
自
称
日
本

の
屋
台
達

「
と
ん
ど
祭
り
」
は
門
松
や
注
連
飾
り
な
ど
を
焼
く
行
事
。

灰
を
持
ち
帰
っ
た
り
、
焼
い
た
餅
を
食
べ
る
と
病
よ
け
に

な
る
と
い
わ
れ
る
行
事
で
、
各
地
の
神
社
で
も
行
わ
れ
て

い
る
。
大
阪
に
は
「
高
津
宮
と
ん
ど
祭
り
た
ぶ
ん

(自
称
)

日
本

一
の
屋
台
達
」
と
い
う
素
敵
な
祭
り
が
あ
る
。

高
津
宮
神
社
の
「
と
ん
ど
祭
り
」
は
身
動
き
で
き
な
い

ほ
ど
の
満
員
。
出
し
物
が
豊
富
な
の
だ
。
境
内
で
は
落
語

会
が
開
催
さ
れ
る
。
本
殿
で
は
雅
楽
が
演
奏
さ
れ
、
曜
子

の
奉
納
も
あ
る
。
神
社
な
ら
で
は
の
行
事
か
な
と
思

っ
て

し
ま
う
。
と
こ
ろ
が
元

・
憂
歌
団
の
木
村
充
揮
さ
ん
の
ラ

イ
ブ
や
フ
ラ
メ
ン
コ
ま
で
も
登
場
す
る
。

そ
し
て
な
に
よ
り
驚
く
の
が
屋
台
の
長
蛇
の
列
だ
。
大

阪
の

一
流
庖
が
出
庖
す
る
。
和
食
庖
、
た
こ
焼
き
、
炭
火

焼
肉
、
焼
き
鳥
、
手
打
ち
う
ど
ん
、
鍋
、
フ
レ
ン
チ
、
イ

タ
リ
ア
ン
、
ス
イ
|
ツ
、
ス
ッ
ポ
ン
、
中
華
、
居
酒
屋
な

ど
十
六
軒
。
ワ
イ
ン
、
焼
酎
、
日
本
酒
も
揃
っ
て
い
る
。
ほ

と
ん
ど
が
五
百
円
。
そ
れ
以
上
の
値
段
の
も
の
も
あ
る
。

並
ん
で
い
る
人
に
「
な
ん
で
こ
ん
な
に
並
ん
で
る
ん
で

す
か
?
」
と
尋
ね
た
ら
「
な
に
言
う
て
ん
の
や
。
大
阪
の

正
月
の
名
物
や
で
。
う
ま
い
庖
が
屋
台
出
し
と
る
の
や
」

と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

イ
タ
リ
ア
ン
に
も
す
ご
い
行
列
で
、
購
入
し
よ
う
に
も

一
時
間
も
か
か
り
そ
う
だ
。
並
ん
だ
人
に
、
ま
た
尋
ね
る
。

「
こ
こ
美
味
し
い
で
す
か
?
」
。
「
何
言
う
と
ん
の
や
。
こ
こ

は
若
手
イ
タ
リ
ア
ン
で
、
カ
リ
ス
マ
の
庖
や
で
」
。
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イ
タ
リ
ア
ン
の
庖
主
に
尋
ね
た
ら

「高
津
宮
の
屋
台
は

大
阪
の
庖
の
人
気
庖
が
で
て
い
ま
す
。
仲
間
に
入
れ
て
も

ら
う
の
が
夢
で
し
た
」
と
い
う
か
ら
驚
き
で
あ
る
。

屋
台
に
並
ぶ
人
は
か
な
り
の
常
連
さ
ん
も
多
い
ら
し
く

境
内
の
庭
に
シ
ー
ト
を
敷
い
て
家
族
や
仲
間
た
ち
と
あ
ち

こ
ち
の
屋
台
の
料
理
で
食
事
会
や
酒
盛
り
を
す
る
光
景
も
。

手
分
け
し
て
屋
台
に
並
び
、
各
屋
台
の
美
味
し
い
も
の
を

入
手
し
て
、
仲
間
の
と
こ
ろ
で
食
事
と
い
う
段
取
り
の
人

た
ち
も
い
る
。
お
盆
の
か
わ
り
に
菓
子
箱
の
蓋
を
使
っ
て

各
屋
台
か
ら
料
理
を
運
ん
で
い
る
人
も
い
る
。

実
際
に
屋
台
が
個
性
的
。

料
理
が
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん

で
い
る
。
ど
れ
も
お
い
し
そ
う
。
焼
酎
の
屋
台
に
目
を
や

っ

た
ら
、
有
名
な
焼
酎
が
ず
ら
り
と
並
ん
で
い
る
。
そ
れ
だ

け
で
も
ど
こ
に
も
な
い
屋
台
だ
と
い
う
の
が
わ
か
る
。
有

名
ホ
テ
ル
の
屋
台
も
あ
っ
て
、
こ
ち
ら
は
外
国
人
の
シ
ェ

フ
が
ス
タ
ッ
フ
と
と
も
に
料
理
を
出
し
て
い
る
。
シ
ェ
フ

は
達
者
な
日
本
語
で
「
ド
ウ
デ
ス
カ
。
コ
ン
ナ
屋
台
ハ
、
ニ

ホ
ン
デ
モ
ナ
イ
デ
シ
ヨ
」
。
料
理
人
が
神
社
で
屋
台
を
出
す
。

こ
ん
な
に
シ
ン
プ
ル
で
わ
か
り
や
す
い
、
だ
が
だ
れ
も
が

思
い
つ
か
な
い
ア
イ
デ
ア
に
あ
っ
と
驚
い
た
の
だ
っ
た
。

開
催
は
「
と
ん
ど
祭
り
」
の

一
日
だ
け
。
評
判
の
庖
が

屋
台
を
出
す
と
口
コ
ミ
で
広
が
り
話
題
の
祭
り
と
な

っ
た
。

宮
司
の
小
谷
真
功
さ
ん
は

「正
式
に
数
え
た
こ
と
は
な
い

け
れ
ど
三
万
人
は
超
え
て
い
ま
す
」
と
の
こ
と
。
集
ま
っ

た
人
に
宮
司
さ
ん
の
笑
顔
が
絶
え
な
い
。



ゆゆ

っ
び

神
社
の
法
被
を
ま
と
っ
た
氏
子
さ
ん
た
ち
が
陰
で
支
え

て
い
る
の
が
わ
か
る
。
絶
え
ず
掃
除
を
し
て
、
ゴ
ミ
入
れ

の
ゴ
ミ
を
ま
め
に
と
り
省
き
境
内
を
清
潔
に
保
っ
て
い
る
。

そ
ん
な
裏
方
さ
ん
た
ち
の
活
動
が
あ
る
こ
と
も
神
社
の
屋

台
を
楽
し
い
も
の
に
し
て
い

る
。

も
う
ひ
と
つ
人
気
を
集
め
て
い
る
の
が
、
江
戸
時
代
の

富
く
じ
を
復
活
し
た
「
高
津
の
富
」
だ
。
神
社
を
舞
台
に

し
た
「
高
津
の
富
」
と
い
う
落
語
が
実
際
に
あ
る
。
も
と

も
と
「
富
く
じ
」
は
神
社
の
修
理
の
資
金
を
集
め
る
た
め

に
江
戸
時
代
に
始
ま
っ
た
も
の
だ
と
い
う
。

そ
こ
で
、
昔
の
よ
う
に
箱
の
中
の
木
の
札
を
突
い
て
、
札

を
読
み
上
げ
る
形
を
再
現
し
た
の
で
あ
る
。

羽
織
袴
の
子
供
が
キ
リ
で
箱
の
中
の
木
札
を
つ
い
て
、

そ
れ
を
や
は
り
羽
織
袴
の
落
語
家
の
人
が
読
み
上
げ
る
。

読
み
札
は
干
支
と
番
号
が
あ
り
、
そ
れ
と

一
致
し
た
札
を

地食がおもしろい 四一一一品一一四一ー一--

フ
レ
ン
チ
の
屋
台
(
右
)
、
富
く
じ
(
左
上
)
、
イ
タ
リ
ア
ン
の
料
理
(
左
下
)

持
っ
て
い
る
と
あ
た
り
と
な
る
。

富
く
じ
は
境
内
の
売
り
場
で
一
枚
二
百
円
で
購
入
す
る
。

シ
l
ル
式
に
な
っ
て
い
て
、
木
札
に
貼
っ
て
箱
に
入
れ
る
。

そ
の
箱
が
神
社
の
本
殿
に
運
ば
れ
、
午
前
と
午
後
の
二
回

の
富
く
じ
の
札
突
き
と
な
る
の
で
あ
る
。
控
え
の
番
号
と

一
致
す
れ
ば
景
品
が
も
ら
え
る
。

景
品
は
米
一
俵
や
自
転
車
や
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
五
キ
ロ
の

塊
な
ど
、
ユ
ニ

ー
ク
な
も
の
ば
か
り
。
み
ん
な
富
く
じ
の

様
子
を
か
た
ず
を
の
ん
で
見
守
っ
て
い
る
。
当
た
っ
た
人

は
飛
び
上
が
っ
て
喜
ん
で
い
る
。
正
月
だ
か
ら
ほ
ん
と
に

め
で
た
い
。
札
売
り
は
女
性
障
の
氏
子
さ
ん
。
こ
の
人
た

ち
の
笑
顔
が
ま
た
と
て
も
よ
か
っ
た
。
富
く
じ
の
売
り
上

げ
が
祭
り
の
運
営
資
金
と
神
社
の
奉
納
と
な
る
。

小
谷
さ
ん
に
よ
る
と
開
催
は
二

O
O
二
年
か
ら
。
そ
れ

以
前
は
「
と
ん
ど
祭
り
」
に
は
、
二
千
人
も
く
れ
ば
よ
か

っ

た
と
い
う
か
ら
、
今
で
は
信
じ
ら
れ
な
い
。
「
一
般
の
祭
り

の
屋
台
と
違
い
お
い
し
い
屈
が
出
て
い
る
。
気
軽
な
楽
し

み
と
な
っ
て
神
社
を
知
っ

て
も
ら
う
機
会
に
な
り
ま
し
た」
o

高
津
宮

(高
津
神
社
)
は
、
千
日
前
通
と
谷
町
筋
の
交
差

点
の
近
く
に
あ
る
。
仁
徳
天
皇
を
主
神
と
し
て
八
六
六
年

に
始
ま
っ
た
と
い
う
。
一

五
八
三
年
に
現
在
地
に
移
り
、
昭

和
二
十
年
に
戦
火
に
あ
い
焼
失
。
昭
和
三
十
六
年
に
氏
子

の
力
で
復
興
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

最
近
は
周
囲
に
マ
ン
シ
ョ

ン
が
建
っ
た
り
、
氏
子
も
高
齢
化
す
る
な
ど
、
参
拝
者
も

激
減
し
て
き
で
い
た
と
い
う
。

そ
こ

で
相
談
を
、
つ
け
た
の
が
居
酒
屋
の
「
な
が
ほ
り
」
の

中
村
重
男
さ
ん
。
中
村
さ
ん
た
ち
が
支
援
し
て
い
る
落
語

の
会
「
黒
門
寄
席
」
を
、
神
社
に
譲
っ
て
も
ら
え
な
い
か

と
い
う
相
談
か
ら
だ
っ
た
。
そ
う
し
て
神
社
で
の
高
座
が

開
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
落
語
だ
け
で
な
く
食
の
文
化

も
発
信
し
よ
う
と
、
中
村
さ
ん
が
仲
間
に
呼
び
か
け
て
始

ま
っ
た
の
が
「
と
ん
ど
祭
り
」
で
の
屋
台
で
あ
る
。
「
大
阪

と
関
西
を
元
気
に
し
た
い
」
と
い
う
思
い
か
ら
だ
っ
た
と

一言う
が
、
な
ん
と
素
敵
な
祭
り
と
な
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
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