小
林
傳
次
郎
中
央
地
所
部

代
表
執
行
役

社

長

い
ち
よ
し
証
券
㈱

玉
田
弘
文

㈾
北
見
商
店北

見
ま
さ
ゑ

㈱
プ
レ
ナ
ス塩

井
辰
男

代
表
取
締
役

社

長
京

橋

㈱
大
澤
ロ
ー
ヤ
ル

代
表
取
締
役

大
澤
忠
政

㈱
ト
ミ
タ

会

長

富
田
正
一

清
水
建
設
㈱

取
締
役
社
長

井
上
和
幸

㈱
小
松
ス
ト
ア
ー

代
表
取
締
役

小
坂
　
敬

㈱
ギ
ン
ザ
の
サ
ヱ
グ
サ

代
表
取
締
役

社

長

三
枝
　
亮

㈱
木
村
商
店

代
表
取
締
役

木
村
暖
子

銀

座

新

橋

2口

㈶ 

答
礼
会

理

事

長

徳

永

　

将
2口

崇
敬
者（
氏
子
外
）

㈱
新
橋
玉
木
屋

代
表
取
締
役

田
巻
恭
子

㈱
銀
座
ナ
イ
ン

代
表
取
締
役

会

長

柴
田
孝
則

㈱
銀
座
木
村
家

代
表
取
締
役

木
村
美
貴
子

正
金
商
事
㈱

代
表
取
締
役

蛯
原
宗
久

銀
座
吉
田
㈱

代
表
取
締
役

吉
田
民
雄

富
士
産
業
㈱

代
表
取
締
役

中
村
勝
彦

銀
座
越
後
屋永

井
甚
右
衛
門

執

行

役

員

三
越
銀
座
店
長

㈱
三
越
伊
勢
丹山

下
卓
也
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奉 祝 山 王 祭奉 祝 山 王 祭 奉 祝 山 王 祭奉 祝 山 王 祭

㈱
大
槻
装
束
店

代
表
取
締
役

大
槻
奈
津
子

き
ね
や
足
袋
㈱

代
表
取
締
役

中
澤
貴
之

代
表
取
締
役

コ
ト
ー
商
事
㈱野

玉
善
一

㈱
糟
谷

相

談

役

糟
谷
孝
男

㈱
井
筒
装
束
店

代
表
取
締
役

佐
織
鉄
郎

㈱
フ
ェ
ム

代
表
取
締
役

藤
田
　
誠

㈱
錦
屋
マ
リ
エ
マ
リ
エ

取
締
役
社
長

勝
田
久
美
子

㈱
泉
屋
東
京
店

代
表
取
締
役

泉
由
紀
子

㈱
ミ
ロ
ク
情
報
サ
ー
ビ
ス

代
表
取
締
役

社

長

是
枝
周
樹

鈴
木
徽
章
工
芸
㈱

取
締
役
会
長

鈴
木
健
之

㈱
髙
田
装
束
店 

東
京
店

代
表
取
締
役

加
藤
充
則

㈱
ア
ー
バ
ネ
ッ
ト
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

代
表
取
締
役

社

長

服
部
信
治

京
橋
大
根
河
岸
会

会

長

鈴
木
敏
行

令
和
三
年
正
月
献
酒
醸
造
元
芳
名
（
順
不
同
・
敬
称
略
）

酒
は
、
こ
れ
を
神
々
に
献
り
、
そ
の
撤
下
を
い
た
だ
く
事
に
よ
っ
て
、
う
つ
う

つ
と
し
た
気
持
ち
が
晴
れ
や
か
に
な
る
百
薬
の
長
で
す
。

当
日
枝
神
社
の
御
祭
神
大
山
咋
神
は
、
古
来
、
酒
を
司
ら
せ
給
う
東
都
の
酒
神

と
厚
く
信
仰
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

お
さ
が
り

新

政

酒

造

㈱

酔

仙

酒

造

㈱

秋

田

銘

醸

㈱

沢
の
鶴
㈱
東
京
支
店

盛

田

㈱

賀
茂
鶴
酒
造
㈱

ヤ
マ
サ
醤
油
㈱

キ
リ
ン
ビ
ー
ル
㈱
　
東
京
中
央
支
店

濵

田

酒

造

㈱

小
西
酒
造
㈱
東
京
支
社

宝

酒

造

㈱

雲
海
酒
造
㈱
　
東
京
支
店

霧

島

酒

造

㈱

日
本
盛
㈱
東
京
支
店

辰
馬
本
家
酒
造
㈱

ヒ
ガ
シ
マ
ル
醤
油
㈱

白
鷹
㈱
東
京
支
店

キ
ン
シ
正
宗
㈱

菊
正
宗
酒
造
㈱

白
鶴
酒
造
㈱
東
京
支
社

月

桂

冠

㈱

㈱
村
松
仙
翁
む
ら
ま
つ
酒
商
類

薩

摩

酒

造

㈱

吉
乃
川
㈱
東
京
支
店

太

田

酒

造

㈱

黄

桜

㈱

㈱
ち
く
ま
食
品

㈱

山

本

本

家

江
井
ヶ
嶋
酒
造
㈱

桃
川
㈱
東
京
支
店

田

村

酒

造

場

石

川

酒

造

㈱

㈲
金
井
酒
造
店

福
徳
長
酒
類
㈱

鍋

店

㈱

木
戸
泉
酒
造
㈱

㈱
家
久
長
本
店

天

鷹

酒

造

㈱

㈱
小
山
本
家
酒
造

武
蔵
鶴
酒
造
㈱

㈱
矢
尾
本
店
酒
づ
く
り
の
森

近

藤

酒

造

㈱

大
信
州
酒
造
㈱

七

笑

酒

造

㈱

山

梨

銘

醸

㈱

谷

櫻

酒

造

㈲

㈱
土
井
酒
造
場

㈱

本

田

商

店

都

錦

酒

造

㈱

㈱
酔
心
山
根
本
店

㈱
今
田
酒
造
本
店

酔

鯨

酒

造

㈱

土
佐
鶴
酒
造
㈱

千
代
の
園
酒
造
㈱

㈱
桝
田
酒
造
店

栃

倉

酒

造

㈱

㈱
丸
山
酒
造
場

㈱

北

雪

酒

造

菊

水

酒

造

㈱

奥
の
松
酒
造
㈱

合
大
和
川
酒
造
店

㈱

佐

浦

和

田

酒

造

合

㈱

六

歌

仙

㈱
な
だ
万

代
表
取
締
役

社

長

巻
木
通
浩

裏
千
家
　
今
日
庵

千 

玄
室 

宗
室

㈱
フ
ォ
ー
シ
ー
ズ

代
表
取
締
役

会
長
兼
Ｃ
Ｅ
Ｏ

淺
野
秀
則

安
全
自
動
車
㈱

代
表
取
締
役

社

長

中
谷
宗
平

佐
藤
産
業
㈱

会

長

佐
藤
太
美
雄

朝
日
総
業
㈱

代
表
取
締
役

池
本
な
ぎ
さ

有
楽
商
事
㈱

代
表
取
締
役

平
沼
顕
司

㈱
信
英
堂

代
表
取
締
役

桜
井
俊
一

㈱
C
M
C

代
表
取
締
役

髙
橋
悦
郎

㈱
兵
左
衛
門

代
表
取
締
役

浦
谷
剛
人

㈱
丸
井
ス
ズ
キ

代
表
取
締
役

鈴
木
貴
博

廣
田
特
許
事
務
所

廣
田
雅
紀

代

表

佐

竹

昭

二

マ
ネ
ッ
ク
ス
証
券
㈱

会

長

松

本

　

大

㈱
ア
ル
フ
ァ
ビ
デ
オ

代
表
取
締
役

青
山
朋
孝

山
王
む
ら
さ
き
会

会

長

藤
田
　
誠

2口 3口

㈱
ぬ
利
彦

代
表
取
締
役

社

長

中
澤
彦
七

永
田
町
・
霞
ヶ
関

平

河

町

山
の
茶
屋

遠

藤

恒

夫

㈱
ザ
・
キ
ャ
ピ
ト
ル
ホ
テ
ル 

東
急

総

支

配

人

末
吉
孝
弘

日
枝
神
社
四
葉
会

㈱
食
文
化
総
研

レ
ス
ト
ラ
ン
黒
澤
グ
ル
ー
プ

山
王
熱
供
給
㈱

代
表
取
締
役

社

長

津
曲
荒
太

三
番
町

田

中

康

博

池
田
薬
局池

田

新

二

麹
町
・
紀
尾
井
町

㈱
ジ
ャ
パ
ン
グ
レ
ー
ラ
イ
ン

代
表
取
締
役

眞
下
慶
一
郎

弁
護
士
法
人 

一
番
町
綜
合
法
律
事
務
所

代

表

社

員

神
﨑
浩
昭

㈱
ニ
ュ
ー
・
オ
ー
タ
ニ

代
表
取
締
役

社

長

大
谷
和
彦

㈱
ジ
ョ
ー
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

代
表
取
締
役

堀
切
健
司

㈲
ナ
リ
タ
美
容
室

代
表
取
締
役

成
田
弘
子

番
町
・
九
段
・
四
谷

㈱
伊
勢
半
本
店

代
表
取
締
役

社

長

澤
田
晴
子

麹
町
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
㈱

勝

山

　

勝

㈱
植
む
ら
フ
ー
ズ

永
田
町
　
天
竹

荻

原

秀

夫

Ｔ
Ａ
Ｎ
Ａ
Ｋ
Ａ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
㈱

代
表
取
締
役
社
長

執

行

役

員

田
中
浩
一
朗

㈱
キ
ョ
ウ
エ
イ
ア
ド
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル

代
表
取
締
役

社

長

廣
瀬
勝
巳

2口

表
千
家  

不
審
菴

家

元

千
　
宗
左

㈱
千
修

代
表
取
締
役

社

長

下
谷
友
康

㈱
東
京
會
舘

取
締
役
社
長

渡
辺
訓
章

大
手
町
・
丸
の
内

内
幸
町
・
有
楽
町

東
宝
㈱

名

誉

会

長

松
岡
　
功

泉
吉
㈱

代
表
取
締
役

岸
本
昌
子

㈾
清
水
隆
商
店

代
表
社
員

清
水

昭

治

㈱
朝
日
写
真
ニ
ュ
ー
ス
社

代
表
取
締
役

社

長

阪
田
裕
一

㈱
帝
国
ホ
テ
ル

取
締
役
社
長

定
保
英
弥

東
京
技
工
㈱

代
表
取
締
役

社

長

林
　
光
男

八

丁

堀

茅
場
町
・
兜
町

会

長

北
見
不
動
産
㈲北

見
芳
夫

代
表
取
締
役

北
見
千
穂

八
重
洲
・
日
本
橋

㈱
榮
太
樓
總
本
鋪

代
表
取
締
役

社

長

細
田
　
眞

㈱
髙
島
屋

代
表
取
締
役

専

務

亀
岡
恒
方

日
本
橋
ゆ
か
り野

永
喜
一
郎

東
京
建
物
㈱

代
表
取
締
役

社
長
執
行
役
員

野
村
　
均

木
村
實
業
㈱

代
表
取
締
役

木
村
平
右
衛
門

中
西
瀝
青
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
㈱

代
表
取
締
役

森
口
友
美
子

日
本
橋
𠮷
野
鮨
本
店

𠮷

野

正

敏

川
崎
定
徳
㈱川

﨑
眞
次
郎

代
表
取
締
役

代
表
取
締
役

金
子
架
設
工
業
㈱

青
木
　
茂

代
表
取
締
役

社

長

小
宮
山
印
刷
㈱小

宮
山
貴
史

㈱
木
村
屋
總
本
店

代
表
取
締
役

社

長

木
村
光
伯

㈱
ホ
ッ
タ

取
締
役
社
長

堀
田
峰
明

や
す
幸

石
原
　
壽

㈱
小
林
傳
次
郎
中
央
地
所
部

代
表
執
行
役

社

長

い
ち
よ
し
証
券
㈱

玉
田
弘
文

㈾
北
見
商
店北

見
ま
さ
ゑ

㈱
プ
レ
ナ
ス塩

井
辰
男

代
表
取
締
役

社

長
京

橋

㈱
大
澤
ロ
ー
ヤ
ル

代
表
取
締
役

大
澤
忠
政

㈱
ト
ミ
タ

会

長

富
田
正
一

清
水
建
設
㈱

取
締
役
社
長

井
上
和
幸

㈱
小
松
ス
ト
ア
ー

代
表
取
締
役

小
坂
　
敬

㈱
ギ
ン
ザ
の
サ
ヱ
グ
サ

代
表
取
締
役

社

長

三
枝
　
亮

㈱
木
村
商
店

代
表
取
締
役

木
村
暖
子

銀

座

新

橋

2口

㈶ 

答
礼
会

理

事

長

徳

永

　

将
2口

崇
敬
者（
氏
子
外
）

㈱
新
橋
玉
木
屋

代
表
取
締
役

田
巻
恭
子

㈱
銀
座
ナ
イ
ン

代
表
取
締
役

会

長

柴
田
孝
則

㈱
銀
座
木
村
家

代
表
取
締
役

木
村
美
貴
子

正
金
商
事
㈱

代
表
取
締
役

蛯
原
宗
久

銀
座
吉
田
㈱

代
表
取
締
役

吉
田
民
雄

富
士
産
業
㈱

代
表
取
締
役

中
村
勝
彦

銀
座
越
後
屋永

井
甚
右
衛
門

執

行

役

員

三
越
銀
座
店
長

㈱
三
越
伊
勢
丹山

下
卓
也
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令
和
三
年
一
月
六
日（
水
）の
午
後

二
時
に
奉
納
書
初
展
感
謝
奉
告
祭
を

神
職
の
み
で
執
り
行
い
、
書
初
展
奉

納
作
品
を
一
月
十
五
日（
金
）迄
境
内

に
展
示
し
ま
し
た
。

　
今
年
の
宮
司
賞
は
大
妻
中
学
校

鈴
木
ゆ
り
子
さ
ん
が
、
氏
子
崇
敬
会
長

賞
は
和
洋
九
段
女
子
中
学
校
の
鈴
木

愛
美
さ
ん
が
其
々
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

　
尚
、
今
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
拡
大
防
止
の
た
め
、
山
王
奉

書
会
は
中
止
致
し
ま
し
た
。

第
五
十
七
回

　　
　
奉
納
書
初
展

第
五
十
七
回
　
山
王
奉
書
会 

 

表
彰
者
芳
名
〈
順
不
同
〉

宮
司
賞

　

大
妻
中
学
校 

三
年

 

鈴
木
ゆ
り
子 

殿

氏
子
崇
敬
会
長
賞

　

和
洋
九
段
女
子
中
学
校 

三
年

 

鈴
木　

愛
美 

殿 

秀
　
作

　

番
町
小
学
校
五
年

 
小
玉　

凛
音 

殿

　

お
茶
の
水
小
学
校
四
年

 

田
近　

千
翔 

殿

　

富
士
見
小
学
校
五
年

 

内
山　

諄
香 
殿

　

昌
平
小
学
校
六
年

 

田
中　

彩
葉 

殿

　

千
代
田
小
学
校
六
年

 

林　
　

大
雅 

殿

　

月
島
第
三
小
学
校
六
年

 

中
務　

利
祈 

殿

　

九
段
中
等
教
育
学
校
一
年

 

五
十
嵐
奈
桜 

殿

　

九
段
中
等
教
育
学
校
二
年

 

青
葉　

菫
珠 

殿

　

麹
町
中
学
校
二
年

 

亀
山　

未
来 

殿

　

山
脇
学
園
中
学
校
一
年

 

一
色　

優
希 

殿

　

こ
の
度
は
宮
司
賞
に
選
ん
で
頂
き

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
昨
年
か

ら
続
く
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
拡
大
に
よ
り
、
十
分
に
部
活
動

の
練
習
が
で
き
な
い
中
、
こ
の
よ
う

な
賞
を
頂
け
て
驚
き
と
共
に
大
変
嬉

し
く
思
い
ま
す
。

　

私
が
今
回
こ
の
書
初
展
に
出
展
す

る
に
あ
た
っ
て
何
の
字
を
書
こ
う
か

悩
ん
で
い
た
時
に
、「
春
物
自
清
美
」

と
い
う
字
を
見
て
、
と
て
も
綺
麗
な

言
葉
だ
な
と
思
い
、
こ
れ
を
書
こ
う

と
決
め
ま
し
た
。「
春
物
自
清
美
」
と

い
う
言
葉
に
は
「
春
に
於
け
る
物
は

自
然
に
清
く
美
し
い
」
と
い
う
意
味

が
あ
る
そ
う
で
す
。
今
、
世
の
中
で

は
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
流
行
し
、
暗

い
気
持
ち
に
な
り
が
ち
で
す
が
、
こ

の
世
の
中
に
も
春
が
来
て
早
く
明
る

い
気
持
ち
に
な
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

ほ
し
い
で
す
。

　

今
回
、
直
接
日
枝
神
社
に
伺
っ
て

自
分
の
作
品
や
部
活
動
の
仲
間
達
の

作
品
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

の
は
残
念
で
す
が
、昔
か
ら
よ
く
行
っ

て
い
た
日
枝
神
社
の
宮
司
賞
を
頂
け

た
こ
と
は
大
変
嬉
し
く
、
得
意
な
こ

と
を
認
め
ら
れ
た
様
な
気
持
ち
に
な

り
ま
し
た
、
し
か
し
、
自
分
の
作
品

に
は
ま
だ
ま
だ
沢
山
の
課
題
が
あ
る

事
に
も
気
付
き
、
こ
の
賞
を
頂
い
た

こ
と
を
励
み
に
し
、
こ
れ
か
ら
も
練

習
に
精
進
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

来
年
こ
そ
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
が
終
息
し
、
日
枝
神
社
の
奉
納
書

初
展
が
多
く
の
人
々
で
に
ぎ
わ
う
よ

う
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
度
は
、
第
五
十
七
回
日
枝
神

社
奉
納
書
初
展
に
お
い
て
、
氏
子
崇

敬
会
長
賞
に
選
ん
で
い
た
だ
き
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
小
学
一
年

生
の
時
か
ら
書
道
を
始
め
、
色
々
な

大
会
に
出
展
し
て
き
ま
し
た
が
、
こ

こ
ま
で
の
賞
を
い
た
だ
い
た
の
は
初

め
て
で
、
と
て
も
驚
い
て
い
ま
す
。

　

中
学
二
年
生
の
時
に
、
山
王
奉
書

会
に
行
き
、
賞
を
取
っ
た
先
輩
の
作

品
を
見
て
、
と
て
も
凄
い
と
感
じ
ま

し
た
。
今
回
、
そ
の
先
輩
と
同
じ
賞

を
取
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
、
書
道

を
続
け
て
き
て
本
当
に
良
か
っ
た
と

思
い
ま
し
た
。

　

今
回
、
私
が
選
ん
だ
書
は
「
生
命

の
尊
厳
」
で
す
。
限
ら
れ
た
大
き
さ

の
紙
の
中
に
「
生
命
の
尊
厳
」
と
い

う
五
文
字
を
収
め
る
た
め
に
、
大
き

さ
や
先
生
に
指
導
さ
れ
た
箇
所
に
気

を
つ
け
な
が
ら
書
き
ま
し
た
。　
　

　

具
体
的
に
は
、「
生
」
は
画
数
が

少
な
い
の
で
、
バ
ラ
ン
ス
に
気
を
つ

け
ま
し
た
。
ま
た
、「
厳
」
の
中
の

部
分
は
狭
い
た
め
、
と
め
、
は
ら
い

の
基
本
や
間
隔
に
留
意
し
て
書
き
ま

し
た
。
そ
し
て
、
書
は
一
枚
、
一
枚

違
い
、
同
じ
書
は
な
い
と
い
う
意
識

を
持
っ
て
、
こ
の
書
に
臨
ん
だ
の
で
、

良
い
緊
張
感
の
中
で
、
一
字
、
一
字

丁
寧
に
書
く
こ
と
を
心
掛
け
る
こ
と

が
出
来
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
を
受

け
、
部
活
動
の
時
間
が
例
年
よ
り
も

少
な
い
状
況
で
し
た
が
、
自
分
が
納

得
出
来
る
「
一
枚
」
を
仕
上
げ
る
こ

と
が
出
来
ま
し
た
。

　

今
日
ま
で
書
道
を
続
け
る
こ
と
が

出
来
た
の
は
、
い
つ
も
熱
心
に
指
導
し

て
く
だ
さ
る
先
生
方
、
応
援
し
て
く

れ
る
友
達
や
家
族
の
お
か
げ
で
す
。
こ

れ
か
ら
も
、
自
分
の
書
を
見
て
く
だ

さ
っ
た
方
々
に
感
動
を
与
え
ら
れ
る

よ
う
に
書
に
励
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

宮
司
賞
を
い
た
だ
い
て

 

大
妻
中
学
校
三
年　

鈴
木
　
ゆ
り
子
　

氏
子
崇
敬
会
長
賞
を
い
た
だ
い
て

 

和
洋
九
段
女
子
中
学
校
三
年　

鈴
木
　
愛
美
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昭
和
五
十
四
年
六
月
に
氏
子
各
町
の
総

意
の
下
、
国
宝
・
重
要
文
化
財
指
定
の
刀

剣
を
始
め
と
し
た
宝
物
を
収
蔵
・
展
示
す

る
宝
物
殿
が
建
立
さ
れ
、
現
在
に
至
る
ま

で
数
多
の
参
拝
者
が
訪
れ
て
い
ま
す
。

　

江
戸
城
内
に
鎮
座
し
、
徳
川
幕
府
の
産

土
神
と
さ
れ
た
性
格
上
、
歴
代
の
将
軍
か

ら
奉
納
さ
れ
た
刀
剣
が
主
な
宝
物
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

現
在
保
存
さ
れ
て
い
る
の
は
三
十
一
口

で
、
そ
の
内
、
国
宝
一
口
・
重
要
文
化
財

十
四
口
・
重
要
美
術
品
一
口
を
数
え
ま
す
。

他
に
も
、
山
王
祭
ゆ
か
り
の
山
車
人
形
や

獅
子
頭
、
徳
川
家
康
公
の
朱
印
状
等
が
展

示
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
お
参
り
の
際
に

は
是
非
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

日
枝
神
社
宝
物
殿

午
前
10
時
か
ら
午
後
4
時
迄

（
火
・
金
休
館
日 

＊
神
社
行
事
等
に
よ
り
、

臨
時
に
休
館
日
を
設
け
る
事
が
ご
ざ
い
ま
す
。）

二
ケ
月
に
一
度
展
示
刀
剣
の
入
替
を

行
い
ま
す
。

開
館
時
間

宝
物
殿
紹
介

徳川家康公朱印状

徳川家光公朱印状

国宝　太刀　銘　則宗　附糸巻太刀拵

獅子頭
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日
本
橋
茅
場
町
に
鎮
座
す
る
摂
社
日
枝
神

社
は
、
山
王
御お
た
び
し
ょ

旅
所
と
も
呼
ば
れ
、
二
年
に

一
度
の
神
幸
祭
の
際
に
は
、
永
田
町
の
本
社

か
ら
氏
子
区
域
を
巡
幸
し
て
来
た
鳳
輦
と
神

輿
が
社
殿
前
に
奉
安
さ
れ
神
事
が
行
わ
れ
ま

す
。
そ
の
歴
史
は
さ
か
の
ぼ
っ
て
四
百
年
以

上
前
の
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）、
徳
川
家

康
公
が
江
戸
城
に
入
城
し
、
日
枝
大
神
を
崇

敬
さ
れ
て
以
来
、
御
旅
所
の
あ
る
「
八
丁
堀

北
嶋
（
鎧
島
）
祓
所
」
ま
で
神
輿
が
船
で
神

幸
さ
れ
た
こ
と
に
は
じ
ま
り
ま
す
。

 

「
摂
社
祭
」
は
神
幸
祭
が
行
わ
れ
な
い
所
謂

「
陰か
げ

の
年
」
に
斎
行
さ
れ
ま
す
。
か
つ
て
明
治

十
八
年
三
月
十
二
日
に
近
隣
の
坂
本
町
か
ら

の
出
火
に
よ
り
、
御
旅
所
は

類
焼
し
ま
し
た
。
し
か
し
同

年
六
月
十
三
日
御
旅
所
の
仮

本
殿
を
築
い
て
遷
座
祭
が
行

わ
れ
た
こ
と
に
因
み
、
現
在

も
隔
年
で
六
月
十
三
日
前
後

に
、
厳
か
な
雰
囲
気
の
中
で

執
り
行
わ
れ
る
神
事
に
、
神

楽
舞
や
お
囃
子
が
華
を
添
え

ま
す
。
本
年
は
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止

の
観
点
よ
り
、
残
念
な
が
ら

「
摂
社
祭
」
に
御
参
列
を
賜

る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
が
、

是
非
摂
社
日
枝
神
社
に
お
参

り
い
た
だ
き
、
江
戸
よ
り
伝

わ
る
「
御
旅
所
」
の
空
気
を

味
わ
い
下
さ
い
。

摂
社
祭
六
月
十
一
日
十
一
時

山
王
祭  

祭
事
の
ご
紹
介
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武
蔵
大
学
教
授  　

福
原
敏
男

疫
病
と
広
重
画
「
両
国
花
火
」

寄 

稿

　

大
川
端
（
隅
田
川
下
流
の
右
岸
）
両
国

の
花
火
は
、
旧
暦
五
月
二
十
八
日
か
ら
八

月
二
十
八
日
ま
で
の
、
三
カ
月
間
に
わ
た

る
川
開
き
に
打
ち
上
げ
ら
れ
た
。

「
一
両
が
花
火
間
も
な
き
光
か
な
」（
宝

井
其
角
）
と
詠
ま
れ
た
よ
う
に
、
手
の
込

ん
だ
花
火
は
高
価
な
も
の
で
あ
り
、
玉
屋

と
鍵
屋
を
支
え
る
ス
ポ
ン
サ
ー
の
多
く

は
、
近
く
の
料
亭
や
屋
形
船
を
貸
し
切
る

よ
う
な
大お

お
だ
な店

の
旦
那
衆
で
あ
っ
た
。

　

花
火
の
錦
絵
の
多
く
は
、
両
国
の
楽
し

げ
な
夜
を
讃
え
る
よ
う
な
作
品
で
あ
り
、

実
際
に
は
行
灯
な
ど
に
照
ら
さ
れ
た
薄
暗

い
空
間
で
あ
っ
て
も
、
画
面
全
体
は
明
る

く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
図
１
橋

本
貞
秀
画
「
東
都
両
国
ば
し
夏
景
色
」
に

は
両
国
橋
の
大
混
雑
が
描
か
れ
、「
千
人

が
手
を
欄
干
や
橋
す
ず
み
」（
其
角
）
の

句
を
思
わ
せ
る
。
ま
た
川
面
に
櫛
比
す
る

納
涼
の
船
遊
山
も
圧
倒
的
で
あ
る
。

　

一
方
、
図
２
歌
川
（
安
藤
）
広
重
に
よ

る
四
季
名
所
絵
の
連
作
「
名
所
江
戸
百

景
」
の
な
か
で
も
著
名
な
「
両
国
花
火
」

は
、
ど
こ
か
も
の
静
か
で
あ
る
（
三
六
・
〇

×
二
四
・
四
㎝
、
以
下
、
本
作
と
表
す
）。

　

構
図
は
大
川
西
岸
の
柳
橋
か
ら
南
東
方

向
を
望
む
風
景
で
あ
る
。
花
火
に
照
ら
し

出
さ
れ
た
川
面
に
は
屋
根
船
、
猪
牙
船
、

煮
売
船
の
灯
り
が
わ
ず
か
に
描
か
れ
、
一

艘
の
み
の
屋
形
船
の
灯
り
も
寂
し
げ
に
浮

か
ぶ
。
ほ
の
か
に
現
れ
る
両
国
橋
上
や
、

東
岸
川
端
の
町
並
み
に
灯
り
は
見
え
ず
、

例
年
に
は
通
人
た
ち
が
集
う
は
ず
の
料
亭

や
出
茶
屋
は
店
仕
舞
い
の
様
子
で
あ
る
。

夜
空
に
大
き
く
弾
け
る
花
火
玉
の
華
や
か

さ
に
対
し
て
、
人
の
世
界
は
寂
寞
と
し
た

コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
な
し
て
い
る
。

 

「
名
所
江
戸
百
景
」
は
全
体
的
に
画
面
が

静
謐
で
あ
る
が
、
本
作
は
特
に
独
自
の
印

象
を
湛
え
て
い
る
。
華
や
か
な
景
色
を
描

く
は
ず
の
錦
絵
に
お
い
て
、
弧
を
描
き
落

ち
て
い
く
花
火
は
秋
の
気
配
を
漂
わ
せ
る

と
の
解
釈
も
あ
る
（
江
戸
東
京
博
物
館
「
隅

田
川　

江
戸
が
愛
し
た
風
景
」
展
図
録
、

二
〇
一
〇
年
）。

　

原は
ら
し信
田だ

実
氏
は
こ
の

連
作
を
、
安
政
二
年
大

地
震
か
ら
の
復
興
を
告

げ
る
「
報
道
画
」
で
あ

る
と
す
る
一
方
、
本
作

に
地
震
以
来
続
く
「
不

景
気
風
」
を
指
摘
す
る

（『
謎
解
き
広
重
「
江

戸
百
」』
集
英
社
新
書
、

二
〇
〇
七
）。

　

本
作
に
は
、
絵
双

紙
改
掛
（
町
名
主
）

に
よ
り
安
政
五
年

（
一
八
五
八
）
八
月
に

許
可
さ
れ
た
改
印
が
あ

り
、
こ
れ
ま
で
同
年
の

川
開
き
初
日
の
景
と
さ

れ
て
き
た
。
し
か
し
安

政
五
年
初
日
に
関
す
る

記
録
に
は
、「
両
国
橋

下
流
の
安
宅
の
御
船
蔵

ま
で
見
物
の
船
で
あ
ふ

れ
る
盛
況
ぶ
り
は
、
天

保
の
頃
に
劣
ら
な
い
」

（
広
瀬
六
左
衞
門
『
雑

記
抄
』）、
ま
た
「
夜
店

が
始
ま
り
、
賑
わ
っ
て

い
る
」（『
斎
藤
月
岑
日

　　　図 1　橋本貞秀画「東都両国ばし夏景色」　 © 国立国会図書館
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記
』）
と
も
記
さ
れ
、
本
作
の
印
象
と
は

大
き
く
異
な
る
。

　
「
安
政
五
年
」
は
江
戸
が
初
め
て
コ
レ

ラ
に
襲
わ
れ
た
年
で
も
あ
っ
た
。
同
年
、

長
崎
港
に
入
っ
た
米
国
船
員
よ
り
コ
レ

ラ
が
蔓
延
し
始
め
た
の
は
五
月
の
こ
と

で
、
こ
の
疫
病
は
ま
た
た
く
間
に
東
上

し
た
。
西
国
よ
り
コ
レ
ラ
に
関
す
る
情

報
が
届
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の

の
、
六
月
半
ば
の
江
戸
に
お
い
て
は
、

ま
だ
山
王
祭
が
催
さ
れ
る
ほ
ど
の
平
常

で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
七
月
に
入
る
と
江
戸
で
も
感

染
は
拡
大
し
、
六
日
に
は
将
軍
徳
川
家

定
が
三
十
五
歳
の
若
さ
で
死
去
す
る
と

い
う
出
来
事
が
あ
っ
た
（
死
因
は
持
病

の
脚
気
と
も
、
コ
レ
ラ
と
も
さ
れ
る
）。

　

こ
の
後
、
市
中
は
忌き

ぶ
く服

に
よ
る
鳴
物

停ち
ょ
う
じ止
と
な
り
、
特
に
七
月
後
半
か
ら
九

月
に
か
け
て
の
惨
状
は
目
を
覆
う
ほ
ど

で
あ
っ
た
よ
う
だ（『
武
江
年
表
』な
ど
）。

　

本
作
は
「
名
所
江
戸
百
景
」
の
「
秋

の
部
」
へ
分
類
さ
れ
て
お
り
、
上
記
よ

り
考
え
る
と
、
七
月
上
旬
の
花
火
を
描

い
た
蓋
然
性
が
高
か
ろ
う
。（
分
類
は
広

重
没
後
）

　

遡
る
こ
と
三
十
六
年
前
、
文
政
五
年

に
初
め
て
流
行
し
た
前
回
の
コ
レ
ラ
禍

は
西
国
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た

が
、
そ
の
当
時
満
二
十
五
歳
だ
っ
た
広

重
に
は
、
各
地
の
惨
状
が
深
く
記
憶
に

留
め
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。

　

連
作
の
完
成
も
間
近
だ
っ
た
晩
年
の

広
重
に
と
っ
て
、
花
火
は
そ
の
一
枚
と

し
て
欠
か
せ
な
い
画
題
で
あ
っ
た
。

　

輝
く
花
火
の
下
に
人
気
は
多
く
な

く
、
寂
寥
感
す
ら
漂
わ
せ
る
。
本
作
が
世

に
出
る
翌
八
月
の
時
点
で
は
、
コ
レ
ラ
が

拡
大
す
る
こ
と
を
予
想
し
た
上
で
、
江

戸
が
コ
レ
ラ
に
呑
み
込
ま
れ
る
不
気
味

な
兆
し
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
し
て

い
る
（
同
年
九
月
六
日
に
没
し
た
広
重

の
死
因
に
も
コ
レ
ラ
と
の
説
も
あ
る
）。

　

商
売
に
影
響
し
よ
う
と
も
店
々
を
休

業
し
、
疫
病
の
終
息
を
願
い
つ
つ
、
楽
し

み
の
風
物
詩
を
あ
き
ら
め
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
江
戸
の
人
び
と
の
心
持
ち
を
、

今
現
在
の
私
た
ち
な
ら
理
解
で
き
そ
う

で
あ
る
。

図２　歌川（安藤）広重「名所江戸百景」「両国花火」 © 国立国会図書館
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山
王
祭
事
暦

箸
感
謝
祭

八
月
四
日（
水
）十
時
半

敬
老
祭

九
月
二
十
日（
月
）十
四
時

山
王
祖
霊
祭

九
月
二
十
三
日（
木
）十
一
時

日
枝
神
社
新
嘗
祭

十
一
月
二
十
三
日（
火
）十
一
時

感
染
症
の
状
況
に
よ
り
、
中
止
若
し
く
は
神
職
の
み
で

行
う
可
能
性
が
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
、
緑
陰
朝
詣
り
と

ラ
ジ
オ
体
操
の
集
い
は
中
止
致
し
ま
す
。

何
卒
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

令
和
三
年
四
月
二
十
九
日（
土
）
に
御
神
米
づ
く
り

田
植
祭
を
執
り
行
い
ま
し
た
。

　

本
年
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の

た
め
、
神
職
の
み
で
祭
典
・
田
植
え
を
行
い
ま
し
た
。

御
神
米
づ
く
り  

田
植
祭
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