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お
祭
や
催
し
も
の

の
と
き
に
立
ち
並
ぶ

露
店
。
普
段
は
見
る

こ
と
の
な
い
色
と
り

ど
り
の
商
品
に
胸
が
浮
き
立
っ
た
こ
と
を
思

い
出
し
ま
す
。
こ
の
露
天
商
を
古
く
は

「 
香
具  
師 
」と
よ
ん
で
い
ま
し
た
。
長
倉
に
は

や 

し

そ
の
功
績
を
記
し
た
石
碑
が
残
っ
て
い
ま
す
。
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香
具
師
は
も
と
も
と
「 
香  
具 
」
つ
ま
り

こ
う 
ぐ

 
白 

び
ゃ
く

 
檀 
や 
麝  
香 
な
ど
の
香
道
具
、
あ
る
い
は
薬
品

だ
ん 

じ
ゃ 
こ
う

を
売
り
歩
く
商
人
を
指
し
た
、
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

戦
国
時
代
以
降
、
日
用
品
や
食
品
も
扱
う

よ
う
に
な
り
、
江
戸
時
代
に
は
露
店
、 
見  
世 

み 

せ

 
物  
興 

も
の 
こ
う 

行 
な
ど
を
行
な
う
商
業
形
態
が
一
般
的

ぎ
ょ
う

と
な
っ
た
よ
う
で
す
。
碑
文
に
は
、「
十
三

香
具
八
百
八
種
」
も
の
多
様
な
品
物
を
扱
っ

て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
表
現
は

香
具
師
の
商
売
を
言
い
表
す
と
き
の
決
ま
り

文
句
で
、
実
際
に
八
百
八
種
の
も
の
を
扱
っ

て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ほ
ど
多
種
多

様
の
も
の
を
扱
っ
た
と
い
う
意
味
で
す
。

　

現
在
よ
く
目
に
す
る
露
店
で
は
単
な
る

品
物
の
売
買
が
中
心
に
な
っ
て
い
ま
す

が
、
見
世
物
興
行
や
実
演
販
売
な
ど
、
客

を
楽
し
ま
せ
な
が
ら
商
売
を
す
る
や
り
方

が
香
具
師
の
特
徴
的
な
手
法
で
、
特
に

「 
啖  
呵 
」と
よ
ば
れ
る
口
上
が
往
時
の
香
具

た
ん 
か

師
の「
売
り
」で
し
た
。
独
特
な
口
調
で
の

説
明
や 
居  
合  
抜 
の
話
芸
に
聞
き
入
っ
て
い

い 
あ
い 
ぬ
き

る
う
ち
に
何
と
な
く
買
っ
て
し
ま
う
、
そ

の
日
常
に
は
な
い
楽
し
み
を
求
め
て
や
っ

て
く
る
人
が
多
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

江
戸
時
代
に
は
香
具
師
の
扱
う
品
物
の

多
様
さ
か
ら
、 
飴  
売 
り
や
、
曲
芸
な
ど
の

あ
め 
う

芸
能
者
集
団
か
ら
利
権
を
め
ぐ
っ
て
訴
え

ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
の

よ
う
な
訴
訟
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
江

戸
時
代
の
中
期
に
は
香
具
師
の
扱
う
十
三

種
に
つ
い
て
幕
府
か
ら
許
可
を
受
け
て
い

ま
す
。
そ
れ
に
は
居
合
抜
、 
軽  
業 
、 
小  
間 

か
る 
わ
ざ 

こ 

ま

 
物  
売 
、

も
の 
う
り 
覗 

の
ぞ
き 
見  
世  
物 
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い

み 

せ 
も
の

ま
す
。
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江
戸
時
代
の
後
半
か
ら
、
長
倉
・
野
田
・

金
井
の
三
地
区
の
香
具
商
人
が「 
天  
神  
講 
」

て
ん 
じ
ん 
こ
う

と
い
う
講
（
同
業
者
の
相
互
扶
助
お
よ
び

信
仰
の
組
織
）
を
結
成
し
、
菅
原
道
真
を

祀
っ
て
い
ま
し
た
。

　

長
倉
を
は
じ
め
と
す
る
近
隣
十
二
ヵ
村

の
総
社
が
こ
の
天
満
宮
だ
っ
た
こ
と
か
ら

「
天
神
講
」
と
称
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

年
に
一
回
の
天
神
講
の
会
合
が
八
十
八
回

開
か
れ
た
と
い
う
碑
文
の
文
言
か
ら
す
れ

ば
、
天
保
六（
一
八
三
五
）年
頃
に
始
ま
っ

た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
碑
は
、
香
具
師
の
仲
間
の
功
績
を

記
念
し
て
、
長
倉
の
香
具
師
が
中
心
と

な
っ
て
大
正
十
二
年
に
建
て
た
も
の
で

す
。
石
碑
の
裏
面
に
は
建
碑
に
関
わ
っ
た

七
十
四
名
の
氏
名
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す

が
、そ
の
う
ち
十
一
名
に
は「
野
口
」「
下
伊

勢
畑
」「
茂
木
町
」等
の
地
名
が
記
さ
れ
て

お
り
、
彼
ら
が
そ
の
地
の
香
具
師
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
ま
す
。
他
の
六
十
三
名
に
は

地
名
が
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
一
部
の
人
名

か
ら
天
満
宮
の
氏
子
で
あ
っ
た
人
々
と
推

測
で
き
ま
す
。
肩
書
き
は
記
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
が
長
倉
銀
行
頭
取
や
医
師
、
実
業
家

の
名
前
も
見
え
、
地
元
の
顔
役
的
な
人
物

が
関
わ
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
ま
た
女
性

と
わ
か
る
名
前
も
七
名
入
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
れ
ら
の

人
物
を
募
っ
た
の
か
、
詳
し
い
経
緯
は
現

在
で
は
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
祭
礼
や
縁
日
の
夜
店
を
支
え
て

い
る
の
は
「
露
店
屋
」
と
呼
ば
れ
る
人
々

で
す
。
地
域
ご
と
に
あ
る
街
商
組
合
に
所

属
し
、
出
店
の
際
は
そ
の
地
の
世
話
人
に

申
し
込
む
と
い
う
手
続
き
を
踏
み
ま
す
。

四
十
年
ほ
ど
前
に
は
市
内
に
も
た
く
さ
ん

の
露
店
屋
が
存
在
し
て
い
ま
し
た
が
、
現

在
で
は
二
、
三
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と

い
い
ま
す
。
主
と
し
て
寺
社
の
縁
日
や
門

前
市
に
出
店
す
る「
高
市
」（
タ
カ
マ
チ
）が

 
業 
の
場
で
、
当
時
は
ど
の
寺
社
も
定
期
的

な
り
わ
い

に
市
の
日
が
あ
り
、
連
日
ど
こ
か
し
ら
に

露
店
が
出
て
い
て
、
多
い
と
き
は
二
ヶ
月

連
続
で
営
業
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
そ
う
で

す
。
祭
り
の
日
が
週
末
に
集
中
し
て
し
ま

う
現
在
よ
り
も
香
具
師
の
活
躍
の
場
は
大

き
か
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

（
歴
史
民
俗
資
料
館
）
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▲長倉天満宮境内にある「長倉 香  具 
こう ぐ

 商 
しょう

 之  碑 」
の ひ

▲天満宮境内、右手前に建つのがその碑




