
新
春
の
ノ
ベ
ル
テ
ィ
に
お
け
る
福
祥
の
イ
メ
ー
ジ

─
岩
沼
で
配
布
さ
れ
た
正
月
用
引
札
─

小
田
島
　
建
　
己

正
月
用
引
札
と
は

宣
伝
広
告
の
媒
体
と
し
て
印
刷
・
配
布
さ
れ
て
い
た
引
札
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

引
札
と
い
う
語
は
、
一
説
に
は
、「
客
を
引
く
札
」
に
由
来
し
、
ま
た
一
説
に
は
、

「
客
に
配
る
（
引
く
）
札
」
に
由
来
す
る
と
い
う
［
増
田
　
二
〇
一
〇
年
、
一
六
頁

／
樋
口
・
佐
藤
　
二
〇
一
〇
年
、
四
一
〜
四
二
頁
］。
客
に
配
り
、
客
を
引
く
札
と

し
て
の
引
札
の
嚆
矢
と
し
て
、
天
和
三
（
一
六
八
三
）
年
に
呉
服
商
の
三
井
越
後

屋
（
後
の
三
越
百
貨
店
）
が
配
布
し
た
「
配
札
」
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

と
き
配
布
さ
れ
た
札
（
広
告
）
に
は
「
現
金
安
売
無
掛
値
」
と
い
う
文
言
が
記
さ

れ
て
い
た
と
い
う
［
加
藤
　
一
九
九
九
年
、
三
三
頁
／
樋
口
・
佐
藤
　
二
〇
一
〇

年
、
四
二
頁
］。
節
季
ご
と
に
代
金
を
勘
定
す
る
掛
売
り
が
一
般
的
で
あ
っ
た
時
代

に
、
掛
売
買
に
よ
り
生
じ
る
掛
値
を
廃
し
た
現
金
売
買
を
広
告
す
る
こ
と
が
、
引

札
の
祖
の
意
図
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
掛
値
な
し
の
現
金
売
買
と
い
う
新
商
法
を

宣
伝
し
、
そ
の
開
始
を
宣
言
す
る
広
告
が
、
引
札
の
始
祖
だ
と
言
え
る
。

こ
う
し
た
札
と
は
別
に
、
縁
起
の
良
い
事
物
や
、
目
新
し
い
事
物
を
画
題
と
し

た
引
札
で
、
今
日
で
は
「
正
月
用
引
札
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
正
月

用
引
札
は
、
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
、
地
域
の
商
店
（
小
売
店
）
が
、
年
末
に

お
け
る
掛
売
買
の
代
金
回
収
や
、年
始
に
お
け
る
挨
拶
回
り
の
際
に
、得
意
先
（
顧

客
）
に
配
布
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
画
題
に
は
正
月
ら
し
く
福
々

し
い
図
像
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
引
札
そ
の
も
の
が
め
で
た
さ
を
演
出
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
華
美
で
鑑
賞
を
目
的
と
す
る
正
月
用
引

札
と
、
越
後
屋
が
配
布
し
た
よ
う
な
宣
伝
に
限
定
さ
れ
た
引
札
と
の
連
続
性
を
疑

問
視
す
る
見
解
も
あ
る
［
加
藤
　
一
九
九
九
年
、
三
四
〜
三
五
頁
］。
た
し
か
に
、

両
者
は
顧
客
（
あ
る
い
は
顧
客
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
人
々
）
に
配
付
す
る

チ
ラ
シ
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
も
の
の
、
前
者
が
具
体
的
な
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
一
方
、
後
者
は
抽
象
的
な
祝
意
を
表
す
も
の
で
あ

る
。
と
は
い
え
、
た
と
い
抽
象
的
な
祝
意
の
み
を
共
示
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
す
る
引

札
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
配
付
先
で
あ
る
顧
客
が
配
付
元
で
あ
る
商
店
を
継
続
し
て

利
用
す
る
こ
と
へ
の
期
待
が
包
含
さ
れ
、
配
付
さ
れ
た
こ
と
は
自
明
で
あ
ろ
う
。

こ
の
意
味
で
は
、
購
買
を
プ
ロ
モ
ー
ト
す
る
広
告
と
い
う
側
面
を
正
月
用
引
札
か

ら
完
全
に
払
拭
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

と
こ
ろ
で
、旧
暦
で
は
、三
〇
日
あ
る
大
の
月
と
二
九
日
の
小
の
月
が
年
に
よ
っ

て
変
わ
る
こ
と
に
な
る
。
正
月
用
引
札
に
は
そ
の
年
の
大
小
の
月
を
示
す
略
暦
が

合
わ
せ
て
印
刷
さ
れ
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
江
戸
時
代
に
は
暦
師
と
呼
ば

一

新
春
の
ノ
ベ
ル
テ
ィ
に
お
け
る
福
祥
の
イ
メ
ー
ジ
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れ
る
専
門
の
業
者
が
略
暦
の
印
刷
・
発
行
も
独
占
し
て
お
り
、
明
治
維
新
後
も
し

ば
ら
く
の
間
は
独
占
が
継
続
し
て
い
た
も
の
の
、
明
治
一
六
（
一
八
八
三
）
年
以

降
に
は
略
暦
の
印
刷
・
発
行
が
自
由
化
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
略
暦
を
印
刷
し
た
引

札
も
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
［
中
谷
　
二
〇
〇
八
年
、
三
四
〜
三
六
頁
］。

と
は
い
え
、
正
月
用
引
札
の
画
中
に
メ
イ
ン
の
図
像
の
邪
魔
に
な
ら
な
い
よ
う
に

縮
小
さ
れ
た
サ
イ
ズ
で
挿
入
し
て
あ
る
略
暦
の
実
用
性
に
は
、
自
ず
と
限
界
が
生

じ
る
も
の
で
も
あ
る
［
中
谷
　
二
〇
〇
八
年
、
三
七
頁
］。
し
か
し
な
が
ら
、
そ

れ
で
も
な
お
略
暦
が
刷
ら
れ
た
正
月
用
引
札
は
重
宝
が
ら
れ
た
こ
と
も
伝
え
ら
れ

て
い
る
［
三
好
　
二
〇
一
〇
年
、
六
一
頁
］。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
正
月
ら
し
い
理

想
的
な
福
祥
の
図
像
の
み
で
は
な
く
、
年
始
以
降
に
必
要
と
さ
れ
る
現
実
的
な
機

能
を
も
引
札
に
兼
ね
備
え
さ
せ
よ
う
と
し
た
意
図
を
、
こ
う
し
た
略
暦
の
印
刷
に

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
機
能
性
を
持
た
せ
る
こ
と
に
よ

り
、
福
々
し
い
引
札
の
掲
示
を
正
月
の
み
の
一
時
で
は
な
く
、
年
内
一
杯
継
続
さ

せ
よ
う
と
す
る
思
惑
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
す
な
わ
ち
広
告
の

持
続
を
期
待
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
正
月
用
引
札
の
意
義
を
、
現
在
の
宮
城
県
岩
沼
市
内
の

商
店
が
配
布
し
て
い
た
正
月
用
引
札
を
材
料
に
し
て
、
確
認
し
た
い
。
本
稿
で
扱

う
引
札
は
、
伊
藤
和
雄
氏
が
所
有
す
る
も
の
で
、
現
在
は
岩
沼
市
民
図
書
館
内
の

ふ
る
さ
と
展
示
室
に
お
い
て
保
管
さ
れ
て
い
る
。
伊
藤
氏
の
生
家
は
近
世
期
に
塩

や
藍
の
販
売
を
手
掛
け
た
岩
沼
の
旧
家
で
あ
り
、
近
世
・
近
代
の
文
書
が
多
数
残

さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
本
稿
で
扱
う
引
札
も
、
伊
藤
家
に
残
さ
れ
て
い
た
も

の
を
、
和
雄
氏
の
母
で
あ
る
伊
藤
礼
子
氏
が
生
前
に
整
理
し
て
保
管
し
て
お
い
た

も
の
だ
と
思
わ
れ
る
一 

。
礼
子
氏
は
、
宮
城
県
の
南
部
に
位
置
す
る
山
元
町
の
出

身
で
、
同
町
の
資
料
館
に
勤
務
し
、
退
職
後
は
岩
沼
市
の
文
化
財
保
護
委
員
を
務

め
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
引
札
に
つ
い
て
も
、
歴
史
的
文
化
的
資
料
と
し
て
の
価

値
に
鑑
み
て
、
そ
の
整
理
・
保
管
を
行
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
本
稿
で

紹
介
す
る
三
〇
点
ほ
ど
の
引
札
は
全
て
良
好
な
状
態
の
ま
ま
現
在
ま
で
保
管
さ
れ

て
い
る
二
。

岩
沼
の
正
月
用
引
札

岩
沼
市
は
、
仙
台
市
か
ら
南
へ
二
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
あ
る
、

人
口
四
万
人
ほ
ど
の
市
で
あ
る
。
市
の
中
心
部
に
は
、「
日
本
三
稲
荷
」
の
一
つ

と
し
て
現
在
も
周
辺
各
地
か
ら
多
く
の
参
詣
者
を
集
め
る
竹
駒
神
社
が
あ
る
。
奥

州
街
道
と
江
戸
浜
街
道
が
交
わ
る
地
で
、交
通
の
要
衝
と
し
て
の
側
面
も
あ
っ
た
。

近
世
期
に
は
、
岩
沼
は
要
地
と
し
て
要
害
が
置
か
れ
た
地
で
あ
る
。
ま
た
、
二
〇

年
と
短
い
期
間
で
は
あ
る
が
、
仙
台
藩
の
内
分
大
名
と
し
て
三
万
石
を
与
え
ら
れ

た
田
村
氏
が
岩
沼
を
拝
領
し
た
こ
と
で
、
い
わ
ゆ
る
岩
沼
藩
が
あ
っ
た
時
代
も
あ

る
。
岩
沼
は
門
前
町
、
宿
場
町
、
城
下
町
と
し
て
発
展
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
な

お
、
明
治
二
一
（
一
八
八
九
）
年
に
誕
生
し
た
岩
沼
町
は
、
隣
接
す
る
玉
浦
村
・

千
貫
村
と
昭
和
三
〇
（
一
九
五
五
）
年
に
合
併
し
て
新
た
な
岩
沼
町
と
な
り
、
そ

の
後
、
昭
和
四
六
（
一
九
七
一
）
年
に
は
岩
沼
市
と
な
っ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

さ
て
、
本
稿
で
考
察
す
る
正
月
用
引
札
で
最
も
古
い
も
の
は
図
版
１
の
明
治

三
六
（
一
九
〇
三
）
年
の
略
暦
が
印
刷
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
明
治
三
六
年
の

略
暦
が
印
刷
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
は
明
治
三
五
（
一
九
〇
二
）

年
に
印
刷
・
発
行
さ
れ
た
と
察
せ
ら
れ
る
。
広
告
主
は
渡
清
書
店
で
、
所
在
地

は
「
岩
沼
町
学
校
角
」
と
な
っ
て
い
る
。
時
は
少
し
前
後
す
る
が
、
大
正
五

二
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（
一
九
一
六
）
年
に
発
行
さ
れ
た
『
最
新
岩
沼
町
全
図
』
を
み
る
と
、
岩
沼
小
学

校
の
東
に
通
る
旧
奥
州
街
道
を
少
し
南
に
行
っ
た
東
側
に
「
渡
邉
清
吉
」
の
名

が
み
え
る
（〈
図
〉
参
照
）。
確
証
は
な
い
が
、
こ
こ
が
渡
清
書
店
で
あ
ろ
う
か

と
も
思
わ
れ
る
。
な
お
、
小
学
校
の
南
東
角
に
は
郵
便
局
が
あ
っ
た
。
岩
沼
で

は
、
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
に
岩
沼
郵
便
御
用
取
扱
所
が
開
設
さ
れ
る
と
、
明

治
七
（
一
八
七
四
）
年
に
岩
沼
郵
便
役
所
に
改
め
ら
れ
た
［
吉
岡
　
二
〇
一
二

年
、
一
七
八
頁
］。
つ
い
で
、
明
治
八
（
一
八
七
五
）
年
に
は
岩
沼
四
等
郵
便
局

に
、
明
治
一
九
（
一
八
八
六
）
年
に
は
岩
沼
三
等
郵
便
局
へ
と
改
め
ら
れ
な
が

ら
、
岩
沼
町
内
の
郵
便
業
務
が
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
。
図
版
１
に
は
、
当
時
は
導

入
さ
れ
て
か
ら
三
〇
年
ほ
ど
が
経
過
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
、
こ
の
よ
う
な
郵
便

制
度
を
反
映
し
た
図
が
描
か
れ
て
い
る
。
郵
便
局
員
に
扮
し
た
二
人
の
天
使
が
郵

便
料
金
の
早
見
表
を
広
げ
て
お
り
、
画
面
上
部
に
描
か
れ
た
天
使
が
持
つ
手
紙
の

送
料
を
画
面
下
部
の
天
使
が
確
認
し
て
い
る
図
で
あ
る
。
早
見
表
に
は
明
治
二
六

（
一
八
九
三
）
年
か
ら
取
扱
い
が
始
め
ら
れ
た
小
包
郵
便
の
料
金
も
記
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
画
面
右
手
に
置
か
れ
た
郵
便
箱
に
は
、
郵
便
為
替
の
手
数
料
一
覧
も

記
載
さ
れ
て
い
る
。
略
歴
の
印
刷
と
と
も
に
、
引
札
に
機
能
性
を
付
与
す
る
試
み

が
企
図
さ
れ
た
図
だ
と
言
え
る
。

図
版
２
と
図
版
３
は
、
亘
理
屋
と
い
う
菓
子
屋
の
引
札
で
あ
る
。
亘
理
屋
に

つ
い
て
は
、
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
岩
沼
志
越
里
』
に

掲
載
さ
れ
た
広
告
に
も
、
そ
の
名
が
み
え
る
（〈
写
真
１
〉
参
照
）。
明
治
三
六

（
一
九
〇
三
）
年
の
略
歴
が
印
刷
さ
れ
た
図
版
２
に
は
仁
徳
天
皇
が
描
か
れ
て
い

る
が
、
図
版
３
の
図
像
は
だ
い
ぶ
趣
向
が
異
な
り
、
雪
景
色
の
中
に
揃
い
の
着
物

を
着
た
男
女
が
描
か
れ
て
い
る
。
図
版
３
の
人
物
の
装
い
は
当
時
の
世
相
を
反
映

し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
あ
り
、
芝
居
の
一
場
面
の
よ
う
で
も
あ
る
。
い
ず
れ

に
し
て
も
、
こ
れ
は
正
月
用
を
含
む
引
札
全
般
に
言
え
る
こ
と
で
は
あ
ろ
う
が
、

往
々
に
し
て
広
告
主
の
業
種
や
商
品
（
こ
の
引
札
で
は
「
御
菓
子
製
造
所
」
や
「
ま

ん
ぢ
う
」）
と
は
特
に
関
わ
り
が
な
い
よ
う
な
図
柄
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
図
版

３
に
つ
い
て
は
略
歴
が
印
刷
さ
れ
て
い
な
い
た
め
新
春
用
に
配
付
さ
れ
た
か
は
不

明
で
あ
る
が
、
図
版
２
の
仁
徳
天
皇
と
、
そ
の
頭
上
に
付
さ
れ
た
枠
内
に
記
載
さ

れ
て
い
る
「
高
き
や
に
／
登
り
て
み
れ
ば
／
烟
り
立
つ
／
民
の
か
ま
ど
は
／
賑
ひ

に
け
り
」
と
い
う
歌
が
、
新
春
を
祝
う
も
の
と
し
て
適
当
で
あ
る
と
採
択
さ
れ
た

こ
と
を
察
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
賑
わ
う
民
の
か
ま
ど
が
福
祥
の
イ
メ
ー
ジ
と

し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

図
版
４
か
ら
図
版
９
は
、
門
前
町
と
し
て
の
岩
沼
の
特
徴
を
示
す
も
の
で
、
こ

れ
ら
の
引
札
は
、「
竹
駒
神
社
献
膳
定
宿
」
で
あ
る
髙
松
旅
館
が
発
行
し
た
も
の

で
あ
る
。
年
代
が
わ
か
る
も
の
で
は
、
図
版
５
に
明
治
三
九
（
一
九
〇
六
）
年
の

略
暦
が
印
刷
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
で
扱
う
髙
松
旅
館
の
六
点
の
引
札
で
は
最
も
古

い
。
広
告
主
は
、図
版
４
、図
版
６
と
と
も
に
「
髙
橋
松
太
郎
」
と
な
っ
て
い
る
が
、

図
版
７
、図
版
８
、図
版
９
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、「
髙
松
旅
館
」
に
同
じ
で
あ
る
。

髙
松
旅
館
は
、
旧
奥
州
街
道
沿
い
に
あ
っ
た
旅
館
で
、
引
札
上
に
も
記
載
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
岩
沼
町
警
察
署
の
斜
向
い
に
あ
っ
た
（〈
図
〉
参
照
）。
図
版
４
お

よ
び
図
版
６
の
引
札
は
縦
長
の
形
態
で
、
と
も
に
、
二
人
の
女
性
を
メ
イ
ン
の
画

題
に
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
図
版
４
の
発
行
年
は
不
明
だ
が
、
図
版
６
に

つ
い
て
は
、
明
治
四
一
（
一
九
〇
八
）
年
の
略
暦
が
印
刷
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
前
年
の
明
治
四
〇
（
一
九
〇
七
）
年
に
発
行
さ
れ
、
そ
の
年
末
に
配
布
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

三

新
春
の
ノ
ベ
ル
テ
ィ
に
お
け
る
福
祥
の
イ
メ
ー
ジ

−56−



福
々
し
い
図
像
が
求
め
ら
れ
る
正
月
用
引
札
に
お
け
る
女
性
の
モ
チ
ー
フ
に
つ

い
て
、
当
時
の
世
相
に
照
ら
し
た
分
析
と
考
察
を
熊
倉
一
紗
が
し
て
い
る
。
熊
倉

に
よ
れ
ば
、
店
頭
に
配
置
さ
れ
た
盛
装
の
女
性
に
は
「
豊
か
な
消
費
生
活
と
い
う

理
想
」
が
、
洋
装
の
健
康
的
な
上
流
階
級
の
女
性
に
は
「
良
妻
賢
母
の
模
範
と
し

て
の
理
想
」
が
、
近
接
し
た
構
図
で
容
姿
が
強
調
さ
れ
た
女
性
に
は
「
外
貌
の
美

と
い
う
理
想
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
表
さ
れ
て
い
る
［
熊
倉
　
二
〇
一
一
年
、
二
一
〜

二
五
頁
］。
つ
ま
り
、
女
性
を
主
題
と
し
た
正
月
用
引
札
と
は
「
時
代
状
況
の
変

化
と
極
め
て
密
接
に
連
動
し
た
女
性
の
理
想
的
あ
り
方
、
言
い
換
え
れ
ば
、
女
性

に
と
っ
て
最
も
関
心
の
高
い
、
時
代
に
即
応
し
た
願
望
を
表
象
し
て
い
た
」
も
の

で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
、「
世
の
女
性
た
ち
が
将
来
の
実
現
を
願
う

幸
福
状
態
を
す
で
に
表
象
と
し
て
出
現
し
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
目
出
度
い
イ

メ
ー
ジ
」
な
の
で
あ
る
［
熊
倉
　
二
〇
一
一
年
、
二
五
頁
］。

図
版
４
、
図
版
６
と
も
に
和
装
の
女
性
が
一
人
は
座
し
、
も
う
一
人
は
傍
ら
に

立
つ
構
図
で
描
か
れ
て
い
る
。
図
版
４
に
は
花
を
生
け
る
女
性
が
、
図
版
６
に
は

茶
を
立
て
る
女
性
が
描
か
れ
、
両
者
と
も
に
、
裕
福
な
上
流
階
級
の
女
性
の
嗜
み
、

ま
た
、
良
妻
賢
母
ら
し
さ
が
表
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
図
版
６
に

は
、
朝
日
に
赤
く
染
ま
る
空
を
飛
ぶ
二
羽
の
鶴
が
画
面
上
部
に
、
そ
し
て
富
士
山

が
画
面
右
手
に
、
そ
れ
ぞ
れ
画
中
画
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
よ
り
正
月
ら
し
い

め
で
た
さ
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
両
者
に
は
、
広
告
主
文
で
あ
る
「
竹
駒

神
社
献
膳
定
宿
」
や
、
旅
館
の
位
置
を
示
す
「
陸
前
岩
沼
警
察
向
」（
図
版
６
で

は
「
陸
前
岩
沼
町
警
察
署
向
」）
や
「
後
に
四
方
四
角
の
か
し
の
木
あ
り
」
と
い
っ

た
文
言
が
、
衝
立
や
掛
軸
と
い
う
画
中
の
道
具
に
記
載
さ
れ
て
い
る
点
も
共
通
し

て
い
る
。
正
月
用
引
札
は
、
引
札
の
業
者
が
予
め
印
刷
し
た
札
に
、
各
地
の
印
刷

所
が
地
元
の
商
店
名
や
宣
伝
文
句
を
追
加
し
て
印
刷
し
た
も
の
で
あ
る
［
加
藤
　

一
九
九
九
年
、三
一
頁
／
樋
口
・
佐
藤
　
二
〇
一
〇
年
、六
一
頁
］。
し
た
が
っ
て
、

こ
う
し
た
印
刷
方
式
に
則
り
、
引
札
の
発
行
元
の
業
者
が
地
元
商
店
の
情
報
を
記

載
す
る
た
め
の
余
地
を
確
保
す
る
た
め
に
考
案
し
た
構
図
の
一
つ
だ
と
考
え
ら
れ

る
。
ち
な
み
に
、
本
稿
で
扱
っ
て
い
る
他
の
引
札
で
は
、
広
告
主
で
あ
る
商
店
の

情
報
は
シ
ン
プ
ル
な
余
白
に
印
刷
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
な
お
、
大
阪
の
古

島
竹
次
郎
（
古
島
商
店
）
が
大
手
の
引
札
業
者
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
［
加
藤
　

一
九
九
九
年
、
一
九
〜
二
〇
頁
］、
本
稿
で
扱
う
引
札
に
も
、
古
島
竹
次
郎
発
行

の
も
の
が
六
点
あ
る
（〈
表
〉
参
照
）
三
。

さ
て
、
図
版
７
も
、
古
島
竹
次
郎
が
発
行
し
た
髙
松
旅
館
の
引
札
で
あ
り
、
や

は
り
女
性
二
人
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
先
の
二
例
と
は
異
な
り
、
屋
外

の
、し
か
も
水
上
で
の
舟
遊
び
を
す
る
女
性
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、

良
妻
賢
母
と
い
う
規
範
性
で
は
な
く
、
よ
り
自
由
な
女
性
像
が
求
め
ら
れ
て
い
る

よ
う
で
も
あ
る
。
だ
が
、
描
か
れ
た
女
性
の
雅
や
か
な
身
形
や
振
舞
に
は
、
や
は

り
当
時
の
社
会
に
お
け
る
女
性
の
理
想
が
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。

図
版
５
は
同
じ
く
「
髙
橋
松
太
郎
」
を
広
告
主
と
す
る
引
札
で
あ
る
が
、
打
っ

て
変
っ
て
「
講
話
談
判
」
と
い
う
戦
争
に
関
わ
る
題
材
が
描
か
れ
て
い
る
。
画
中

の
略
暦
が
明
治
三
九
（
一
九
〇
六
）
年
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
引
札
は

明
治
三
八
（
一
九
〇
五
）
年
に
印
刷
さ
れ
た
も
の
と
推
察
で
き
る
。
日
露
戦
争
の

講
和
条
約
が
ポ
ー
ツ
マ
ス
で
締
結
さ
れ
た
の
が
明
治
三
八
年
九
月
五
日
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
こ
の
「
講
話
談
判
」
は
、
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
の
講
話
会
議
で
あ
ろ
う
と

考
え
ら
れ
る
。
世
界
地
図
が
置
か
れ
た
円
卓
を
五
人
の
男
性
が
囲
ん
で
い
る
が
、

画
面
左
手
に
立
つ
二
人
は
、画
面
右
手
の
椅
子
に
座
し
た
二
人
の
人
物
に
対
し
て
、

四
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平
身
低
頭
し
て
い
る
。
右
手
の
二
人
の
男
性
は
日
本
側
の
代
表
者
（
小
林
寿
太
郎

で
あ
ろ
う
か
）
で
、
左
手
の
二
人
が
ロ
シ
ア
側
の
代
表
者
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

画
面
奥
の
男
性
は
仲
介
の
ア
メ
リ
カ
を
代
表
す
る
人
物
で
あ
ろ
う
。
実
際
の
世
相

を
反
映
し
つ
つ
も
、
圧
倒
的
な
日
本
側
の
優
勢
が
強
調
さ
れ
、
理
想
も
反
映
し
た

図
像
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
ポ
ー
ツ
マ
ス
で
開
か
れ
た
講
和
会
議

を
描
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
画
面
の
背
景
に
は
、
港
町
で
あ
る
ポ
ー
ツ
マ
ス

ら
し
く
何
隻
か
の
軍
船
が
描
か
れ
て
い
る
他
に
、
富
士
山
ら
し
き
山
も
描
か
れ
て

お
り
、
正
月
用
引
札
と
し
て
の
福
祥
の
記
号
も
忘
れ
ず
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

正
月
用
引
札
に
お
け
る
日
清
・
日
露
戦
争
の
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
は
、
熊
倉
一

紗
が
、「
七
福
神
や
松
竹
梅
な
ど
が
描
か
れ
た
伝
統
的
な
吉
祥
イ
メ
ー
ジ
は
、
財

貨
の
獲
得
や
、
延
命
長
寿
と
い
っ
た
、
個
人
に
と
っ
て
の
理
想
的
状
態
を
表
象

し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
戦
争
イ
メ
ー
ジ
の
方
は
、
賠
償
金
の
獲
得
や
戦
争
の
勝

利
、
出
世
の
実
現
と
い
う
帝
国
主
義
的
で
、
富
国
強
兵
政
策
を
推
進
す
る
よ
う
な

国
家
に
と
っ
て
の
理
想
の
状
態
を
表
象
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
［
熊
倉
　

二
〇
〇
六
年
、
三
三
頁
］。
つ
ま
り
、「
国
家
を
担
う
国
民
＝
臣
民
の
理
想
的
状
態

を
表
象
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
春
の
祝
意
を
表
出
す
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
点

に
お
い
て
近
代
に
固
有
の
祝
寿
性
を
持
つ
イ
メ
ー
ジ
」
が
、
日
清
・
日
露
戦
争
を

主
題
に
描
い
た
正
月
用
引
札
な
の
で
あ
る
［
熊
倉
　
二
〇
〇
六
年
、
三
三
頁
］。

図
版
８
に
は
「
御
即
位
禮
當
日
祭
典
之
圖
」
と
、
図
版
９
に
は
「
御
即
位
大
典

之
圖
」
と
画
面
上
部
に
記
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
天
皇
の
即
位
の
礼
を
描
い

た
も
の
だ
と
わ
か
る
。
図
版
９
と
全
く
同
じ
図
の
引
札
が
も
う
一
枚
確
認
で
き
て

お
り
（
図
版
25
）、
そ
こ
に
は
大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
の
略
歴
も
印
刷
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
引
札
に
は
、
大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
に
行
わ
れ
た
大
正

天
皇
の
即
位
の
礼
が
描
か
れ
て
い
る
と
推
察
で
き
る
。
と
は
い
え
、
即
位
の
礼
は

一
一
月
一
〇
日
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
加
味
す
る
と
、
年
末
に
配
る
引
札
の
図

案
は
実
際
の
礼
に
先
立
っ
て
作
成
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、

ど
ち
ら
の
図
に
お
い
て
も
画
中
の
人
物
は
束
帯
や
十
二
単
を
着
し
て
描
か
れ
、
ま

た
、
即
位
の
礼
で
使
用
さ
れ
る
高
御
座
や
、
そ
の
数
日
後
に
行
わ
れ
る
大
嘗
祭
の

た
め
の
悠
紀
殿
と
主
基
殿
も
描
か
れ
る
な
ど
、
実
際
の
儀
礼
を
反
映
し
よ
う
と
す

る
意
図
が
表
れ
て
い
る
。
現
実
の
出
来
事
を
、
で
き
る
だ
け
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
反

映
し
よ
う
と
す
る
引
札
制
作
者
の
姿
勢
が
、
図
版
５
や
図
版
８
・
図
版
９
か
ら
窺

い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
図
版
４
か
ら
図
版
９
は
岩
沼
町
（
現
在
の
岩
沼
市
）
に
あ
っ
た
高

松
旅
館
の
引
札
で
あ
る
が
、
そ
の
ど
れ
も
が
、
岩
沼
町
警
察
署
を
旅
館
の
ラ
ン
ド

マ
ー
ク
と
し
て
記
載
し
て
い
る
。
ま
た
、
伊
藤
家
の
引
札
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
含

ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
引
札
は
岩
沼
町
内
で
（
岩
沼
町
内
で
も
）
配

布
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
一
般
的
に
旅
館
の
利
用
客
は
他
地
域
か

ら
来
訪
す
る
者
で
あ
り
、「
竹
駒
神
社
献
膳
定
宿
」
を
謳
う
髙
松
旅
館
の
メ
イ
ン

タ
ー
ゲ
ッ
ト
は
、
当
然
な
が
ら
竹
駒
神
社
へ
の
参
詣
客
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
警

察
署
や
「
か
し
の
木
」
と
い
っ
た
、
地
域
の
住
民
に
は
共
有
さ
れ
つ
つ
も
、
地
域

外
の
人
々
へ
の
有
用
性
に
は
疑
問
が
残
る
よ
う
な
情
報
を
敢
え
て
記
載
し
、
そ
し

て
地
元
で
も
配
布
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
引
札
に
、
新
規
の
客
を
獲
得
す
る
よ
う
な
広

告
と
し
て
の
狙
い
は
、あ
ま
り
意
識
し
て
設
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
は
思
え
な
い
。

む
し
ろ
、
継
続
し
て
印
刷
さ
れ
、
配
布
さ
れ
る
引
札
に
は
、
恒
例
の
も
の
と
し
て

馴
染
み
の
客
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。

さ
て
、
図
版
10
か
ら
図
版
12
は
、
や
は
り
旧
奥
州
街
道
沿
い
に
面
し
て
あ
っ
た

五

新
春
の
ノ
ベ
ル
テ
ィ
に
お
け
る
福
祥
の
イ
メ
ー
ジ

−54−



「
森
喜
」
の
引
札
で
あ
る
。
森
喜
は
、
先
ほ
ど
の
髙
松
旅
館
か
ら
二
〇
〇
メ
ー
ト

ル
ほ
ど
南
に
あ
る
（
現
在
は
二
木
大
通
り
と
呼
ば
れ
る
）
通
り
を
挟
ん
だ
南
側
に

あ
っ
た
（〈
図
〉
参
照
）。
森
喜
の
引
札
で
は
、
明
治
三
九
（
一
九
〇
六
）
年
、
明

治
四
一
（
一
九
〇
八
）
年
、明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
の
も
の
が
現
存
し
て
い
る
。

明
治
三
九
年
の
引
札
と
し
て
は
、
図
版
10
の
森
喜
の
も
の
の
他
に
、
図
版
５
の
髙

松
旅
館
の
も
の
、
図
版
13
の
阿
部
吉
太
郎
（
阿
部
吉
商
店
）
の
も
の
が
あ
る
。
図

版
５
は
、
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
日
露
戦
争
の
講
和
会
議
を
画
題
と
し
て
お
り
、

図
版
13
に
は
三
人
の
子
ど
も
（
内
一
人
は
赤
子
）
と
夫
婦
で
あ
ろ
う
男
女
の
肖
像

が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
明
治
三
九
年
の
略
歴
が
印
刷
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
前
年
の
明
治
三
八
（
一
九
〇
五
）
年
に
は
、
明
宮
嘉
仁
親
王
（
後
の
大
正
天
皇
）

の
第
三
皇
子
と
し
て
光
宮
（
後
に
高
松
宮
）
宣
仁
親
王
が
誕
生
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
こ
の
図
は
、
当
時
の
嘉
仁
親
王
一
家
を
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
図
像
に
は
、
戦
争
イ
メ
ー
ジ
と
同
様
の
国
威
発
揚
が
表
さ
れ
て
い
る
と

同
時
に
、
国
家
の
発
展
が
延
い
て
は
国
民
の
幸
福
だ
と
据
え
た
上
で
の
祝
意
が
込

め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
図
版
10
も
、
一
見
す
る
と
七
福
神
が
描
か
れ
た
ま

さ
に
正
月
ら
し
く
め
で
た
い
図
像
だ
と
捉
え
ら
れ
る
が
、
大
黒
天
の
衣
裳
を
含
め

画
面
の
其
処
此
処
に
み
ら
れ
る
日
章
旗
の
意
匠
や
、
軍
用
馬
を
髣
髴
さ
せ
る
猛
々

し
い
馬
や
、
そ
の
陰
で
布
袋
が
掲
げ
る
「
名
声
轟
四
海
」
と
書
か
れ
た
旗
な
ど
、

国
威
発
揚
の
趣
向
の
枠
組
み
に
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
り
、
や
は
り
時
代

性
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

図
版
11
に
は
、
図
版
４
・
図
版
６
の
よ
う
に
二
人
の
女
性
が
描
か
れ
て
お
り
、

そ
れ
ぞ
れ
が
華
道
と
茶
道
に
関
連
し
た
図
像
で
描
か
れ
て
い
る
。
富
裕
層
の
女
性

と
い
う
理
想
像
が
映
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
図
版

11
の
女
性
二
人
の
構
図
は
図
版
４
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
左
手
の
女
性

が
座
し
、
右
手
の
女
性
が
立
ち
、
互
い
に
振
り
返
る
か
た
ち
で
目
線
を
交
す
構
図

は
、
図
版
７
に
も
共
通
し
て
い
る
。
図
版
４
に
つ
い
て
は
印
刷
年
が
不
明
だ
が
、

図
版
11
が
明
治
四
一
（
一
九
〇
八
）
年
用
、
図
版
７
が
明
治
四
二
（
一
九
〇
九
）

年
用
の
引
札
で
あ
り
、
と
も
に
古
島
竹
次
郎
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
後

者
が
前
者
を
参
考
に
作
ら
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
図
版
12
も
森
喜
の
引
札
で
あ
る

が
、
そ
こ
に
は
バ
イ
オ
リ
ン
を
弾
く
女
性
が
描
か
れ
て
い
る
。
や
は
り
、
上
流
階

級
の
女
性
の
美
に
つ
い
て
の
理
想
を
描
い
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
画
面

右
上
の
丸
く
区
切
ら
れ
た
枠
内
に
は
赤
く
染
ま
る
空
と
鶴
と
い
う
福
祥
の
イ
メ
ー

ジ
も
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
女
性
の
背
面
に
は
「
君
が
代
」
の
楽
譜
も
書

か
れ
て
い
る
こ
と
を
合
わ
せ
考
え
る
と
、
上
流
階
級
の
優
美
な
女
性
像
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
と
と
も
に
、
国
家
の
臣
民
と
し
て
の
理
想
を
表
象
す
る
図
像
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

図
版
14
と
図
版
15
は
、
図
版
13
と
同
じ
く
、
阿
部
吉
太
郎
（「
阿
部
吉
」）
が
広

告
主
の
引
札
で
あ
る
。
な
お
、
阿
部
吉
は
森
喜
の
向
か
い
に
あ
っ
た
商
店
で
あ
る

（〈
図
〉
参
照
）。
図
版
14
は
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
に
印
刷
・
発
行
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
明
治
三
九
（
一
九
〇
六
）
年
の
図
版
13
と
は
異
な

り
、
国
威
発
揚
を
表
現
す
る
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
、
よ
り
個
別
化
（
私
事
化
）
し

た
理
想
と
も
言
え
る
富
裕
さ
が
描
か
れ
て
い
る
。
画
面
下
部
に
は
小
判
や
紙
幣
や

貨
幣
が
散
り
ば
め
ら
れ
、俵
の
上
に
立
つ
大
黒
天
の
手
に
下
げ
ら
れ
た
掛
軸
に
は
、

神
名
を
捩
っ
た
「
八
幡
大
現
金
」、「
天
照
皇
大
福
帳
」、「
春
日
大
勉
強
」
と
い
う
、

商
店
ら
し
い
金
銭
的
な
富
を
象
徴
す
る
文
字
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
趣
向
は
、

大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
の
略
歴
が
印
刷
さ
れ
た
図
版
15
に
も
共
有
さ
れ
て
お
り
、

六
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同
様
に
画
面
左
手
に
恵
比
須
、
そ
の
背
後
と
な
る
画
面
右
手
に
大
黒
天
が
描
か
れ

て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
箕
に
入
る
る
／
こ
が
ね
の
玉
に
／
ひ
か
り
か
な
」
と
い
う

歌
が
書
か
れ
、
金
銭
的
裕
福
さ
を
理
想
と
す
る
図
像
と
な
っ
て
い
る
。
国
家
と
し

て
の
富
栄
を
福
祥
の
図
像
と
し
て
い
た
図
版
13
か
ら
一
〇
年
の
間
に
、
引
札
に
象

徴
的
に
表
さ
れ
る
福
祥
の
イ
メ
ー
ジ
が
変
化
し
て
き
た
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
な
お
、
図
版
15
は
構
図
の
点
で
も
図
版
14
に
共
通
し
て
い
る
が
、
さ

ら
に
言
え
ば
、
先
述
の
図
版
４
、
図
版
７
、
図
版
11
に
も
通
じ
る
構
図
で
も
あ
る

こ
と
に
気
が
つ
く
。
左
手
の
人
物
を
座
ら
せ
て
、
右
手
の
人
物
を
立
た
せ
、
振
り

向
き
が
ち
に
二
人
の
視
線
を
交
わ
ら
せ
る
と
い
う
構
図
は
、
二
名
の
人
物
を
描
く

際
の
構
図
と
し
て
、
定
型
化
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

図
版
16
と
図
版
17
は
「
高
庄
」
の
引
札
で
あ
る
。
図
版
16
に
は
舟
の
上
で
海
藻

を
採
る
恵
比
須
と
大
黒
天
が
描
か
れ
て
お
り
、
画
面
右
上
に
「
藻
刈
や
／
宝
来
山

の
／
初
日
の
朝
」
と
い
う
歌
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
藻
刈
」
に
は
「
も
う
か
り
」

と
振
り
仮
名
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
、「
儲
か
り
」
に
掛
け
ら
れ
た
句
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
ま
た
、「
初
日
の
朝
」
と
い
う
句
と
と
も
に
、
背
景
に
は
、
初
日
の

出
の
中
を
飛
翔
す
る
鶴
と
松
が
福
祥
の
図
像
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
図
版
６
と

図
版
11
が
同
年
に
発
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
つ
つ
女
性
を
主
題
と
す
る
引
札
で
あ

る
の
に
対
し
、
図
版
16
は
よ
り
ス
ト
レ
ー
ト
な
福
祥
の
イ
メ
ー
ジ
を
採
択
し
て
い

る
。
正
月
用
引
札
は
、
原
版
の
発
行
所
と
な
る
印
刷
所
が
つ
く
っ
た
見
本
帳
を
も

と
に
、
各
地
の
印
刷
業
者
を
通
じ
て
、
広
告
主
と
な
る
地
元
商
店
か
ら
の
注
文
を

集
約
す
る
仕
組
み
で
あ
っ
た
［
樋
口
・
佐
藤
　
二
〇
一
〇
年
、
六
一
頁
／
増
田
　

二
〇
一
〇
年
、
四
七
頁
］。
見
本
帳
か
ら
ど
の
図
版
を
選
ぶ
か
は
各
商
店
の
好
み

に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
同
時
代
で
も
国
家
主
義
的
な
図
像
を
選
ぶ
か
、
あ
る
い
は
、

よ
り
個
人
主
義
的
な
図
像
を
選
ぶ
か
は
、分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

同
じ
引
札
を
別
の
商
店
が
利
用
す
る
こ
と
も
あ
り
、
先
述
し
た
図
版
９
と
図
版
25

は
そ
う
し
た
一
例
で
あ
る
。
ま
た
。
高
庄
が
明
治
四
五
（
一
九
一
二
）
年
の
正
月

用
に
配
付
し
た
図
版
17
の
引
札
と
同
じ
も
の
が
、
岩
沼
町
外
の
、
下
駄
足
駄
を
扱

う
「
栄
町
三
丁
目
」
の
「
小
澤
平
吉
」
に
利
用
さ
れ
て
い
る
四 

。
片
や
牛
乳
を
扱

う
商
店
、
片
や
履
物
を
扱
う
商
店
と
、
全
く
異
な
る
業
種
の
商
店
で
も
、
同
じ
図

像
の
引
札
を
利
用
す
る
こ
と
が
間
々
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
好
例
で
あ
る
。

図
版
19
は
、
髙
松
旅
館
の
北
側
（『
岩
沼
町
全
図
』
で
は
二
軒
北
側
）
に
あ
っ

た
高
橋
養
吉
（「
高
養
」）
の
引
札
で
あ
り
、
明
治
四
一
（
一
九
〇
八
）
年
に
印
刷
・

発
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
高
養
は
、
明
治
三
五
（
一
九
〇
二
）
年
の
「
開

店
御
披
露
」
の
引
札
（
図
版
18
）
も
残
っ
て
い
る
た
め
、
当
時
は
ま
だ
開
店
か
ら

五
年
余
り
し
か
経
っ
て
い
な
い
商
店
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
図
版
18

は
、「
岩
沼
隈
北
活
版
印
刷
所
」
と
い
う
印
刷
所
名
の
記
載
も
あ
り
、
岩
沼
町
に

も
印
刷
所
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
資
料
と
も
な
っ
て
い
る
。
図
版
19
は
、
金
の

地
の
上
に
、
朝
日
を
背
景
に
し
て
、
松
の
前
に
鶴
が
四
羽
と
雛
が
一
羽
配
置
さ
れ

て
い
る
。
い
か
に
も
正
月
ら
し
い
吉
慶
の
図
像
だ
が
、
右
下
に
「
應
擧
」
と
い
う

落
款
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
円
山
応
挙
の
群
鶴
を
描
い
た
屏
風
か
ら
着
想
を
得
た

図
で
あ
ろ
う
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
こ
の
高
養
の
引
札
に
は
、
味
噌
と
醤
油
の
醸

造
販
売
を
広
告
の
主
文
と
し
つ
つ
、「
第
五
回
勧
業
博
覧
会
／
褒
状
受
領
」
の
宣

伝
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。
高
養
に
つ
い
て
は
、
そ
の
広
告
が
『
岩
沼
志
越
里
』
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
が
（〈
写
真
２
〉
参
照
）、
そ
こ
に
も
「
第
五
回
内
国
博
覧
会
／

褒
状
授
与
」
と
、
同
趣
旨
の
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
新
進
の

商
店
で
あ
っ
た
高
養
に
と
っ
て
絶
好
の
宣
伝
文
句
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
正

七

新
春
の
ノ
ベ
ル
テ
ィ
に
お
け
る
福
祥
の
イ
メ
ー
ジ
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月
用
引
札
の
図
像
は
福
祥
の
イ
メ
ー
ジ
に
重
き
を
お
く
あ
ま
り
、
商
店
・
商
品
の

具
体
的
な
宣
伝
に
は
、
図
像
で
は
な
く
、
言
葉
に
頼
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
が
よ

く
み
て
と
れ
る
引
札
で
あ
る
。

図
版
20
の
広
告
主
で
あ
る
大
泉
堂
は
、
図
版
２
と
図
版
３
の
広
告
主
で
あ
る
亘

理
屋
と
同
業
の
菓
子
屋
で
、『
岩
沼
志
越
里
』
に
も
亘
理
屋
と
並
ん
で
広
告
が
み

え
る
（〈
写
真
１
〉
参
照
）。
明
治
四
二
（
一
九
〇
九
）
年
の
略
暦
が
印
刷
さ
れ
て

い
る
こ
の
引
札
の
記
載
か
ら
は
、
大
泉
堂
は
「
中
横
丁
角
」
に
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、

大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
の
『
岩
沼
町
全
図
』
で
は
確
認
で
き
な
い
。
引
札
に
は

男
児
と
大
人
の
女
性
の
二
人
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
正
月
ら
し
く
、
男
児
は
凧
を
、

女
性
は
羽
子
板
を
持
っ
て
い
る
。
他
に
も
新
春
の
記
号
と
し
て
梅
と
鶯
が
描
画
さ

れ
て
い
る
。
全
体
的
に
暖
色
で
彩
ら
れ
た
こ
の
引
札
は
、
暖
か
い
春
の
到
来
を
予

感
さ
せ
る
図
と
な
っ
て
い
る
。

図
版
21
と
図
版
22
は
、
小
間
物
・
荒
物
を
扱
っ
て
い
た
三
浦
金
右
衛
門
の
引
札

で
あ
る
。
三
浦
は
、
図
版
10
か
ら
図
版
12
の
森
喜
の
数
軒
南
側
に
あ
っ
た
商
店
で

あ
る
（〈
図
〉
参
照
）。
図
版
21
に
は
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
の
略
暦
が
記
載

さ
れ
て
い
る
。
小
間
物
・
荒
物
を
扱
う
同
業
者
で
あ
っ
た
阿
部
吉
太
郎
の
明
治

四
四
（
一
九
一
一
）
年
の
引
札
（
図
版
14
）
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
大
黒
天

と
恵
比
須
が
描
か
れ
、
よ
り
個
別
的
（
個
人
的
）
な
富
を
幸
福
の
象
徴
と
し
て
い

る
。
積
み
上
げ
ら
れ
た
貨
幣
の
中
に
座
し
た
恵
比
須
の
手
に
は
証
券
の
束
が
捲
ら

れ
て
お
り
、
そ
の
後
に
控
え
た
大
黒
天
の
右
手
は
「
印
紙
税
法
早
見
」
を
提
げ
、

左
手
は
「
郵
便
早
見
」
を
指
し
て
い
る
。
国
家
隆
盛
や
美
人
画
で
は
な
く
、
経
済

的
な
富
裕
さ
を
直
接
に
強
調
す
る
こ
と
で
、
正
月
に
求
め
ら
れ
る
福
祥
を
表
わ
し

た
図
像
と
な
っ
て
い
る
。
図
版
21
と
同
じ
三
浦
金
右
衛
門
の
引
札
で
あ
る
図
版
22

は
、
図
版
21
の
翌
年
の
略
暦
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
あ
か
ら
さ
ま
な
金
銭
的
イ

メ
ー
ジ
は
弱
め
ら
れ
た
図
像
と
な
っ
て
い
る
。「
勉
強
商
店
」
の
看
板
を
掲
げ
た

店
前
に
「
大
売
出
」
の
幟
や
、「
特
別
」
や
「
飛
切
」
と
い
っ
た
言
葉
が
入
っ
た

提
灯
が
並
び
、
そ
の
下
は
多
く
の
人
で
賑
わ
っ
て
い
る
図
で
あ
る
。
画
面
の
手

前
に
は
親
子
ら
し
い
女
性
と
女
児
が
並
ん
で
描
か
れ
て
い
る
が
、
和
装
の
母
親
も

洋
装
の
娘
も
裕
福
そ
う
な
出
立
ち
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
熊
倉
が
言
う
と
こ
ろ

の
「
豊
か
な
消
費
生
活
と
い
う
理
想
」
が
表
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
［
熊
倉
　

二
〇
一
一
年
、
二
一
頁
］。

図
版
23
か
ら
図
版
25
は
、
大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
の
『
最
新
岩
沼
町
全
図
』

で
は
警
察
署
の
二
軒
南
に
記
さ
れ
て
い
る
堺
平
内
（
堺
平
商
店
）
を
広
告
主
と
す

る
も
の
で
あ
る
（〈
図
〉
参
照
）。
呉
服
太
物
を
主
に
扱
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ

て
か
、
堺
平
内
の
正
月
用
引
札
は
、
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
と
明
治
四
五

（
一
九
一
二
）
年
の
も
の
は
、
と
も
に
和
服
姿
の
女
性
を
前
面
に
据
え
た
図
像
と

な
っ
て
い
る
。
図
版
23
で
は
、
日
の
丸
を
思
わ
せ
る
赤
い
円
の
中
に
大
黒
天
と
恵

比
須
が
、
画
面
右
手
に
背
景
と
し
て
描
か
れ
た
梅
と
松
と
と
も
に
、
福
祥
の
記
号

と
な
っ
て
い
る
。
図
版
24
で
は
、
メ
イ
ン
の
背
景
は
竹
林
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の

左
上
に
雀
が
一
羽
描
か
れ
、
梅
も
数
枝
描
か
れ
て
い
る
。
正
月
ら
し
さ
は
、
女
性

が
手
に
持
っ
て
い
る
羽
子
板
に
表
わ
さ
れ
る
に
止
ま
っ
て
い
る
。
恵
比
須
や
大
黒

天
な
ど
の
福
の
神
や
、
よ
り
ス
ト
レ
ー
ト
な
金
銀
財
宝
を
富
の
象
徴
と
し
て
前
面

に
押
し
出
す
図
像
が
あ
る
一
方
、
図
版
23
と
図
版
24
は
比
較
的
穏
や
か
な
福
祥
の

図
像
と
な
っ
て
お
り
、
方
向
性
は
図
版
20
に
似
通
っ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
図

版
25
は
、
す
で
に
み
た
髙
松
旅
館
の
引
札
（
図
版
９
）
と
同
一
の
図
像
で
あ
る
。

図
版
26
は
新
聞
の
販
売
を
主
要
サ
ー
ビ
ス
と
す
る
松
尾
孝
平
の
引
札
で
あ
る
。

八
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明
治
四
四
（
一
九
一
一
）
年
の
略
暦
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
画
中
に
は
電
話
で

話
す
女
性
が
描
か
れ
て
い
る
。
奇
し
く
も
岩
沼
で
電
話
業
務
が
開
始
さ
れ
た
の
は

同
じ
明
治
四
四
年
の
こ
と
で
、
開
始
当
時
の
電
話
加
入
は
二
四
台
で
あ
っ
た
［
相

原
　
二
〇
一
二
年
、
二
〇
九
頁
］。
電
話
の
相
手
は
画
中
画
の
よ
う
に
背
景
に
描

か
れ
て
い
る
恵
比
須
で
あ
り
、
そ
の
傍
ら
に
呉
服
が
掛
け
ら
れ
、
ま
た
画
面
手
前

で
は
右
手
の
女
性
が
反
物
を
広
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
電
話
を
通
じ
て
呉
服
太
物

を
取
引
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
広
告
主
の
松
尾
は
古
着
商
で
も
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
こ
の
図
を
選
択
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
岩
沼
で
は
ま
だ
珍
し
か
っ

た
は
ず
の
電
話
と
そ
の
利
用
が
描
か
れ
た
図
像
を
採
用
す
る
こ
と
で
新
奇
性
を
前

面
に
出
し
、
引
札
の
受
領
者
（
顧
客
）
の
関
心
を
惹
く
狙
い
も
あ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
な
お
、
本
稿
で
扱
っ
て
い
る
引
札
で
、
電
話
番
号
が
記
載
さ
れ
た
も
の

は
、
髙
松
旅
館
の
二
点
（
図
版
８
と
図
版
９
）、
堺
平
内
の
二
点
（
図
版
24
と
図

版
25
）、
後
述
す
る
菊
幸
商
店
の
一
点
（
図
版
28
）
と
さ
か
ひ
や
の
一
点
（
図
版

30
）
の
、
計
六
点
の
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
当
時
の
電
話
が
い
か
に
イ
ノ
ベ
ー

テ
ィ
ブ
で
あ
っ
た
か
を
理
解
で
き
る
。

図
版
28
が
数
少
な
い
電
話
番
号
が
記
載
さ
れ
た
引
札
の
一
つ
で
あ
り
、
広
告
主

は
菊
幸
商
店
で
あ
る
。
菊
幸
商
店
は
堺
平
商
店
と
警
察
署
の
間
に
あ
っ
た
商
店
で

（〈
図
〉
参
照
）、
履
物
を
扱
っ
て
い
た
。
明
治
三
六
（
一
九
〇
三
）
年
に
は
略
暦

の
み
の
引
札
が
配
ら
れ
た
が
（
図
版
27
）、
大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
に
は
金
色

の
下
駄
に
戯
れ
る
恵
比
須
と
大
黒
天
と
思
し
き
人
物
が
描
か
れ
た
正
月
用
引
札
が

配
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
一
〇
年
ほ
ど
の
間
に
正
月
用
引
札
が
岩
沼
に
浸
透
し
た
事

実
を
み
て
と
れ
る
。
ま
た
、
図
版
28
は
珍
し
く
広
告
主
の
商
売
の
内
実
に
符
合
し

た
図
像
と
な
っ
て
い
る
。

だ
が
、
本
稿
で
確
認
し
て
き
た
引
札
で
は
、
広
告
主
の
業
種
や
商
品
と
引
札
に

描
か
れ
た
図
像
と
の
間
に
、
明
確
な
関
連
性
を
指
摘
で
き
る
も
の
は
少
な
い
。
ま

た
、
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
と
無
関
係
に
選
ば
れ
る
画
題
も
、
時
に
「
講
話
談
判
」
や

「
御
即
位
大
祭
」
の
よ
う
な
現
実
の
出
来
事
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
反
映
し
た
も
の

が
あ
る
一
方
で
、
時
に
は
七
福
神
の
よ
う
な
神
話
的
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
描
か
れ

る
も
の
も
あ
る
。
ま
た
時
に
は
、
優
美
さ
を
理
想
化
し
た
よ
う
な
女
性
像
が
主
題

に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
同
じ
商
店
で
も
、
年
に
よ
っ
て
ど
の
図
像
を
選
択
す
る
か

は
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
同
じ
年
に
発
行
さ
れ
た
引
札
で
も
、
商
店
に

よ
っ
て
図
像
は
区
々
と
な
る
。
そ
う
し
た
多
様
な
図
像
に
共
通
し
て
い
る
こ
と

は
、
正
月
ら
し
い
福
祥
の
イ
メ
ー
ジ
を
盛
り
込
む
こ
と
で
、
引
札
そ
の
も
の
を
縁

起
物
と
し
よ
う
と
す
る
印
刷
業
者
の
狙
い
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
得
意
先
に

配
布
す
る
こ
と
で
新
春
の
祝
賀
を
伝
え
よ
う
と
す
る
商
店
の
想
い
で
あ
る
。

正
月
用
引
札
の
意
義

本
稿
で
確
認
し
て
き
た
引
札
か
ら
、
岩
沼
で
は
明
治
末
に
正
月
用
引
札
が
多
く

出
回
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
動
き
は
全
国
的
な
傾
向
と
軌
を
一

に
し
て
お
り
、
東
北
の
一
地
方
へ
波
及
す
る
に
あ
た
っ
て
も
然
し
た
る
タ
イ
ム
ラ

グ
が
生
じ
な
い
ほ
ど
ま
で
に
、
正
月
用
引
札
が
人
気
を
博
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ

と
が
理
解
で
き
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
正
月
用
引
札
の
隆
盛
は
、
思
い
の
外
早
く

終
る
こ
と
に
な
り
、大
正
以
降
、徐
々
に
女
性
を
描
い
た
美
人
画
ポ
ス
タ
ー
に
取
っ

て
代
わ
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
［
熊
倉
　
二
〇
一
三
年
、
六
八
頁
］。

本
稿
で
確
認
し
た
伊
藤
家
に
残
さ
れ
た
正
月
用
引
札
で
も
大
正
五
（
一
九
一
六
）

年
が
最
後
の
も
の
で
（
図
版
25
と
図
版
28
、〈
表
〉
参
照
）、
岩
沼
で
も
同
様
に

九

新
春
の
ノ
ベ
ル
テ
ィ
に
お
け
る
福
祥
の
イ
メ
ー
ジ
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衰
微
し
て
い
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
当
時
の
ポ
ス
タ
ー
は
、「
画
家
が
描
き
起
こ

し
た
下
絵
に
広
告
主
の
ロ
ゴ
や
店
名
・
商
品
名
を
上
書
き
し
た
だ
け
の
も
の
で

あ
り
、
文
字
の
装
飾
性
や
全
体
的
な
構
図
に
あ
ま
り
留
意
し
て
い
な
い
、
つ
ま
り

絵
の
部
分
と
伝
達
さ
れ
る
意
味
論
的
情
報
と
が
有
機
的
な
連
関
を
形
成
し
て
い
な

い
」
も
の
で
あ
り
、「
絵
が
放
つ
ア
ウ
ラ
の
保
持
―
〝
あ
か
ら
さ
ま
な
広
告
に
回

収
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
〟
―
が
美
人
画
ポ
ス
タ
ー
に
と
っ
て
の
至
上
使
命
で
あ
っ

た
」
も
の
で
あ
る
［
北
田
　
二
〇
〇
八
年
、
九
四
頁
］。
こ
の
よ
う
な
美
人
画
ポ

ス
タ
ー
に
お
け
る
図
像
と
広
告
主
（
商
品
）
と
の
無
関
係
性
は
正
月
用
引
札
と
も

相
通
じ
る
性
質
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
親
和
性
・
類
似
性
を
指
摘
で
き
る
。
だ
か
ら

こ
そ
、引
札
か
ら
ポ
ス
タ
ー
へ
の
移
行
が
速
や
か
に
進
め
ら
れ
た
こ
と
の
説
明
も
、

説
得
力
を
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
［
熊
倉
　
二
〇
一
三
年
、
六
八
〜

六
九
頁
］。
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
性
質
が
共
有
さ
れ
つ
つ
も
、
正
月
用

引
札
が
正
月
に
相
応
し
い
福
祥
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
祝
意
を
示
し
て
い
る
の
に

対
し
、
美
人
画
ポ
ス
タ
ー
に
は
そ
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
な
く
、
美
人
女
性
像

が
デ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

図
版
29
と
図
版
30
は
、
岩
沼
に
あ
っ
た
「
さ
か
ひ
や
」
が
広
告
主
の
美
人
画
ポ

ス
タ
ー
で
あ
る
。
印
刷
・
発
行
年
は
不
明
だ
が
、
図
版
30
に
は
三
桁
の
電
話
番
号

も
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
お
そ
ら
く
は
大
正
以
降
、
そ
れ
も
正
月
用
引
札
か
ら
美

人
画
ポ
ス
タ
ー
へ
の
移
行
期
に
お
い
て
、
印
刷
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ

る
。
ど
ち
ら
に
も
共
通
し
て
、
店
名
に
加
え
て
「
文
化
食
品
店
」・「
各
種
機
械

油
特
約
」
の
宣
伝
文
句
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
図
像
は
そ
れ
と
は
無
関
係
の
写

実
的
な
女
性
像
で
あ
る
。
略
暦
の
印
刷
も
な
く
、
年
末
年
始
に
配
布
さ
れ
た
の
か

も
不
明
だ
が
、
伊
藤
家
で
は
他
の
正
月
用
引
札
と
一
緒
に
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と

か
ら
、
顧
客
側
の
意
識
と
し
て
は
、
正
月
用
引
札
と
同
種
の
も
の
と
受
け
止
め
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
察
せ
ら
れ
る
。
た
し
か
に
、
広
告
主
の
業
種
や
商
品
・

サ
ー
ビ
ス
と
描
か
れ
た
図
像
と
の
間
に
あ
る
無
関
係
さ
は
正
月
用
引
札
に
通
じ
る

も
の
で
あ
り
、
特
に
、
女
性
を
主
題
と
す
る
引
札
の
系
譜
に
連
な
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
、
引
札
に
供
え
ら
れ
て
い
た
福
祥
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
ポ
ス

タ
ー
で
は
鳴
り
を
ひ
そ
め
、
祝
意
の
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
も
失
わ
れ
て
い
る
。

特
定
の
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
宣
伝
す
る
広
告
は
、
そ
の
購
買
者
や
利
用
者
に
、

そ
の
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
所
有
し
た
り
利
用
し
た
場
合
の
可
能
的
幸
福
を
自
ら

の
未
来
像
と
し
て
評
価
さ
せ
る
こ
と
で
、
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
魅
力
を
伝
え
る

［
バ
ー
ジ
ャ
ー
　
一
九
八
六
年
、
一
六
三
〜
一
六
四
頁
］。
と
こ
ろ
が
、
正
月
用
引

札
に
デ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
表
さ
れ
た
図
像
は
理
想
的
女
性
像
や
国
威
発
揚
や

空
想
的
神
話
的
な
富
な
ど
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
字
義
通
り
の
所
有
を
宣
伝
す
る

も
の
で
は
な
い
。
だ
が
、
そ
う
し
た
福
の
象
徴
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
顧
客
に
贈
与
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
祝
福
を
与
え
る
も
の
で
も
あ
る
。
福
祥
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ

た
引
札
の
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
、
そ
の
引
札
を
配
る
商
店
か
ら
の
顧
客
へ
の
祝
福

の
挨
拶
な
の
で
あ
る
。
め
で
た
さ
そ
の
も
の
で
あ
る
引
札
を
配
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、得
意
先
の
家
々
に
福
を
齎
そ
う
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、

こ
の
祝
福
を
受
け
た
顧
客
が
、
そ
の
返
礼
と
し
て
、
引
札
を
配
布
し
た
商
店
を
利

用
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
。

正
月
用
引
札
の
カ
ス
タ
マ
ー
で
あ
っ
た
地
元
商
店
が
自
覚
的
で
あ
っ
た
か
ど
う

か
は
別
に
し
て
、
こ
う
し
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
上
に
、
正
月
用
引
札
の
配
布
習
慣
が

成
立
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
商
店
が
提
供
す
る
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
と
無
関
係
の
図

像
が
描
か
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
が
福
祥
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
限
り
、
正
月
用
引
札

一
〇
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と
し
て
の
機
能
を
有
し
、
商
店
に
も
採
択
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ

が
、
引
札
の
後
継
と
も
言
う
べ
き
ポ
ス
タ
ー
に
は
、
福
祥
の
贈
呈
、
祝
福
の
働
き

は
引
き
継
が
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
正
月
用
引
札
の
機
能
的
側
面
で
あ
る
略
暦
を

最
大
限
に
継
承
し
た
と
言
え
る
カ
レ
ン
ダ
ー
が
ノ
ベ
ル
テ
ィ
と
し
て
今
日
で
は
顧

客
に
配
布
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
カ
レ
ン
ダ
ー
は
機
能
的
・
合
理
的
側

面
の
み
を
有
し
、
か
つ
て
の
引
札
に
あ
っ
た
福
祥
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
や
は
り
希
薄

化
し
て
い
る
（〈
写
真
３
〉
参
照
）。
引
札
に
印
刷
さ
れ
た
略
暦
で
は
疑
問
視
さ
れ

て
い
た
機
能
性
も
、
カ
レ
ン
ダ
ー
で
は
過
不
足
な
く
発
揮
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ

れ
が
飾
ら
れ
る
家
庭
に
福
を
齎
す
こ
と
は
、
そ
の
主
題
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。

正
月
用
引
札
か
ら
美
人
画
ポ
ス
タ
ー
や
機
能
的
カ
レ
ン
ダ
ー
へ
の
移
行
に
並
行
し

て
、
商
店
と
得
意
先
の
間
で
の
祝
意
の
象
徴
的
交
換
を
促
す
互
酬
性
が
薄
れ
た
こ

と
に
、
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
祝
福
を
表
す
福
祥
の
イ
メ
ー
ジ
を
有
さ
な
い

ノ
ベ
ル
テ
ィ
へ
と
収
斂
し
て
い
っ
た
要
因
を
み
る
の
は
、
強
ち
穿
ち
過
ぎ
た
見
方

で
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

謝
辞本

稿
に
不
可
欠
な
資
料
で
あ
る
引
札
の
使
用
を
快
く
承
諾
し
て
い
た
だ
き
、
か

つ
、
そ
れ
ら
の
画
像
を
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
伊
藤
和
雄
氏
に
、
末
筆
な
が
ら
改

め
て
深
謝
申
し
上
げ
る
。
ま
た
、
引
札
に
記
載
さ
れ
た
く
ず
し
字
の
読
解
や
文
脈

の
理
解
に
あ
た
っ
て
は
、
伊
藤
大
介
氏
、
高
橋
恭
寛
氏
、
徳
竹
亜
紀
子
氏
に
協
力

い
た
だ
い
た
こ
と
に
も
、
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。

註一

伊
藤
和
雄
氏
か
ら
の
聞
取
り
に
よ
る
。

二

伊
藤
和
雄
氏
は
、
現
在
、
岩
沼
市
の
教
育
委
員
会
に
文
化
財
担
当
の
嘱
託
職
員
と
し
て
勤
務
し
て

い
る
。
筆
者
も
、
同
様
に
市
史
編
纂
担
当
の
嘱
託
職
員
と
し
て
勤
務
し
て
お
り
、
伊
藤
氏
は
岩
沼

市
民
図
書
館
（
＝
新
図
書
館
）
内
の
ふ
る
さ
と
展
示
室
に
勤
務
、
筆
者
は
市
史
編
纂
室
（
旧
図
書
館
）

に
勤
務
し
て
い
る
。
地
理
的
な
距
離
は
若
干
あ
る
も
の
の
、
心
理
的
な
距
離
で
は
い
わ
ば
隣
の
部

署
に
勤
務
し
て
い
る
と
い
う
感
が
あ
る
。
こ
う
し
た
縁
も
あ
り
、
伊
藤
氏
所
有
の
引
札
を
知
る
機

会
に
恵
ま
れ
、
ま
た
本
稿
で
の
使
用
を
快
諾
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
。

三

な
お
、
古
島
竹
次
郎
（
古
島
印
刷
所
）
に
よ
る
引
札
は
、
石
川
県
金
沢
市
、
福
岡
県
福
岡
市
、
香

川
県
さ
ぬ
き
市
、
京
都
府
京
都
市
、
滋
賀
県
蒲
生
郡
、
和
歌
山
県
伊
都
郡
、
埼
玉
県
所
沢
市
、
福

島
県
会
津
若
松
市
。
岩
手
県
水
沢
市
で
も
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
［
樋
口
・

佐
藤
　
二
〇
一
〇
年
、
六
二
頁
］。

四

仙
台
市
歴
史
民
俗
資
料
館 

編
『
あ
き
な
い
の
民
俗
―
看
板
・
引
札
・
ち
ら
し
―
』　
仙
台
市
教
育

委
員
会
　
二
〇
〇
五
年
、
三
三
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、『
あ
き
な
い
の
民
俗
』
で
は
「
栄

町
」
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ど
こ
の
町
名
か
は
不
明
で
あ
る
。
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一
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〈図〉大正５（1916）年に発行された『最新岩沼町全図』の一部

一
二
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図版
番号

種別 略曆年 印刷年 印刷
発行者

広告文 住所等 広告主

1 正月用
引札

明治36 岩沼町学校角 渡清書店

2 正月用
引札

明治36 御菓子製造所 岩沼南町 亘理まんちうや

3 引札 和洋御菓子／名物まんぢう 陸前岩沼町 亘理屋

4 引札 竹駒献膳定宿／御料理仕出し／蒲焼 陸前岩沼警察向旅館 髙橋松太郎

5 正月用
引札

明治39 竹駒献膳定宿／後に四角大木の／
かしの木を目印二願拝

警察署向へ旅館／陸前岩沼町 髙橋松太郎

6 正月用
引札

明治41 竹駒神社／献膳定宿／後に四方
四角のかしの木あり

陸前岩沼町警察署向／旅館 髙橋松太郎

7 正月用
引札

明治42 明治41 古島
竹次郎

竹駒神社献膳御定宿／後に四方
四角の大木のかしの木あり

陸前名取郡岩沼町警察署向へ 髙松旅館

8 正月用
引札

竹駒神社／献膳定宿 陸前岩沼警察署向へ／
電話二十八番

髙松旅館

9 正月用
引札

竹駒神社献膳定宿 陸前岩沼警察署向へ／
電話二十八番

髙松旅館

10 正月用
引札

明治39 呉服太物類京染取次／荒物金物鑄物小間物
漆器陶器／外雑貨各種度量衡器販賣

名取郡岩沼町／商号森喜 森喜内

11 正月用
引札

明治41 明治40 古島
竹次郎

呉服太物／度量衡器／鑄物雑貨／京染取次／
東側にて店の北に石藏あり

岩沼南町一丁目 森喜内

12 正月用
引札

明治42 明治41 古島
竹次郎

呉服太物／鑄物雑貨度量衡器／京染取次 陸前岩沼町／
商号森喜

森喜内

13 正月用
引札

明治39 和洋小間物荒物商 陸前岩沼町 阿部吉太郎

14 正月用
引札

明治44 明治43 古島
竹次郎

和洋小間物荒物商 陸前岩沼町 阿部吉太郎

15 正月用
引札

大正5 和洋小間物荒物商 陸前岩沼町 阿部吉太郎

16 正月用
引札

明治41 明治40 古島
竹次郎

陸前岩沼町 髙橋蹄鉄工場／
髙橋搾乳所／
大河原支店

17 正月用
引札

明治45 名取郡岩沼町 高庄牛乳搾取場
／同電力精米所

18 広告
引札

明治35 岩沼
隈北

開店御披露／広告／拝啓秋冷（中略）／追而
当日よりより向三日間開店の印までに（後略）

岩沼町貮百四拾六番地／
味噌醬油販賣店

高橋養吉

19 正月用
引札

明治42 明治41 古島
竹次郎

第五回勧業博覧会／褒状受領／
味噌醤油醸造販売／専賣局指定塩元売捌人

陸前岩沼町 髙橋養吉

20 正月用
引札

明治42 御菓子製造所／名物もなか 陸前岩沼町中横丁角 大泉堂

21 正月用
引札

明治43 和洋小間物荒物紙／砂糖油類藍繭生糸 陸前岩沼町 三浦金右衛門

22 正月用
引札

明治44 和洋小間物荒物紙／砂糖油類藍繭生糸 陸前岩沼町 三浦金右衛門

23 正月用
引札

明治43 呉服太物染料箪笥／和洋鉄類蹄鉄釘特約販賣
／確実／正札附

陸前岩沼町／
電略（サカイ）又ハ（サ）
／振替東京三弐四二番

堺平内

24 正月用
引札

明治45 呉服太物染料箪笥／和洋鉄類蹄鉄釘特約販賣
／確実／正札附

陸前岩沼町／電話四番
電略（サカイ）（サ）
／振替東京三二四二番

堺平内

25 正月用
引札

大正5 呉服太物商／京染取次 陸前岩沼町／電話四番 堺平商店

26 正月用
引札

明治44 諸新聞取次販売／古着商／ 陸前岩沼町 松尾孝平

27 略曆 明治36 萬下駄鼻緒桐材／内外煙草各種 陸前岩沼町／
電信／略号／（キクコ）

菊幸商店

28 正月用
引札

大正5 はきもの商 陸前岩沼町／電話三十六番／
振替一三六五八番

菊幸商店

29 ポスター 文化食品店／各種機械油特約 宮城県岩沼町 さかひや

30 ポスター 文化食品店／各種機械油特約 宮城県岩沼町／
電話百二番

さかひや

〈表〉引札一覧
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〈写真２〉『岩沼志越里』に掲載された
高橋養吉の広告（右頁上）

〈写真１〉『岩沼志越里』に掲載された
亘理屋と大泉堂の広告（右頁１・３列目）

〈写真３〉平成26（2014）年末に
岩沼市内の商店が配布したカレンダーの例

一
四
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〈図版１〉

〈図版２〉

〈図版３〉
〈図版４〉

〈図版５〉〈図版６〉
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〈図版７〉〈図版８〉

〈図版９〉〈図版10〉

〈図版11〉〈図版12〉
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〈図版13〉〈図版14〉

〈図版15〉〈図版16〉

〈図版17〉〈図版18〉
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〈図版19〉〈図版20〉

〈図版21〉〈図版22〉

〈図版23〉〈図版24〉
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〈図版25〉〈図版26〉

〈図版27〉

〈図版28〉

〈図版29〉〈図版30〉
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引
用
・
参
考
文
献

相
原
孝
志
　「
岩
沼
に
電
信
・
電
話
が
通
っ
た
」　
岩
沼
市
史
編
纂
委
員
会 

編

『
子
ど
も
岩
沼
市
史
』　
岩
沼
市
　
二
〇
一
二
年

荒
川
偉
三
郎
編
　『
岩
沼
志
越
里
』　
東
北
文
芸
社
　
一
九
一
〇
年

加
藤
貴
裕
　「
引
札
の
研
究
―
正
月
用
引
札
の
実
際
と
系
譜
に
つ
い
て
―
」『
日
本

文
化
論
年
報
』
第
二
号
　
神
戸
大
学
国
際
文
化
学
部
日
本
文
化
論
大
講
座
・

大
学
院
総
合
人
間
科
学
研
究
科
日
本
文
化
論
講
座
　
一
九
九
九
年

北
田
暁
大
　『
広
告
の
誕
生
―
近
代
メ
デ
ィ
ア
文
化
の
歴
史
社
会
学
』　
岩
波
書
店

二
〇
〇
八
年

熊
倉
一
紗
　「
近
代
日
本
の
国
民
国
家
と
寿
き
―
正
月
用
引
札
に
お
け
る
日
清
・

日
露
戦
争
イ
メ
ー
ジ
に
関
す
る
一
考
察
―
」『
大
正
イ
マ
ジ
ュ
リ
ィ
』N

o.2

大
正
イ
マ
ジ
ュ
リ
ィ
学
会
　
二
〇
〇
六
年

熊
倉
一
紗
　「
正
月
用
引
札
の
広
告
機
能
―
女
性
主
題
の
変
遷
を
手
が
か
り
に
―
」

『
デ
ザ
イ
ン
理
論
』
第
五
九
号
　
意
匠
学
会
　
二
〇
一
一
年

熊
倉
一
紗
　「
正
月
用
引
札
の
サ
バ
イ
バ
ル
―
美
人
画
ポ
ス
タ
ー
と
の
関
係
」『
美
術

フ
ォ
ー
ラ
ム
21
』
第
二
七
号
　
美
術
フ
ォ
ー
ラ
ム
21
刊
行
会
　
二
〇
一
三
年

仙
台
市
歴
史
民
俗
資
料
館
編
『
あ
き
な
い
の
民
俗
―
看
板
・
引
札
・
ち
ら
し
―
』

仙
台
市
教
育
委
員
会
　
二
〇
〇
五
年

中
谷
哲
二
　「
幕
末
明
治
の
引
札
と
画
入
り
暦
」『
日
本
印
刷
学
会
誌
』
第
四
五
巻

第
四
号
　
日
本
印
刷
学
会
　
二
〇
〇
八
年

難
波
功
士
　『「
広
告
」
へ
の
社
会
学
』　
世
界
思
想
社
　
二
〇
〇
〇
年

バ
ー
ジ
ャ
ー
、
ジ
ョ
ン
　『
イ
メ
ー
ジ
　
視
覚
と
メ
デ
ィ
ア
』
伊
藤
俊
治 

訳
　
パ

ル
コ
出
版
　
一
九
八
六
年

バ
ル
ト
、
ロ
ラ
ン
　『
映
像
の
修
辞
学
』　
蓮
實
重
彦
・
杉
本
紀
子 

訳
　
筑
摩
書

房
　
二
〇
〇
五
年

樋
口
知
志
・
佐
藤
友
理
　「
引
札
に
見
る
近
世
・
近
代
の
社
会
と
文
化
」『
ア
ル
テ
ス

リ
ベ
ラ
レ
ス
』
第
八
六
号
　
岩
手
大
学
人
文
社
会
科
学
部
　
二
〇
一
〇
年

福
山
市
鞆
の
浦
歴
史
民
俗
資
料
館 

編
『
瀬
戸
内
の
港
町
ゆ
か
り
の
看
板
・
引
札

展
〜
ユ
ニ
ー
ク
で
滑
稽
な
広
告
文
化
〜
』　
福
山
市
鞆
の
浦
歴
史
民
俗
資
料

館
　
二
〇
一
〇
年

増
田
太
次
郎
　『
引
札
絵
ビ
ラ
風
俗
史
　
新
装
版
』　
青
蛙
房
　
二
〇
一
〇
年

三
好
一
　「
引
札
・
広
告
び
ら
に
つ
い
て
」　
福
山
市
鞆
の
浦
歴
史
民
俗
資
料
館 

編
『
瀬
戸
内
の
港
町
ゆ
か
り
の
看
板
・
引
札
展
〜
ユ
ニ
ー
ク
で
滑
稽
な
広
告

文
化
〜
』　
福
山
市
鞆
の
浦
歴
史
民
俗
資
料
館
　
二
〇
一
〇
年

吉
岡
一
男
　「
岩
沼
郵
便
局
の
誕
生
」　
岩
沼
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
子
ど
も
岩

沼
市
史
』　
岩
沼
市
　
二
〇
一
二
年

二
〇
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