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尾嵜 彰廣
おざき あきひろ
合名会社神宗代表社員

1950年生まれ。1990年より現職。8代目店主。

都市の祭り〈天神祭〉

浪花商人の
元気で牽引
堂島の米市場、天満の青物市場と並び、大

阪の三大市場だった雑喉場
ざ こ ば

の魚市場。

神宗
かんそう

は1781年（天明元）に創業し、のちに移

った雑喉場で長く商いを続けてきた昆布・

佃煮の老舗です。良い材料がなければつく

らない、売らない、という真面目な姿勢を

貫き、2008年（平成20）には一次休業を敢行。

ニュースや新聞紙上でも報道され、大騒ぎ

されたと、尾嵜彰廣さんは苦笑いします。

天神祭に文楽船、落語船を出す現代の〈旦

那衆〉でもある尾嵜さんは、文楽、歌舞伎、

落語など上方芸能に造詣が深く、近松門左

衛門が描く江戸時代の〈大坂〉研究者でも

あります。水都大阪の祭りについて、尾嵜

さんにうかがいました。

１
０
０
隻
が
行
き
交
う
船
渡
御

天
神
祭
を
や
っ
て
い
る
の
は
、
商
売

と
は
ま
っ
た
く
関
係
な
い
ん
で
す
。
天

神
さ
ん
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
学
問

の
神
様
。
そ
れ
と
芸
術
の
神
様
で
す
。

き
っ
か
け
と
し
て
は
、
私
ど
も
の

元
々
の
出
生
地
が
天
満
宮
の
氏
地
だ
っ

た
か
ら
で
す
。
江
戸
時
代
か
ら
ず
っ
と

天
神
祭
に
は
か
か
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

会
社
ぐ
る
み
で
、
社
員
も
参
加
す
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
親
父
の
代
か
ら
で

す
ね
。
し
か
し
、
別
に
会
社
で
講
を
立

て
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
私
が
ど
ん

ど
こ
船
の
一
員
と
い
う
だ
け
で
す
。

さ
す
が
に
全
社
員
挙
げ
て
、
で
は
な

い
で
す
よ
、
仕
事
も
し
な
く
ち
ゃ
い
け

な
い
で
す
か
ら
…
。
私
だ
け
が
ち
ょ
っ

と
許
し
て
も
ら
っ
て
ね
。
社
員
に
も
、

手
伝
い
は
し
て
も
ら
い
ま
す
け
ど
。

我
々
は
問
屋
で
す
か
ら
、
船
で
昆
布

を
持
っ
て
き
て
い
て
舟
運
に
関
係
が
あ

っ
た
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
も
な
い
ん

で
す
。

し
か
し
、
天
神
祭
っ
て
い
う
の
は
も

の
す
ご
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
ん
で
す
。
世

界
最
大
の
水
上
祭
で
す
。

船
が
１
０
０
隻
、
観
客
は
大
体
い
つ

も
１
０
０
万
人
近
い
ん
で
す
。
そ
れ
と

船
に
乗
っ
て
る
人
が
１
万
人
。

い
ろ
い
ろ
な
船
が
出
て
い
て
、
乗
船

が
申
し
込
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

一
人
、
３
万
５
０
０
０
円
ぐ
ら
い
か
か

る
よ
う
で
す
。
ま
あ
、
そ
の
く
ら
い
か

か
る
ん
で
す
よ
本
当
に
、
船
っ
て
。
ど

ん
ど
こ
船
は
お
金
は
い
た
だ
き
ま
せ
ん
。

ご
招
待
者
ば
か
り
で
す
。

ど
ん
ど
こ
船
と
い
っ
て
も
、
聞
き
慣

れ
な
い
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
か
ら
、

ご
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

天
神
祭
で
は
、
陸
渡
御

り
く
と
ぎ
ょ

に
続
い
て
船ふ

な

渡
御

と
ぎ
ょ

が
行
な
わ
れ
ま
す
が
、
川
に
出
る

船
は
４
種
類
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

ま
ず
は
、
御
神
霊
を
乗
せ
た
御
鳳
輦

ご
ほ
う
れ
ん

奉
安
船
。
船
同
士
が
行
き
交
う
と
き
に

は
、
大
阪
締
め
と
呼
ば
れ
る
手
打
ち
が

交
換
さ
れ
ま
す
が
、
御
鳳
輦
奉
安
船
が

通
過
す
る
と
き
は
沈
黙
す
る
の
が
な
ら

わ
し
で
す
。
橋
の
中
央
に
正
中

せ
い
ち
�
う

の
覆
い

が
さ
れ
る
の
も
、
御
神
霊
を
乗
せ
た
御

鳳
輦
奉
安
船
を
見
下
ろ
す
こ
と
が
な
い

よ
う
に
と
い
う
配
慮
か
ら
で
す
。
渡
御

中
、
御
鳳
輦
船
で
は
水
上
祭
が
斎
行
さ

れ
て
い
ま
す
。

天
神
様
は
、
ず
っ
と
祟た

た

り
の
神
様
で

す
か
ら
ね
、
年
に
一
回
く
ら
い
は
外
に

出
し
て
あ
げ
よ
う
と
。
そ
れ
で
魂
を
御

鳳
輦
に
移
し
ま
し
て
ね
。
で
、
お
船
に

乗
せ
る
ん
で
す
よ
。
菅
原
道
真
公
の
命

日
が
25
日
で
す
か
ら
。

次
は
、
催
太
鼓

も
よ
お
し
だ
い
こ

船
や
地
車

じ
ぐ
る
ま

囃
子

は
や
し

船
な

ど
神
に
仕
え
る
講
社
の
供
奉
船

ぐ
ぶ
せ
ん

。
そ
し

て
協
賛
団
体
や
市
民
船
な
ど
、
神
を
お

迎
え
す
る
奉
拝
船
と
、
ど
ん
ど
こ
船
や

御
迎

お
む
か
え

人
形
船
、
落
語
船
や
文
楽
船
な
ど
、

自
由
に
航
行
し
て
祭
り
を
盛
り
上
げ
る

列
外
船
で
す
。
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１
９
３
７
年
（
昭
和
12
）
の
船
渡
御
で

は
、
船
が
２
０
０
隻
に
達
し
た
と
い
い

ま
す
が
、
現
在
は
警
備
の
都
合
も
あ
り

１
０
０
隻
ほ
ど
に
制
限
さ
れ
て
い
ま
す
。

船
の
動
き
な
ん
か
の
全
体
の
仕
切
り

は
、
天
満
宮
の
中
に
船
奉
行
っ
て
の
が

い
て
る
ん
で
す
。
で
、
我
々
は
そ
れ
に

従
い
な
が
ら
航
行
し
ま
す
。

大
阪
商
人
の
心
意
気

疫
病
の
祭
り
と
い
う
こ
と
で
す
と
、

祇
園
祭
り
な
ん
か
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
、

京
の
雅
び
に
対
し
て
、
大
阪
は
や
っ
ぱ

り
商
人
の
迫
力
が
あ
り
ま
す
。

天
神
祭
は
、
四
天
王
寺
別
院
の
愛
染

祭
、
住
吉
大
社
の
住
吉
祭
と
と
も
に
大

阪
三
大
夏
祭
り
の
一
つ
。
６
月
下
旬
の

愛
染
さ
ん
か
ら
始
ま
っ
て
、
７
月
25
日

の
天
神
祭
ま
で
、
約
１
カ
月
間
に
わ
た

っ
て
徐
々
に
盛
り
上
が
っ
て
い
く
。

夏
枯
れ
っ
て
あ
る
で
し
ょ
。
大
阪
商

人
だ
か
ら
、
イ
ベ
ン
ト
起
こ
し
て
、
夏

枯
れ
を
何
と
か
こ
う
、
盛
り
上
げ
よ
う

っ
て
と
こ
ろ
も
あ
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。

次
の
天
神
祭
に
備
え
た
準
備
と
い
う

の
は
、
終
わ
っ
た
途
端
に
始
ま
っ
て
い

ま
す
。
毎
年
同
じ
こ
と
を
や
っ
て
い
る

わ
け
で
す
が
、
反
省
会
を
し
ま
す
。
全

講
社
が
集
ま
り
ま
し
て
。

参
加
者
が
ど
れ
ぐ
ら
い
か
、
ち
ょ
っ

と
把
握
で
き
な
い
ん
で
す
が
、
多
い
で

す
よ
、
か
な
り
。
一
つ
の
講
社
で
も
、

太
鼓
な
ん
て
１
０
０
０
人
く
ら
い
は
、

い
て
る
で
し
ょ
う
。

我
々
、
ど
ん
ど
こ
船
は
70
〜
80
名
と

い
う
と
こ
ろ
で
す
ね
。
相
当
な
数
の
人

間
が
神
社
に
集
ま
り
ま
す
。

全
部
の
講
社
の
役
員
が
出
席
す
る
反

省
会
に
は
、
非
常
に
厳
し
い
話
が
出
ま

す
。で

も
そ
れ
も
、
み
ん
な
が
こ
う
、
立

場
が
同
じ
っ
て
い
う
か
、
悪
い
こ
と
を

直
し
て
い
く
っ
て
い
う
こ
と
で
、
団
結

し
ま
す
。
神
事
で
す
か
ら
、
間
違
い
の

な
い
よ
う
に
や
ら
な
い
と
。

ど
ん
ど
こ
船
を
漕
ぐ
の
は
ね
、
一
隻

40
人
く
ら
い
で
し
ょ
う
か
ね
。
漕
ぐ
練

習
と
か
も
、
毎
日
曜
日
や
っ
て
ま
す
。

練
習
は
、
木
場
。
大
阪
の
貯
木
場
で
。

練
習
し
な
が
ら
、
こ
こ
の
ペ
ン
キ
が

剥
げ
て
る
と
か
、
提
灯
の
こ
こ
を
直
そ

う
と
か
、
準
備
を
兼
ね
て
。
準
備
や
練

習
に
、
そ
ん
な
に
何
度
も
何
度
も
顔
合

わ
せ
て
い
る
と
、
や
っ
ぱ
り
チ
ー
ム
に

な
り
ま
す
。

そ
れ
と
金
銭
が
伴
わ
な
い
の
が
、
い

い
。
ア
ル
バ
イ
ト
じ
ゃ
な
く
、
皆
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
で
や
っ
て
ま
す
ん
で
ね
。
上

下
関
係
は
厳
し
い
で
す
。
親
だ
っ
て
子

供
に
そ
ん
な
強
い
こ
と
言
え
な
い
時
代

に
、
上
か
ら
ボ
ロ
ク
ソ
言
わ
れ
ま
す
。

氏
子
の
家
だ
け
で
は
、
そ
ん
だ
け
人

数
が
ま
か
な
え
な
い
で
し
ょ
う
か
ら
、

講
社
が
あ
っ
て
ね
。

講
社
っ
て
い
う
の
は
町
衆
が
ス
ポ
ン

サ
ー
に
な
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
古

い
、
た
と
え
ば
天
満
だ
っ
た
ら
海
産
物



と
か
、
そ
う
い
っ
た
会
社
が
講
社
を
つ

く
る
ん
で
す
。

な
く
な
っ
て
い
っ
て
る
講
社
も
あ
る

ん
で
す
よ
。
今
年
も
、
や
っ
て
い
け
な

い
か
ら
や
め
さ
し
て
く
だ
さ
い
と
、
一

つ
や
め
ら
れ
ま
し
た
。
誰
か
が
継
い
で

も
い
い
と
思
う
ん
で
す
が
、
ど
こ
も
手

を
上
げ
な
か
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
、
お

金
が
か
か
り
ま
す
か
ら
。

講
社
を
認
め
る
か
認
め
な
い
か
を
決

め
る
の
は
、
講
社
連
合
会
で
す
。
講
社

連
合
会
の
役
員
会
で
決
め
て
、
天
満
宮

に
上
申
す
る
ん
で
す
。

船
の
手
配
は

ど
ん
ど
こ
船
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
始
ま

っ
た
か
は
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
ん
で
す

が
、
木
場
の
人
た
ち
が
手
漕
ぎ
の
伝
馬

船
を
漕
い
で
、
船
渡
御
見
物
に
行
っ
た

の
が
始
ま
り
で
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
昔
は
千
代
崎
（
大
阪
ド
ー
ム
の
そ

ば
）
に
天
満
宮
の
御
旅
所
が
あ
っ
て
、

船
渡
御
は
そ
こ
ま
で
下
っ
て
い
ま
し
た

か
ら
。

大
阪
も
昔
は
水
の
都
と
い
わ
れ
て
い

ま
し
て
、
そ
の
こ
ろ
は
物
資
を
運
ぶ
の

に
は
小
さ
な
三
十
石
船
と
か
艀

は
し
け

と
か
、

そ
う
い
う
船
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
ん
で

す
よ
。
木
の
船
が
ね
。

艀
っ
て
い
う
の
は
四
角
い
木
の
船
な

ん
で
、
そ
れ
に
材
木
載
せ
て
上
流
ま
で

上
が
っ
て
く
る
と
か
。
ト
ラ
ッ
ク
よ
り
、

た
く
さ
ん
の
物
が
運
べ
ま
す
ん
で
。

我
々
の
若
い
こ
ろ
は
、
道
頓
堀
の
ち

ょ
っ
と
下
は
、
も
う
材
木
市
場
。
原
木

が
長
堀
辺
り
ま
で
浮
か
ん
で
い
た
ん
で

す
よ
。

材
木
を
運
ぶ
の
に
、
以
前
は
そ
う
い

う
船
を
使
っ
て
た
ん
で
す
け
ど
、
今
は

使
わ
れ
な
く
な
っ
て
き
て
い
て
。

そ
れ
で
も
大
阪
は
水
路
が
多
い
ん
で
、

砂
船
と
か
台
船
が
、
ま
だ
使
わ
れ
て
い

る
。
台
船
っ
て
い
う
の
は
、
四
角
い
鉄

の
バ
ー
ジ
で
す
ね
。
大
量
に
乗
れ
ま
す

の
で
、
昔
と
比
べ
た
ら
規
模
が
大
き
い

で
す
よ
。
船
渡
御
に
出
る
１
０
０
隻
の

船
は
、
こ
う
い
う
船
を
利
用
し
て
い
ま

す
。私

な
ん
か
が
や
り
始
め
た
こ
ろ
は
、

今
の
よ
う
に
遊
覧
船
と
か
の
業
者
も
い

な
か
っ
た
ん
で
、
大
阪
市
の
渡
船

と
せ
ん

が
中

古
に
な
っ
て
入
札
が
あ
っ
た
と
き
に
買

い
に
行
き
ま
し
た
。

買
っ
た
と
き
は
、
新
品
買
っ
た
ら
大

変
だ
か
ら
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
修

繕
費
が
か
か
り
過
ぎ
ち
ゃ
っ
て
、
今
か

ら
考
え
た
ら
新
品
買
っ
た
ほ
う
が
安
か

っ
た
な
と
。

船
を
維
持
す
る
の
は
、
も
う
、
苦
労

ば
っ
か
り
で
す
。
お
金
も
か
か
り
ま
す

し
。昔

は
ね
、
京
都
ま
で
三
十
石
船
を
借

り
に
行
っ
て
た
ん
で
す
よ
。
伏
見
か
ら

大
阪
へ
下
っ
て
く
る
で
し
ょ
、
そ
う
い

う
観
光
船
で
三
十
石
船
が
あ
っ
た
ん
で

す
よ
、
そ
れ
を
借
り
て
き
て
ね
。

で
、
私
も
ま
だ
若
か
っ
た
ん
で
、
三
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十
石
船
の
操
船
ア
ル
バ
イ
ト
し
た
り
し

ま
し
た
。
私
も
あ
る
程
度
操
船
で
き
ま

す
ん
で
、
テ
レ
ビ
の
撮
影
な
ん
か
と
い

う
と
、
宇
治
川
ま
で
手
伝
い
に
行
っ
て

た
ん
で
す
よ
。
手
伝
い
に
来
て
く
れ
と
、

言
わ
れ
た
ら
行
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
ち

ら
も
、
借
り
た
り
す
る
わ
け
で
す
か
ら
。

大
阪
の
治
水
事
業

高
度
経
済
成
長
で
川
が
汚
れ
た
り
、

人
の
暮
ら
し
が
水
と
離
れ
て
し
ま
っ
た

り
み
た
い
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
え
。

治
水
事
業
も
、
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
し

て
。
私
も
や
り
始
め
た
こ
ろ
は
、
よ
く

揉
め
ま
し
た
ね
。
大
阪
府
と
か
大
阪
市

と
か
に
、
こ
ん
な
所
に
船
を
止
め
る
な
、

と
言
わ
れ
た
り
ね
。

今
は
も
う
、
も
の
す
ご
く
開
か
れ
て

き
て
、「
桟
橋
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
」

と
か
、
積
極
的
に
水
路
を
活
用
す
る
方

向
に
な
り
ま
し
た
。
ま
っ
た
く
１
８
０

度
の
転
回
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
や
り
や

す
く
な
り
ま
し
た
。
10
年
ぐ
ら
い
前
か

ら
急
に
変
わ
り
ま
し
た
。

以
前
は
い
ろ
い
ろ
働
き
か
け
て
も
、

お
役
所
で
す
か
ら
、
例
え
ば
道
頓
堀
の

戎え
び
す橋

に
あ
っ
た
桟
橋
は
大
阪
市
の
河
川

課
の
も
の
だ
っ
た
ん
で
す
が
、
使
わ
せ

て
く
れ
な
い
ん
で
す
。
借
り
る
の
に
、

も
の
す
ご
く
や
や
こ
し
い
こ
と
を
要
求

さ
れ
る
。

そ
の
当
時
も
水
門
が
あ
っ
た
ん
で
す

が
、
い
ろ
い
ろ
提
出
し
て
開
け
る
時
間

も
調
整
を
し
て
。
で
も
、
水
門
が
で
き

る
前
か
ら
、
う
ち
ら
は
お
祭
り
や
っ
て

た
ん
や
か
ら
、
何
で
水
門
の
許
可
も
ら

わ
な
あ
か
ん
ね
ん
と
。
河
川
課
が
で
き

た
ん
が
先
か
、
天
神
祭
が
先
か
、
ど
っ

ち
や
ね
ん
と
い
う
こ
と
で
ね
。
今
は
も

う
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
で
す
よ
。
協

力
的
で
す
。

大
阪
府
の
治
水
事
業
と
い
う
の
は
、

も
う
20
年
位
前
に
１
０
０
％
終
わ
っ
て

る
ん
で
す
。
あ
る
治
水
事
務
所
に
、
す

ご
く
良
い
所
長
さ
ん
が
お
ら
れ
て
ね
、

そ
の
方
の
お
蔭
で
す
。

大
阪
は
洪
水
が
な
い
で
し
ょ
。
東
京

の
よ
う
に
バ
ァ
ッ
と
あ
ふ
れ
る
と
か
は
、

な
い
。
大
阪
の
治
水
事
業
と
い
う
の
は

世
界
一
な
ん
で
す
。
す
べ
て
完
璧
に
終

わ
っ
た
ん
で
す
。

東
大
阪
の
ち
ょ
っ
と
向
こ
う
側
は
、

以
前
は
よ
く
浸
か
っ
た
ん
で
す
よ
。
と

こ
ろ
が
大
和
川
に
大
き
な
ト
ン
ネ
ル
を

つ
く
り
、
新
淀
川
を
つ
く
り
ま
し
て
ね
、

そ
れ
で
す
べ
て
完
成
し
た
ん
で
す
。

昔
は
も
う
、
明
治
時
代
に
も
、
天
神

橋
と
か
が
も
の
す
ご
く
流
れ
た
。
大
氾

濫
し
た
ん
で
す
け
れ
ど
、
も
う
そ
れ
も

な
く
な
り
ま
し
た
。

だ
か
ら
、
自
慢
で
き
る
で
し
ょ
っ
て
。

大
阪
の
治
水
担
当
者
に
言
う
ん
で
す
よ

「
世
界
一
の
治
水
都
市
を
宣
伝
し
た
ら

ど
う
や
」
っ
て
。

し
か
し
、
予
算
取
り
が
ね
、
大
阪
市

も
大
阪
府
も
治
水
事
業
の
予
算
を
取
ら

な
あ
か
ん
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
も
う
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ん
か
見
れ
な
い
で
す
よ
、
私
で
も
見
た

こ
と
な
い
で
す
。

業
者
に
依
頼
し
て
、
４
〜
５
年
か
か

っ
て
ビ
デ
オ
撮
っ
た
ん
で
す
け
ど
ね
、

そ
れ
が
一
番
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
で
す
か
。

大
阪
の
帝
国
ホ
テ
ル
で
も
、
天
神
祭
が

近
づ
く
と
ビ
デ
オ
を
流
し
て
い
る
と
思

い
ま
す
。

毎
年
、
も
の
す
ご
い
数
の
観
光
客
が

み
え
ま
す
が
、
や
は
り
、
氏
子
と
い
う

か
、
講
の
人
間
は
、
観
光
客
と
は
完
全

に
別
で
す
。
何
か
こ
う
、
参
加
し
て
い

る
気
持
ち
に
な
る
ん
で
す
。

講
社
っ
て
い
う
の
は
氏
地
の
一
つ
じ

ゃ
な
い
ん
で
す
よ
。
船
渡
御
を
す
る
の

は
講
社
で
あ
っ
て
ね
、
氏
子
と
は
違
う

ん
で
す
。
講
社
と
氏
子
と
両
方
あ
っ
て
、

氏
子
さ
ん
の
御
鳳
輦
と
か
氏
子
の
中
に

あ
る
講
社
も
あ
る
ん
で
す
。

私
が
一
番
良
い
と
思
う
の
は
ね
、
お

祭
り
っ
て
い
う
の
は
世
代
感
が
な
い
ん

で
す
よ
。
ベ
テ
ラ
ン
や
年
寄
り
か
ら
、

本
当
に
子
供
ま
で
一
体
に
な
れ
る
ん
で

す
。そ

れ
で
ち
ゃ
ん
と
受
け
継
が
れ
て
い

く
。
ど
こ
の
家
で
も
そ
う
で
す
け
ど
、

装
束
を
着
せ
る
と
、
子
供
が
変
わ
り
ま

す
ね
。
最
近
の
子
供
っ
て
目
が
死
ん
で

る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
で
も
大
人
っ
ぽ

く
格
好
よ
く
着
せ
て
や
る
と
、
ち
ゃ
ん

と
ピ
シ
ッ
と
決
ま
り
ま
す
し
、
勢
い
が

出
て
き
ま
す
ね
。

あ
ん
な
に
大
き
な
船
を
、
陸
に
宮
入

り
さ
す
ん
で
す
、
ク
レ
ー
ン
で
船
を
吊

り
上
げ
て
。
昔
は
こ
ん
な
護
岸
じ
ゃ
な

か
っ
た
か
ら
、
も
の
す
ご
い
大
勢
で
人

手
で
担
い
で
ま
し
た
。

そ
れ
で
、
子
供
ど
ん
ど
こ
と
い
う
の

が
６
、
７
年
前
か
ら
始
ま
っ
て
、
ま
だ

漕
ぐ
力
の
な
い
子
供
た
ち
で
も
宮
入
り

だ
け
経
験
さ
せ
る
。

小
さ
く
て
も
装
束
を
着
け
て
宮
入
り

す
る
姿
は
、
な
か
な
か
格
好
が
良
く
て
、

親
た
ち
が
、「
験げ

ん

が
い
い
、
験
が
い
い
」

っ
て
言
う
ん
で
す
。
で
、
そ
の
子
た
ち

に
「
も
う
ち
ょ
っ
と
年
長
に
な
っ
て
く

る
と
船
に
乗
れ
る
ぞ
」
と
か
言
っ
て
刷

り
込
ん
で
い
く
ん
で
す
。
実
際
は
20
歳

く
ら
い
に
な
ら
な
い
と
漕
げ
な
い
ん
で

す
が
ね
、
そ
の
船
は
。

天
神
祭
の
魅
力
の
一
つ
は
、
音
。
本

当
に
音
が
い
い
ん
で
す
よ
、
大
阪
の
地

の
音
が
し
ま
す
。

お
囃
子
が
全
部
違
う
ん
で
す
よ
。
私

も
調
べ
た
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
け
れ

ど
、
音
は
、
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
ね
。

音
が
混
在
す
る
と
こ
ろ
が
い
い
ん
で
す

よ
。で

も
、
ど
ん
ど
こ
船
で
は
、
音
出
し

の
練
習
は
し
ま
せ
ん
。
太
鼓
や
鉦か

ね

を
叩

く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
黙
っ
て
漕
い

で
も
息
が
合
わ
な
い
か
ら
。
我
々
ど
ん

ど
こ
船
は
、
船
を
漕
ぐ
と
き
に
は
ガ
レ

ー
船
じ
ゃ
な
い
で
す
け
ど
、
リ
ズ
ム
が

い
る
ん
で
ね
え
。
タ
イ
ミ
ン
グ
合
わ
せ

る
の
に
も
。
そ
れ
で
、
早
く
漕
が
せ
た

い
と
き
は
、
鉦
を
早
く
打
っ
た
り
し
て

ね
。
奴
隷
船
み
た
い
な
も
ん
で
す
か
ら
。
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い
っ
ぺ
ん
ね
、
今
ま
で
つ
く
っ
た
護
岸

を
つ
ぶ
し
て
ま
た
建
て
直
し
。
と
り
あ

え
ず
、
ま
ず
は
治
水
あ
り
き
だ
っ
た
け

れ
ど
、
次
は
も
う
、
美
観
に
き
た
ん
で

す
。

年
寄
り
か
ら
子
供
ま
で
の

一
体
感

天
神
祭
は
内
容
も
盛
り
だ
く
さ
ん
だ

し
、
動
き
が
あ
る
か
ら
一
度
で
全
体
な
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そ
れ
と
御
迎
人
形
船
に
の
せ
る
御
迎

人
形
っ
て
い
う
の
が
あ
っ
て
、
元
禄
期

（
１
６
８
８
〜
１
７
０
４
年
）
か
ら
は
、
文
楽

や
お
芝
居
を
元
に
し
た
大
き
な
人
形
を

つ
く
っ
て
る
ん
で
す
。
祭
り
の
前
に
町

内
に
飾
ら
れ
、
祭
り
に
な
る
と
船
に
高

く
人
形
を
掲
げ
て
神
霊
を
迎
え
た
こ
と

が
始
ま
り
と
い
わ
れ
ま
す
。

享
保
年
間
（
１
７
１
６
〜
１
７
３
６
年
）

に
人
形
芝
居
が
盛
ん
に
な
る
と
、
４
ｍ

以
上
あ
る
大
型
の
御
迎
人
形
も
つ
く
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

１
８
４
６
年
（
弘
化
３
）
の
『
天
満
宮

御
神
事
御
迎
舩
人
形
図
会
』
に
は
44
体

あ
っ
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
維
新

や
戦
禍
で
多
く
が
焼
け
て
し
ま
い
、
残

っ
て
い
る
の
は
15
体
。
内
14
体
は
大
阪

府
有
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い

ま
す
。
歴
史
的
に
価
値
の
あ
る
も
の
な

の
で
、
今
は
も
う
船
渡
御
の
御
迎
人
形

船
に
は
飾
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
天
神
祭
の

期
間
中
数
体
が
展
示
さ
れ
る
か
ら
、
大

阪
帝
国
ホ
テ
ル
と
か
で
見
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

〈
天
満
天
神
繁
昌
亭
〉
は
、
２
０
０
６

年
（
平
成
18
）
に
大
阪
天
満
宮
の
す
ぐ
そ

ば
に
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
記

念
し
て
、
前
の
年
の
天
神
祭
に
は
、
上

方
落
語
協
会
の
桂
三
枝
会
長
な
ど
約
30

人
の
落
語
家
が
乗
船
し
て
、
花
火
を
見

な
が
ら
笑
い
に
興
じ
る
と
い
う
〈
天
満

天
神
繁
昌
船
〉
と
い
う
船
も
出
ま
し
た
。

天
神
祭
は
、
も
う
、
い
ろ
ん
な
こ
と

で
芸
能
と
か
か
わ
り
が
あ
り
ま
す
。

落
語
船
や
文
楽
船
は
、
以
前
は
大
阪

の
企
業
数
社
が
ス
ポ
ン
サ
ー
に
な
っ
て

い
た
ん
で
す
が
、
10
年
ぐ
ら
い
前
に
み

な
さ
ん
撤
退
さ
れ
た
。
そ
れ
で
私
ん
と

こ
が
、
今
は
出
さ
せ
て
も
ら
っ
て
ま
す
。

代
々
や
っ
て
ま
し
た
ん
で
、
や
ら
ざ
る

を
得
ん
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で
す
。
私
は

根
が
好
き
な
も
ん
で
、
の
め
り
込
ん
で

お
り
ま
す
が
。
社
員
は
や
め
て
ほ
し
い

と
思
っ
と
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
昨

年
は
せ
ん
と
く
ん
船
も
出
し
ま
し
た
。

う
ち
の
お
じ
い
さ
ん
は
義
太
夫
を
、

お
ば
あ
さ
ん
や
お
ば
さ
ん
は
地
唄
を
や

っ
て
い
ま
し
た
。
文
楽
を
初
め
て
見
た

の
は
、
幼
稚
園
の
こ
ろ
。
そ
う
い
う
家

に
育
っ
た
お
蔭
で
、
文
楽
や
歌
舞
伎
も

伝
統
芸
能
と
い
う
よ
り
か
、
生
き
た
リ

ア
ル
な
も
の
と
し
て
身
近
に
感
じ
て
楽

し
め
ま
す
。

「
女
殺
油
地
獄

お
ん
な
ご
ろ
し
あ
ぶ
ら
の
じ
ご
く」「

冥
途
の
飛
脚
」「
心

中
天
網
島
」
の
解
説
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を

つ
く
っ
て
、
公
演
で
無
料
配
布
さ
せ
て

も
ら
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
は
、
み
ん
な
豊
竹
咲
大
夫
師
匠
と

お
話
し
し
て
で
き
た
も
の
で
す
。
大
阪

で
商
売
で
き
る
の
も
、
文
楽
さ
ん
の
お

蔭
と
思
う
て
る
ん
で
す
よ
。

私
の
お
ば
あ
さ
ん
の
時
代
は
、
音
曲

は
町
人
の
素
養
だ
っ
た
。
そ
れ
を
肌
で

わ
か
る
自
分
が
、
今
の
う
ち
に
書
い
て

残
し
て
お
か
な
い
と
。
ど
ん
ど
こ
船
も
、

同
じ
気
持
ち
で
や
っ
て
い
る
ん
で
す
。

音
曲
は
町
人
の
素
養

芝
居
に
は
、「
菅
原
伝
授
手
習
鑑
」

と
か
ね
、
天
神
さ
ん
を
も
と
に
し
た
芝

居
も
あ
り
ま
す
で
し
ょ
。
で
文
楽
の

「
心
中
天
網
島
」
な
ん
て
の
は
天
神
さ

ん
の
前
に
住
ん
で
ま
し
た
か
ら
ね
、
紙

屋
治
兵
衛
は
。

オペラやバレエは見に行くのに、「文
楽や歌舞伎は敷居が高い」と思ってい
るのが、今の日本人の大多数ではない
か。尾嵜さんは、幼少のころから慣れ
親しんだ文楽と、そんな現代日本人の
間の溝を埋め、親しんでもらうための
パンフレットを豊竹咲大夫師匠と一緒
につくった。自分たちが暮らす町で繰
り広げられた人間ドラマとしての解説
は、文楽をぐっと身近な魅力あふれる
演目にしてくれる。

『浪華どんどこ夜想』『男達の熱い日々』
の2冊は、どんどこ船講元の夏凪一嘉
さんが発行人、尾嵜さんが編集人とな
ってつくられた写真集だ。



編
集
部
の
天
神
祭
レ
ポ
ー
ト
　

大
阪
天
満
宮
が
創
祀
さ
れ
た
の
は
、

９
４
９
年
（
天
暦
３
）。
天
神
祭
は
、
そ
の

翌
々
年
か
ら
始
ま
っ
た
。
社
頭
の
浜
か

ら
神
鉾
を
大
川
（
淀
川
）
に
流
し
、
漂
着

し
た
下
流
の
地
を
そ
の
年
限
り
の
仮
設

の
御
旅
所
に
す
る
〈
鉾
流

ほ
こ
な
が
し

神
事
〉
が
行

な
わ
れ
、
こ
れ
以
降
、
神
様
は
年
に
一

度
、
御
旅
所
に
渡
御
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
渡
御
と
い
う
の
は
、
神
様
が
お

出
か
け
に
な
る
と
い
う
意
味
だ
。

こ
の
渡
御
を
慶

よ
ろ
こ

ん
だ
地
元
民
が
、
お

供
の
行
列
を
仕
立
て
た
の
が
、
天
神
祭

の
始
ま
り
だ
。

渡
御
列
は
、
ま
ず
は
陸
路
で
氏
地
を

巡
り
、
次
に
船
に
乗
り
換
え
て
、
船
路

で
御
旅
所
に
向
か
う
。
そ
れ
ら
を
各
々

〈
陸
渡
御
〉〈
船
渡
御
〉
と
呼
ぶ
。

神
職
と
氏
子
、
崇
敬
者
に
よ
る
地
域

祭
礼
と
し
て
始
ま
っ
た
が
、
江
戸
時
代

に
な
る
と
大
坂
に
は
商
人
文
化
が
花
開

き
、
天
神
祭
も
活
気
を
帯
び
て
、
全
国

に
知
ら
れ
る
祭
り
に
な
っ
て
い
っ
た
。

仮
設
だ
っ
た
御
旅
所
が
常
設
に
な
っ

た
の
は
、
江
戸
時
代
の
初
頭
。
こ
う
な

る
と
、
御
旅
所
周
辺
の
住
民
も
船
を
出

し
て
船
渡
御
さ
れ
る
神
様
を
お
迎
え
す

る
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
元
禄
文
化
が

開
花
す
る
と
、
御
迎
船
の
舳
先
に
は
豪

華
絢
爛
な
御
迎
人
形
を
立
て
る
よ
う
に

な
る
。
人
形
の
意
匠
を
競
っ
て
船
体

が
飾
ら
れ
て
、
評
判
を
呼
ん
だ
。
一
つ

に
は
文
楽
の
隆
盛
に
よ
り
、
文
楽
の
人

形
師
が
腕
を
奮
っ
た
、
と
い
う
こ
と
も

あ
ろ
う
。

１
９
５
３
年
（
昭
和
28
）
地
盤
沈
下
に

よ
っ
て
橋
桁
が
下
が
り
、
船
の
航
行
に

支
障
が
生
じ
た
た
め
、
こ
れ
ま
で
と

は
逆
方
向
に
コ
ー
ス
が
変
更
さ
れ
、
天

神
橋
付
近
か
ら
出
発
し
た
船
渡
御
は
、

大
川
の
上
流
に
向
か
う
よ
う
に
な
り
、

奉
拝
船
は
飛
翔
橋
付
近
を
出
発
し
、
下

流
に
向
か
う
よ
う
に
な
っ
た
。

天
神
祭
は
７
月
24
日
の
宵
宮
祭

よ
み
や
さ
い

の
神

事
か
ら
ス
タ
ー
ト
を
切
る
。
続
い
て
、

朝
の
８
時
50
分
ご
ろ
、
斎
船
で
堂
島
川

の
中
程
に
漕
ぎ
出
し
、
神
童
に
よ
っ
て

神
鉾
が
流
さ
れ
る
。

こ
の
あ
と
の
陸
渡
御
は
、
催
太
鼓

も
よ
お
し
だ
い
こ

に

よ
っ
て
先
陣
が
切
ら
れ
、
地
車

じ
ぐ
る
ま

囃
子

は
や
し

や

獅
子
舞
が
続
く
。

翌
25
日
が
本
宮
。
陸
渡
御
列
が
発
進

す
る
前
に
は
、
境
内
で
待
機
す
る
牛
や

馬
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
旧
・
此
花

町
の
氏
子
有
志
に
よ
る
福
梅
講
は
、
牛

曳
童
児
を
率
い
る
が
、
こ
の
講
の
牛
は
、

何
と
も
美
し
く
、
見
た
こ
と
も
な
い
よ

う
な
気
品
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。

陸
渡
御
列
発
進
は
午
後
３
時
半
か
ら

な
の
で
、
徐
々
に
人
出
が
増
え
て
く
る
。

延
々
と
繰
り
広
げ
ら
れ
る
陸
渡
御
は
、

総
勢
約
３
０
０
０
人
と
い
う
。
真
夏
の

炎
天
下
に
行
な
わ
れ
る
渡
御
列
だ
が
、

目
に
涼
や
か
な
絽
の
狩
衣

か
り
ぎ
ぬ

な
ど
、
昔
か

ら
の
暑
い
夏
を
や
り
過
ご
す
知
恵
が
そ

こ
か
し
こ
に
垣
間
み
ら
れ
る
の
も
楽
し
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み
の
一
つ
だ
。
稚
児
さ
ん
の
列
に
付
き

添
う
母
親
の
多
く
が
、
粋
な
着
物
姿
で

あ
る
の
も
風
情
を
感
じ
さ
せ
る
。

陸
渡
御
を
終
え
た
一
団
は
、
次
々
に

乗
船
。
徐
々
に
訪
れ
た
薄
暮
に
、
提
灯

の
あ
か
り
が
映
え
る
よ
う
に
な
る
と
、

水
面

み
な
も

に
映
っ
た
あ
か
り
が
ゆ
ら
ゆ
ら
揺

れ
始
め
る
。

実
は
、
尾
嵜
さ
ん
が
乗
ら
れ
て
い
る

ど
ん
ど
こ
船
と
い
う
の
は
、
船
渡
御
の

列
に
は
加
わ
ら
な
い
。
中
之
島
か
ら
道

頓
堀
ま
で
縦
横
無
尽
に
漕
ぎ
回
り
、
行

き
交
う
船
と
、
大
阪
締
め
と
呼
ば
れ
る

手
打
ち
を
交
換
す
る
盛
り
上
げ
役
、
ム

ー
ド
メ
ー
カ
ー
な
の
だ
。

ち
な
み
に
大
阪
締
め
と
い
う
の
は
、

打
ち
ま
し
ょ
（
チ
ョ
ン
チ
ョ
ン
）

も
ひ
と
つ
せ
ぇ
（
チ
ョ
ン
チ
ョ
ン
）

祝
う
て
三
度

（
チ
ョ
チ
ョ
ン
ガ
チ
ョ
ン
）

と
打
つ
。

し
か
し
、
こ
れ
と
て
も
昔
は
「
祝
う

て
三
度
」
な
ど
と
い
う
気
取
っ
た
こ
と

は
言
わ
な
か
っ
た
、
と
言
う
長
老
は
多

い
。「
木
場
や
市
場
の
人
間
は
柄
の
悪

い
の
が
祭
り
と
思
っ
て
い
る
か
ら
、

『
よ
い
や
さ
で
ぇ
』
で
仕
舞
い
だ
っ
た
」

そ
う
だ
。

そ
れ
で
も
、
大
阪
締
め
は
今
の
ス
タ

イ
ル
で
す
っ
か
り
定
着
し
、
天
神
祭
だ

け
で
は
な
く
証
券
取
引
所
や
経
済
界
の

会
合
な
ど
で
も
使
わ
れ
る
と
い
う
か
ら
、

伝
統
の
創
造
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
く

し
か
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
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御
旅
所
へ
向
か
う
途
上
で
、
御
鳳
輦

奉
安
船
の
船
上
で
は
船
上
祭
が
行
な
わ

れ
る
。
華
や
か
に
打
ち
上
げ
ら
れ
る
花

火
も
、
人
間
の
た
め
で
は
な
く
、
神
様

に
捧
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。

船
渡
御
を
終
え
て
上
陸
し
た
一
団
は
、

天
満
宮
表
門
へ
と
進
み
、
フ
ィ
ナ
ー
レ

と
し
て
宮
入
り
が
行
な
わ
れ
る
。
こ
こ

で
も
催
太
鼓
の
面
々
と
大
阪
締
め
が
交

換
さ
れ
、
賑
や
か
さ
は
ま
だ
ま
だ
終
わ

ら
な
い
。

最
後
は
神
事
で
あ
る
〈
還
御
祭
〉
が

執
り
行
な
わ
れ
、
二
日
間
に
わ
た
る
天

神
祭
の
幕
が
下
ろ
さ
れ
る
。

と
に
か
く
出
し
物
が
多
い
の
と
、
参

加
者
数
が
多
い
の
で
、
祭
り
の
高
揚
感

が
た
っ
ぷ
り
と
満
喫
で
き
る
こ
と
請
け

合
い
だ
。
こ
の
祭
り
の
全
行
程
に
つ
き

合
お
う
と
思
っ
た
ら
、
余
程
体
力
を
つ

け
て
お
か
な
い
と
と
て
も
無
理
と
感
じ

た
。
参
加
す
る
人
も
、
覚
悟
が
い
る
だ

ろ
う
。
日
頃
か
ら
鍛
え
て
お
か
な
い
と

炎
天
下
で
ひ
っ
く
り
返
り
そ
う
で
あ
る
。

見
物
人
の
数
も
尋
常
で
な
い
の
で
、

食
事
を
す
る
と
こ
ろ
は
も
ち
ろ
ん
、
花

火
見
物
の
た
め
に
移
動
し
よ
う
な
ど
と

考
え
て
も
、
人
の
流
れ
に
阻
ま
れ
て
、

思
い
通
り
に
い
か
な
い
も
の
と
最
初
か

ら
諦
め
て
お
か
な
く
て
は
。
祭
り
見
物

で
橋
が
落
ち
た
、
と
い
う
江
戸
時
代
の

話
が
腑
に
落
ち
る
よ
う
な
人
出
で
、
夏

枯
れ
を
吹
き
飛
ば
す
、
浪
花
商
人
の
威

勢
の
良
さ
健
在
と
い
う
と
こ
ろ
か
。

大阪天満宮

鉾流神事
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神
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難
波
橋

淀
屋
橋

大
江
橋
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船
渡
御

大
川
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