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は
じ
め
に

高

橋

晋

一
口
黒

回

幸

子

新
仏
を
祀
る
盆
棚

―
徳
島
県
美
馬
都
半
口
町
の
事
例
よ
り

お
企
に
死
者
の
霊

（先
祖
　
新
仏
　
無
縁
仏
）
を
祀
る
た
め
に
臨
時
に
作
ら
れ
る
祭

壇
の
こ
と
を

「盆
棚
」
と
呼
ぶ
。

盆
棚
祭
祀
の
あ
り
方
は
、
日
本
人
の
祖
霊
観
の
構
造

と
変
容
の
過
程
を
解
明
す
る
上
で
重
要
な
手
が
か
り
に
な
る
と
考
え
ら
れ
、

柳
口
囲
男

以
来
、

多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
↑
〓

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は

特
に
、

新
仏
や
無
縁
仏
は
先
祖
と
は
別
の
場
所
に

（傘
棚
を
設
け
て
）
祀
ら
れ
る
こ
と

が
多
い
こ
と
に
関
心
が
集
ま
り
、

そ
の
祀
ら
れ
る
場
所
の
特
質
や
、

別
の
場
所
に
祀
ら

れ
る
理
由
、

祀
ら
れ
る
場
所
の
変
遷
な
ど
に
関
す
る
検
討
が
な
さ
れ
て
き
た
。

小
松

（喜
多
村
）
理
子
は
、

全
国
の
新
仏
を
祀
る
企
棚
の
事
例
を
比
較
検
討
し
た
結

果
、

新
仏
を
祀
る
地
点

（場
所
）
に
は
全
国
的
に
共
通
す
る
特
色
は
な
く
、

盆
棚
の
位

置
か
ら
見
る
限
り
、

そ
の
土
地
土
地
に
限
ら
れ
た
区
別
の
仕
方
に
過
ぎ
な
い

［小
松

一
九
七
六
　
一
一五
～
二
六
］
と
論
じ
て
い
る
。

ま
た
、

祖
霊
祭
祀
の
あ
り
方

（特
に
祖

霊
の
迎
え
方
　
送
り
方
）
は
地
域
に
よ
つ
て
多
様
で
あ
り
、

そ
の
論
理
に

一
貫
性

・
整

合
性
を
見
い
だ
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る

「喜
多
村
　
一
九
九
人
　
一
七

四
～
一
七
六
］。

つ
ま
り
、

新
仏
を
含
め
た
祖
霊
祭
祀
の
あ
り
方
は
、

結
局

「そ
の
土
地
の
論
理
」
に

よ
り
相
対
的
に
決
定
さ
れ
る
部
分
が
大
き
い
と
い
う
話
に
な
る
の
だ
が
、

そ
れ
で
は

「そ

の
上
地
の
論
理
」
と
は
何
か
と
い
う
と
、

そ
の
点
に
つ
い
て
は
十
分
な
議
論
が
な
さ
れ

て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

従
来
の
企
棚
研
究
の
多
く
は
、

広
域

（全
国
、

あ
る
い
は
都
道
府
県
レ
ベ
ル
）
の
デ

ー
タ

（と
り
わ
け
盆
栖
の
位
置
と
そ
こ
に
祀
ら
れ
る
霊
の
種
類
）
を
比
較
検
討
す
る
中

か
ら
、
日
本
人
の
祖
霊
観
の
構
造
と
変
遷
に
関
す
る
よ
り
抽
象
度
の
高
い
一
般
モ
デ
ル

を
構
築
し
よ
う
と
い
う
志
向
性
が
強
く
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、

喜
多
村
が
言
う
よ
う
に

盆
棚
祭
祀
の
形
態
に
は
か
な
り
の
地
域
差
が
見
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た

一
般
化

を
目
指
す
方
向
と
同
時
に
、

議
論
の
対
象
と
す
る
地
域
を
限
定
し
て
詳
細
な
フ
イ
ー
ル

ド
　
デ
ー
タ
を
収
集
し
、

事
例
間
の
共
通
性
ど
差
異
を
比
較
検
討
す
る
中
か
ら
当
該
地

域
の
企
棚
祭
耐
の
あ
り
方
の
特
質
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
、
さ
ら
に
は
そ
の
よ
う
な
特
定

の
祭
記
形
態
を
生
み
出
す
背
景
と
な
っ
た

「そ
の
土
地
の
論
理
」
の
内
実
を
検
討
す
る

（言
い
換
え
れ
ば
そ
の
士
地
の
祖
霊
観
を
探
る
）
作
業
も
ま
た
重
要
な
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

そ
う
し
た
作
業
を
積
み
重
ね
て
い
く
中
で
、
よ
り
精
級
な
、
日
本
人
の
福
霊

観
に
関
す
る
モ
デ
ル
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
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徳
島
県
美
馬
郡
半
日
町
で
は
、

お
盆
に
新
仏
を
祀
る
盆
棚
を
屋
外
に
設
け
、

祭
祀
を

行
う
習
俗
が
現
ら
れ
る
。

筆
者
は
半
日
町
の
各
地
で
新
仏
を
記
る
盆
棚
の
調
査
を
進
め

て
い
く
う
ち
、

面
積
五
一
，
七
九
ぱ
と
い
う
さ
ほ
ど
広
く
な
い
半
口
町
の
中
で
も
、

新

仏
を
祀
る
盆
棚
の
名
称
や
形
態
、

新
仏
の
記
り
方
や
そ
の
意
味
付
け
に
か
な
り
の
パ
リ

エ
ー
シ
ヨ
ン
が
存
在
す
る

（も
ち
ろ
ん
そ
の
一
方
で
共
通
性
も
み
ら
れ
る
）
こ
と
に
気

付
い
た
。

そ
れ
で
は
こ
う
し
た

（当
地
特
有
の
）
祭
記
形
態
を
生
み
出
し
た
要
因
は
何

だ
ろ
う
か
。

本
稿
は
、
半
日
町

（よ
り
正
確
に
は
、

行
政
単
位
と
し
て
の
半
田
町
と
言

う
よ
り
は

一
つ
の
文
化
圏
と
し
て
の

「半
口
川
水
系
」
と
言
っ
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ

な
い
）
を
事
例
と
し
て
、

新
仏
を
祀
る
企
棚
の
祭
祀
形
態
を
規
定
す
る
要
因
を
、

地
域

的
ヨ
ン
テ
ク
ス
ト
を
ふ
ま
え
な
が
ら
考
察
し
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。

筆
者
は
、

二
〇
〇
二
年
人
月
人
日
～

一
六
日
に
か
け
て
、

半
田
町
全
域
に
お
い
て
新

仏
を
記
る
企
棚
の
調
査
を
行
っ
た
。

な
お
、

今
回
の
調
査
は
半
田
町
の
新
仏
祭
祀
の
全

体
像
を
把
握
す
る
た
め
に
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、

デ
ー
タ
の
制
約
か
ら
、

本
稿
に
お
け

る
議
論
は
、

今
後
半
コ
町
の
盆
棚
祭
祀
に
関
す
る
研
究
を
進
め
る
上
で
の
予
備
的
な
考

祭
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
最
初
に
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

本
稿
で
は
、

筆
者
調
査
の
一

一
例
に
文
献
研
究
で
得
ら
れ
た
四
例
を
加
え
た
、

計

一
五
例
の
事
例
を
も
と
に
検
討
を

加
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

徳
島
県
内
で
も
、

お
企
に
新
仏
を
記
る
盆
棚
を
作
る
習
俗
は
近
年
急
速
に
消
滅
し
つ

つ
あ
り
、

現
在
で
は
吉
野
川
中
～
上
流
域
の
一
部
、

お
よ
び
那
賀
川
流
域
の
一
部
に
見

ら
れ
る
程
度
と
な
つ
て
い
る
。

そ
の
中
で
も
半
田
町
で
は
、

（徐
々
に
衰
退
し
つ
つ
あ
る

も
の
の
）
現
在
も
な
お
ほ
ど
全
域
に
わ
た
り
こ
う
し
た
習
俗
が
残
さ
れ
て
い
る
。

ま
た

先
に
述
べ
た
よ
う
に
盆
棚
の
名
称
　
形
態
　
祭
記
場
所

・
新
仏
の
去
来
に
関
す
る
観
念

な
ど
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
豊
富
で
あ
り
、

研
究
対
象
地
域
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
に

適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。

半
田
町
は
徳
島
県
西
部
、

吉
野
川
中
流
の
右
岸
に
位
置
し
て
い
る
。

町
の
中
央
部
を

吉
野
川
支
流
の
半
田
川

（延
長

一
四
・
三
血
）
が
北
流
し
、

そ
の
中
流
～
上
流
域
で
は

大
藤
谷
川

・
東
谷
川
な
ど
の
支
流
が
枝
を
仲
ば
し
て
い
る
。

半
田
川
両
岸
に
は
盆
地
が

展
開
す
る
が
、

周
辺
地
域
は
四
国
山
地
北
斜
面
の
傾
斜
地
と
な
っ
て
い
る

［角
川
日
本

地
る
大
辞
典
編
集
委
員
会
　
一
九
人
六
　
九
四
五
～
九
四
六
］。

二
　
新
仏
を
記
る
盆
柵
の
事
例

こ
こ
で
は
、

筆
者
の
調
査
、

お
よ
び
既
存
の
文
献
に
よ
り
、

半
日
町
に
お
け
る
新
仏

を
祀
る
盆
棚
、

お
よ
び
そ
の
祭
祀
儀
礼
の
現
状
を
紹
介
す
る

（事
例

一
覧
を
表
１
、

分

布
状
況
を
図
１
に
示
し
た
）。
デ
ー
タ
は
、

次
の
七
項
目
に
整
理
し
て
記
述
す
る
。
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①
盆
棚
の
名
称

②
祭
記
対
象

③
設
置
場
所

④
盆
棚
の
し
つ
ら
え

⑤
祀
り
方

⑥
新
仏
の
去
来
に
関
す
る
解
釈

⑦
檀
那
寺

事
例
１　
拶
聾
，〉

①
水
墓

②
新
仏

③
吉
野
川
の
川
原

④
竹
四
本
を
立
て
、

そ
の
先
端
に
ハ
ナ
ン
バ

（構
）
を
挿
し
、

棚
の
周
囲
は
杉
の
業
で

覆
う
。

棚
か
ら
地
面
に
竹
の
梯
子
を
立
て
か
け
る
。

⑤
八
月

一
日
に
軒
に
き
ら
び
や
か
な
灯
縫
を
吊
し
、

神
官
寺
住
職
に
拝
ん
で
も
ら
つ
て

か
ら
火
と
ば
し
と
言
っ
て
火
を
と
も
す
。

企
の
一
週
間
前
に
墓
掃
除
を
し
、　

〓
二
日
に

は
床
の
間
に
祭
壇
を
こ
し
ら
え
て
そ
の
上
段
に
新
仏
の
位
牌
を
安
置
し
、

そ
の
下
に
い

ろ
い
ろ
な
供
物
を
供
え
る
。

他
の
先
祖
は
新
仏
と
は
別
に
仏
壇
で
記
る
。

新
仏
の
あ
る
家
で
は
一
三
日
夕
方
ま
で
に
川
の
中
に

「水
墓
」
と
呼
ば
れ
る
棚
を
こ

し
ら
え
る
。

川
岸
か
ら
四
、

五
ｍ
の
小
道
を
作
り
、

そ
の
先
に
竹
四
本
で
編
ん
だ
棚
を

作
る
。　

一
四
日
朝
、

家
族
　
親
戚
が
水
墓
ｔ
参
り
、

供
物
を
棚
に
供
え
る
。

ォ
ガ
ラ
を

一
〇
人
本
切
っ
て
束
ね
、

火
を
つ
け
て
道
の
両
側
に
並
べ
る
。
こ
れ
を
火
と
ば
し
と
言

う
。

参
拝
者
は
竹
の
稲
杓
で
川
の
水
を
す
く
っ
て
水
墓
に
か
け
て
新
仏
を
弔
う
。

弔
い

が
終
わ
る
と
水
墓
を
す
ぐ
に
川
に
流
し
て
し
ま
う
。

⑥
不
明

⑦
神
官
寺

（真
言
宗
御
室
派
）

事
例
２
　
小
野
　
Ｓ
　
Ｋ
家

①
水
棚

②
新
仏

③
自
宅
か
ら
二
百

ｎ
ほ
ど
離
れ
た
川
原
。

川
で
行
う
の
は

「流
れ
る
も
の
は
流
れ
る
」

と
い
う
考
え
方
か
ら
来
て
い
る
。

④
長
さ

一
ｍ
ほ
ど
の
新
竹

（青
竹
）
を
四
隅
に
立
て
、

下
か
ら
約
五
〇

ｍ
の
と
こ
ろ
に

割
り
竹
で
棚

（台
）
を
作
る
。

棚
の
前
後
に
竹
で
梯
子
を
作
る
が
、

新
仏
は
こ
の
梯
子

を
上
っ
て
所
の
世
に
赴
く
と
い
う
。

水
棚
に
は
ハ
ナ
シ
バ

（構
）
や
菊
の
花
も
飾
る
。

檀
那
寺
か
ら
仏
画
を
ヽ
ら
つ
て
き
て
そ
れ
を
貼
る
こ
と
も
あ
る
。
ミ
カ
ン
な
ど
の
果
物

を
サ
ト
イ
モ
の
葉

（半
口
町
の
多
く
の
家
で
は
、

極
楽
津
土
を
表
す
蓮
の
業
を
、

手
に

入
り
や
す
く
形
態
も
似
て
い
な
サ
ト
イ
モ
の
案
で
代
用
し
て
い
る
）
に
載
せ
て
供
物
と

し
、

線
春
を
あ
げ
る
。

⑤
人
月

一
回
日
、

規
族
や
近
所
の
人
二
〇
～
三
〇
人
が
集
ま
り
、

川
原
で
水
棚
を
拝
ん

だ
後
、

オ
ガ
ラ
・
麦
ガ
ラ
を
焚
く
。

新
仏
の
霊
は
水
棚
を
作
る
際
に
や
っ
て
来
て
、

水

棚
の
脇
で
火
を
焚
く
際
に
帰
る
。

火
は
送
り
火
で
あ
る
。

供
養
が
済
む
と
水
棚
は
そ
の

場
で
壊
す
。

お
盆
の
間
、

家
の
中
に
通
常
の
仏
壇
と
は
別
に
、

新
仏
を
祀
る
祭
壇
を
作
る
。

人
月

一
日
か
ら
三
〇
日
ま
で
は
、

新
仏
の
た
め
に
、

毎
晩
軒
下
に
ヽ
し
た
灯
籠
に
灯
を
と
も

す
。

灯
籠
は
三

一
日
の

「灯
籠
流
し
」
の
日
に
檀
那
寺

（神
官
寺
）
に
持
っ
て
い
っ
て

焼
い
て
も
ら
う
。

灯
籠
は
以
前
は
半
田
川
に
流
し
て
い
た
が
、

案
境
を
汚
染
す
る
と
の

指
摘
が
あ
り
、

寺
で
廃
く
形
に
変
わ
っ
た
。

⑥
新
仏
は
水
棚
を
立
て
る
と
き
に
来
て
、

送
り
火
を
焚
く
と
き
に
帰
る
。

④
神
宮
寺

（真
言
宗
御
室
派
）
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事
例
３
　
小
野
合

一

①
水
棚

②
新
仏

③
州
原
？

④
四
本
の
青
竹
で
足
を
作
り
、

竹
で
柳
を
作
る
。

棚
に
は
女
竹
で
作
っ
た
小
さ
な
梯
子

を
か
け
る
が
、
こ
れ
は
仏
が
上
が
っ
て
い
く
た
め
と
思
わ
れ
る
。

①
半
田
で
は
新
仏
の
あ
る
家
は
灯
籠
を

一
方
月
と
、
し
水
棚
を
立
て
る
。

初
盆
と
い
い

一
四
月
の
昼
、

親
族
が

一
四
人
と
僧
が
来
て
オ
ガ
ラ
を
焚
き

一
同
が
拝
む
。
こ
れ
を
百

人
灯
と
言
い
、

仏
が
見
え
る
と
言
い
伝
え
て
い
る
。

そ
の
後
、　

一
同
に
お
茶
と
団
子
、

奈
麺
と
寿
司
を
出
し
、

規
族
中
の
濃
い
者
だ
け
が
墓
参
り
に
行
つ
た
。

半
日
の
盆
棚
は

一
三
日
に
作
り

一
四
日
に
お
参
り
し
て
翌
日
に
つ
ぶ
す
。

④
田
井
で
は
新
仏
を
供
養
す
る
陳
、

川
原
の
石
を
積
み
重
ね
て
台
座

（約
四
〇
Ｘ
七
〇

Ｘ
六
〇
価
）
を
作
り
、

そ
の
上
に
墓
石
に
見
立
て
た
高
さ
約
五
〇

ｍ
の
自
然
石
を
載
せ

る
習
慣
が
あ
る

（写
真
１
〉。
こ
の
設
え
を

「水
墓
」
と
呼
ぶ
。

台
座
の
前
の
左
右
に
竹

衛
を
挿
し
て
花
瓶
と
し
、　

ハ
ナ
シ
パ
を
挿
す
。

ナ
ト
イ
モ
の
案
に
ナ
ス
、

キ
ュ
ウ
リ
、

カ
ボ
チ
ャ
、
ミ
カ
ン
、

ナ
シ
、
ト
ウ
モ
ロ
ヨ
ン
、

イ
モ
、

餅
、

そ
う
め
ん
な
ど
を
載
せ

て
お
供
え
す
る
。

⑤
任
職
を
招
き
、

家
の
中
の
祭
壇

（新

仏
の
位
牌
を
耐
る
）
の
前
で
回
向
を
し

て
も
ら
つ
た
後
、

集
ま
っ
た
親
族

一
同

で
川
原
に
行
き
、

水
墓
の
脇
に
作
っ
た

石
囲
い
の
中
で
オ
ガ
ラ

「
麦
ガ
ラ
を
燃

や
し
、

水
墓
を
拝
む
。
こ
の
火
は
送
り

火
の
意
味
で
あ
る
。

水
墓
の
上
の
石
は

「仏
の
頭
」
と
も
呼
ば
れ
、
こ
の
石
を

倒
す
こ
と
に
よ
っ
て
水
墓
の
供
養
が
終

わ
る
。

水
墓
に
使
っ
た
石
は
最
後
、

全

部
川
の
中
に
戻
す

（写
真
２
）
。
こ
れ

は
石
を
川
に
返
さ
な
い
と
新
仏
の
霊
が

あ
の
世
に
帰
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

人
月
一
日
か
ら
二
〇
日
ま
で
い
毎
晩
新
仏
の
た
め
に
灯
籠
を
灯
す
。
こ
れ
は
三

十
日

に
檀
那
寺
で
焼
い
て
も
ら
つ
た
り
、

舟
を
作
っ
て
川
で
灯
籠
流
し
を
行
う
。

⑥
新
仏
は
人
月

一
三
日
に
墓
力、
ら
水
墓
に
来
て
、

そ
の
後
家
の
中
に
作
っ
た
盆
の
間
だ

け
の
祭
壇
に
移
り
、

ま
た
水
墓
に
戻
り
、

最
後
に
送
り
火
に
よ
っ
て
墓
に
戻
る
。

祖
先

の
霊
は
墓
か
ら
仏
壇
に
移
り
、

最
後
に
墓
に
帰
つ
て
い
く
。

②
神
宮
寺

（真
言
宗
御
室
派
）

⑥
不
明

⑦
不
明

事
例
４
　
口
井
　
Ｙ
「
Ｔ
家

①
水
墓

②
新
仏

③
自
宅
か
ら
歩
い
て
す
ぐ
の
川
原
。

川
に
面
し
た
と
こ
ろ
に
水
墓
を
作
る

の
は
、

替
か
ら
な

（死
者
の
霊
魂
）

は
川
原
づ
た
い
に
戻
っ
て
く
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
こ
れ

は
三
途
の
川
の
考
え
方
か
ら
き
て
い

Ｚつ
。

写真 1 水墓 (回"

写真2  水墓を壊す (回井)
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域
の
伝
統
に
よ
る
。

事
例
５
　
逢
坂
　
Ｋ
・
Ｈ
家

①
水
墓

②
新
仏

③
自
宅
近
く
の
川
原
。

別
で
行
う
の
は
、

喉
が
渇
い
て
い
る
新
仏
の
霊
に
水
を
あ
げ
る

た
め
。

④
事
例
４
と
同
じ
形
式

⑤
事
例
４
と
同
様
、

川
原
の
石
を
積
み
重
ね
て
台
座
を
作
り
、

そ
の
上
に
墓
石
に
見
立

て
た
高
さ
約
五
〇

側
の
自
然
石
を
載
せ
る
。
こ
の
設
え
を

「水
墓
」
と
呼
ぶ
。

台
座
の

前
に
竹
筒
を
挿
し
て
花
瓶
と
し
、　

ハ
ナ
ン
バ
を
挿
す
。

サ
ト
イ
モ
つ
業
に
季
節
の
野
菜

や
果
物
を
載
せ
て
水
墓
の
前
に
供
え
る
。

水
墓
で
記
る
仏
の
こ
と
を
水
仏
と
も
呼
ぶ
。

お
企
の
問
、

家
の
中
に
通
常
の
仏
壇
Ｌ
は
別
に
、

新
仏
を
耐
る
察
垣
を
臨
時
に
作
っ

て
記
る
。

灯
籠
は
新
仏
を
慰
め
る
も
の
で
、

八
月

一
Ｆ
か
ら
三
〇
日
ま
で
灯
し
、

三
一
日
に
檀

那
寺
に
持
つ
て
い
き
焼
い
て
も
ら
う
。

灯
籠
に
は
戒
名
を
書
き
、

皆
で
寺
に
行
っ
て
霊

を
送
る
。

⑥
新
仏
は
送
り
大
を
焚
き
、

水
墓
を
襲
す
こ
と
に
よ
っ
て
あ
の
世
へ
送
ら
れ
る
。

⑦
神
宮
寺

（真
言
宗
御
室
派
）

事
例
６
　
木
ノ
内
　
Ｏ
・
Ｓ
家

①
水
棚

②
新
仏

③
自
宅
裏
手
の
川
原
が
見
え
る
庭
。

水
棚
は
本
来
川
原
に
設
け
る
も
の
だ
が
、

供
養
に

来
る
人
の
中
に
年
配
者
が
多
い
た
め
、

足
場
の
悪
い
川
原
で
は
な
く
、

庭
で
行
っ
て
い

る

（写
真
３
）。
庭
か
ら
は
す
ぐ
下
に
川
が
見
え
る
。

川
原
に
水
棚
を
設
け
る
の
は
、

地

④
長
さ

一
三
〇

制
ほ
ど
の
竹
を

四
隠
に
立
て
、

下
か
ら
約
六
〇

ｍ
の
と
こ
ろ
に

割
り
竹
を
並
べ

て
棚

（台
）
を

作
る
。

棚
に
は

竹
で
梯
子
を
つ

け
る
。

水
棚
に

は
サ
ト
イ
モ
の
薬
の
上
に
す
ス

（套

の
目
切
り
）、
団
子
、　

ハ
ナ
シ
バ
を
載

せ
た
も
の
を
供
え
る
。

③
家
族
や
規
族
が
集
ま
り
、

神
宮
寺

の
住
職
を
招
き
、

家
の
中
に
祀
っ
た

新
仏
の
祭
壇
の
前
で
お
経
を
あ
げ
て

拝
む

（写
真
４
）。
そ
の
後
、

庭
に
し

つ
ら
え
た
水
棚
の
前
に
行
き
、

そ
の

脇
で
オ
ガ
ラ
を
焚
き
、

参
列
者
は
一

人
ず

つ
水
榔
に
稲
約
で
水
を
か
け
て

拝
む

（写
真
５
）。

一
四
、

五
年
前
ま
で
吉
野
川
で
灯

籠
流
し
を
行
っ
て
い
た
。

大
工
や
手

先
の
器
用
な
人
が
舟
を
作
っ
て
、

供
物
を
載
せ
灯
籠
に
灯
り
を
と
も
し
て
人
月
二

一
日

写真4  屋内の祭壇での祭祀 〈木ノ内) 写真3  水棚 (木ノ内)
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に
流
し
て
い
た
が
、

環
境
を
汚
す
と
い
う
の
で
、

吉
野
川
に
流
す
習
慣
は
な
く
な
っ
た
。

③
新
仏
を
い
つ
、
ど
こ
か
ら
迎
え
、

送
る
か
に
つ
い
て
は
意
識
し
た
こ
と
が
な
い
。

⑦
神
宮
寺

（真
言
宗
御
室
派
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
！

事
例
７
　
西
久
保
　
Ｉ
〓
Ｔ
家

①
水
綱

②
新
仏
と
餓
鬼
仏

③
自
宅
庭
の
、

水
道
が
近
く
に
あ
る
空
池
の
上
。

餓
鬼
仏
は
水
に
集
ま
る
の
で
、

水
棚

を
水
の
近
く
に
祀
る
。

④
長
さ

一
ｍ
ぼ
ど
の
比
較
的
太
い
新
竹
四
本
を
立
て
、

下
か
ら
約
六
〇
ｍ
の
と
こ
ろ
に

割
り
竹
を
並
べ
て
棚

（台
）
と
す
る
。

竹
筒
の
先
端
に
ハ
ナ
ン
バ
を
挿
し
、

サ
ト
イ
モ

の
業
の
上
に
ナ
ス
や
キ
ュ
ゥ
リ
、

メ
ロ
ン
な
ど
季
節
の
野
菜
や
果
物
を
載
せ
て
棚
の
上

に
供
え
る

（写
真
６
）。
棚
に
は
竹
で
作
っ
た
梯
子
が
付
け
て
あ
る
。

③
八
月
一
日
に
、

家
の
軒
先
に
灯
籠
を
吊
す

（写
真
７
）。
新
仏
は
外
に
棚
を
作
っ
て
記

る
。

親
族
、

近
所
の
人
々
が
や
っ
て
き
て
、

バ
ヶ
ツ
に
入
れ
た
水
を
柄
杓
で
す
く
っ
て

水
棚
に
か
け
拝

ん
だ
後
、

ォ
ガ

ラ
を
焚
く
。
こ

れ
は
迎
え
火

の

意
味
で
あ
る
。

水
棚
は
足
で
戚

つ
て
倒
し
、

処

分
す
る
。

水
棚

で
は
新
仏
も
祀

る
が
、

餓
鬼
体
に
水
を
与
え
る
と
い
う
施
餓
鬼
の
意
味
の
方
が
強
い
。

お
盆
の
期
間
中
は
、

家
の
中
に
新
仏
を
祀
る
祭
壇
を
臨
時
に
作
る
。

⑥
水
棚
の
脇
で
火
を
焚
い
て
新
仏
を
迎
え
る
。

水
棚
を
壊
す
こ
と
で
新
仏
を
送
る
。

②
神
官
寺

（真
言
宗
御
室
派
）

事
例
８
　
東
久
保
　
Ｈ
・
Ｓ
家

①
水
棚

②
新
仏

写真 7  軒先の灯柄 (西久保)

写真5  水棚に水をかける (木ノ内)

写真6  水棚 (西久保)
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③
自
宅
裏
の
川
原
。

川
原
に
水
棚
を
作
る
の
は
、

地
域
の
伝
統
だ
か
ら
。

④
長
さ
約

一
ｍ
の
竹
を
四
隅
に
立
て
、

下
か
ら
約
五
〇

ｍ
の
と
こ
ろ
に
割
り
竹
を
並
ベ

て
翻

（台
）
を
作
る
。

榊
に
は
竹
で
作
っ
た
梯
子
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
四
隠
の
竹
の

先
端
そ
れ
ぞ
れ
ハ
ナ
シ
バ
を
挿
し
、

棚
の
上
に
は
サ
ト
イ
モ
の
葉
を
置
き
、

そ
の
上
に

来
、
ミ
カ
ン
、

細
か
く
刻
ん
だ
ナ
ス
、

ナ
ス
で
作
っ
た
牛
、

優
頭
、

秒
糖
菓
子
な
ど
を

供
え
る
。

⑥
親
族
が
集
ま
り
、

新
仏
を
記
る
祭
壇

（家
の
中
に
お
企
の
間
だ
け
設
置
〉
の
前
で
住

職
が
日
向
を
し
、

そ
の
あ
と
全
員
が
川
辺
へ
移
動
す
る
。

川
原
で
火
を
焚
く
が
、
こ
れ

は
送
り
火
の
意
味
だ
と
い
う
。

参
列
者
は
順
次
、

竹
で
作
っ
た
柄
杓
で
川
の
水
を
汲
み
、

水
棚
の
竹
筒

（四
隅
の
竹
の
先
端
）
に
水
を
入
れ
て
拝
む
。

そ
の
間
、

住
職
は
水
棚
の

前
で
前
経
を
続
け
る
。

拝
み
終
わ
る
と
数
人
で
棚
を
横
倒
し
に
し
、

供
物
は
川
に
流
す

（新
仏
に
食
べ
さ
せ
る
）。

人
月
一
日
か
ら
三
〇
日
ま
で
の
毎
晩
、

新
仏
の
た
め
に
灯
籠
を
灯
す
。

⑥
新
仏
は
七
月
三
一
日
に
基
で
迎
え
、

川
原
で
火
を
焚
い
て
送
る
。

⑦
神
宮
寺

（真
言
宗
御
室
派
）

事
例
ｏ
　
日
開
野
　
Ｍ
「
Ｎ
家

①
火
と
ば
し

（棚
そ
れ
自
体
を
挿
す
呼
び
名
は
な
い
）

②
新
仏

③
槍
宅
近
く
の
川
原
。

川
原
で
新
仏
を
耐
る
の
は
、

地
獄
で
は
暑
い
と
こ
ろ
に
い
る
か

ら
で
あ
る
。

④
長
さ
約

一
ｍ
の
竹
を
四
隅
に
立
て
、

下
か
ら
約
七
〇
ｍ
の
と
こ
ろ
に
割
り
竹
を
並
べ

て
棚

（台
）
を
作
る
。

棚
の
上
に
サ
ト
イ
モ
の
葉
を
置
き
、

そ
の
上
に
飲
み
物

（ジ
ェ

ー
ス
）
を
載
せ
る
。
四
方
の
竹
の
先
端
に
ハ
す
シ
バ
を
挿
す
。

③
親
族
が
集
ま
り
、

家
の
中
の
新
仏
を
耐
る
祭
垣
の
前
で
住
職
が
口
向
を
し
、

そ
の
あ

と
全
員
が
川
辺
に
移
動
す
る
「
棚
の
検
に
は
割
り
竹
を
交
叉
さ
せ
て
作
つ
た
火
と
ば
し

の
台
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
台
の
上
で
オ
ガ
ラ
・
麦
ガ
ラ
を
焼
く

（写
真
８
）。
火
は

送
り
火
の
意
味
が
あ
る
。

拝
み
終
わ
る
と
火
と
ぼ
じ
の
合
を
横
倒
し
に
す
る
。

仏
さ
ん

が
暑
い
だ
ろ
う
か
ら
と
、

水
を
棚
の
根
元
に
か
け
る
。

新
仏
を
記
る

（家
の
中
の
）
祭

壇
は
盆
の
間
に
壊
す
。

お
企
の
灯
籠
は
人
月

一
日
に
立
て
、

⑥
新
仏
は
火
を
焚
い
て
送
る
。

①
多
聞
寺

（真
言
宗
御
室
派
）

事
例
１０
　
日
開
野
　
Ｍ
・
Ｈ
家

①
水
棚

②
新
仏

③
自
宅
近
く
の
川
原
。

青
か
ら
の
習
慣
と
し
て
川
原
で
行
っ
て
き
た
。

④
長
さ
約

一
ｍ
の
竹
を
四
隠
に
立
て
、

下
か
ら
約
七
〇
価
の
と
こ
ろ
に
割
り
竹
を
並
べ

月
末
に
流
す
か
廃
く
。

写真3  火とばしの台 く日開野)
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て
棚

（台
）
を
作
る
。

棚
に
は
竹
で
作
つ
た
梯
子
を
掛
け
る
。

棚
の
上
に
サ
ト
イ
モ
の

葉
に
載
せ
た
供
物
を
供
え
る
。

⑤
人
は

一
種
の
迎
え
火
で
、

そ
れ
を
目
当
て
に
仏
さ
ん
が
や
っ
て
き
て
、

火
の
光
で
払

の
顔
が
見
え
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

人
間
の
煩
悩
を
表
す

一
〇
人
束
の
オ
ガ
ラ
を
作
っ

て
焼
く
。

新
仏
は
大
勢
人
々
が
集
ま
っ
て
く
れ
て
い
る
の
を
見
て
喜
ぶ
と
も
い
う
。

仏

さ
ん
が
暑
い
だ
ろ
う
か
ら
、

火
を
焚
い
た
後
は
竹
の
根
元
に
水
を
か
け
る
。

お
盆
の
期
間
中
は
臨
時
に
新
仏
を
祀
る
祭
壇
を
家
の
中
に
作
る
。

灯
籠
は
企
月
に
新
仏
を
呼
び
寄
せ
る
た
め
に
立
て
る
。

灯
籠
の
灯
り
を
目
当
て
に
霊

が
帰
っ
て
く
る
。

苦
は
灯
籠
を
三
年
続
け
て
立
て
て
い
た
が
、

最
近
は
一
年
だ
け
に
な

つ
て
い
る
。

灯
籠
は
人
月
三
一
日
に
舟
に
載
せ
て
流
し
、

仏
と
別
れ
る
。

⑥
火
を
焚
い
て
新
仏
を
迎
え
、

灯
縫
流
し
で
送
る
。

④
神
官
寺

（真
言
宗
御
室
派
）

事
例
「
　
日
開
野
ぞ
）

①
水
棚

②
新
仏

③
川
原

④
青
竹
四
本
を
立
て
て
棚
を
作
り
、
四
隅
の
青
竹
に
ハ
す
シ
バ
を
挿
す
。

⑤
人
月

一
三
日
に
水
棚
を
こ
し
ら
え
る
と
、
夕
方
墓
地
に
行
っ
て
供
え
物
を
し
、

家
に

帰
っ
て
か
ら
水
棚
に
も
供
物
を
供
え
る
。

棚
の
上
に
サ
ト
イ
モ
の
業
を
敷
き
、

そ
の
上

に
菓
子
・
果
物

・
ナ
ス
の
輪
切
り
　
甘
酒
を
載
せ
る
。　

一
四
日
昼
過
ぎ
に
親
戚
の
人
が

集
ま
り
、

オ
ガ
ラ
に
表
ガ
ラ
を
添
え
て
束
ね
た
も
の
を
変
又
さ
せ
た
竹
の
上
に
載
せ
て

燃
や
す
。

集
ま
っ
た
人
は
柄
杓
で
棚
に
水
を
掛
け
て
拝
み
、

拝
み
終
わ
る
と
す
ぐ
に
租

と
竹
と
を
川
に
流
し
て
し
ま
う
。

⑥
不
明

⑦
不
明

事
例
１２
　
下
喜
来
ぞ
）

①
水
棚

②
新
仏

③
半
回
川
の
川
原

④
青
竹
日
本
を
立
て
て
棚
を
作
り
、

四
隅
の
青
竹
に
ハ
ナ
シ
バ
を
挿
す
。

⑤

一
二
日
に
は
棚
を
立
て
る
だ
け
で
、　

一
四
日
昼
過
ぎ
に
家
族

・
親
戚
が
川
原
に
出
て

棚
に
参
る
。

ま
ず
棚
に
サ
ト
イ
モ
の
実
を
敷
き
、

そ
の
上
に
根
が
付
い
た
ま
ま
の
サ
ト

イ
モ
を
数
本
載
せ
て
、

古
酒

・
洗
米

・
ナ
ス
の
輪
切
り

，
ブ
ド
ゥ
な
ど
の
果
物
を

一
緒

に
供
え
、

棚
の
下
に
は
線
春
を
立
て
る
。

交
叉
さ
せ
た
竹
の
上
に
は
麦
ガ
ラ
を
束
ね
た

も
の
を
幾
把
も
載
せ
て
、

そ
れ
に
火
を
つ
け
る
。
こ
れ
が
然
え
始
め
る
と
二
人
ぐ
ら
い

が
手
に
州
水
を
す
く
っ
て

「足
が
焼
け
る
、

足
が
廃
け
る
」
と
い
い
な
が
ら
交
叉
し
た

竹
の
足
下
に
何
度
も
水
を
か
け
て
や
る
。

火
が
燃
え
尽
き
る
と
、
こ
の
竹
は
す
ぐ
に
川

に
流
し
て
し
ま
う
。

棚
の
方
は
、

そ
の
う
ち
大
水
が
出
れ
ば
流
れ
て
し
ま
う
と
い
っ
て

そ
の
ま
ま
放
置
し
て
お
く
。

柄
杓
で
綱
に
水
を
か
け
る
こ
と
は
し
な
い
。

⑥
不
明

④
不
明

事
例
１３
　
上
喜
来
　
Ｎ
　
Ｓ
家

①
涼
み
台

・
迎
え
台
の
二
つ

②
新
仏

③
涼
み
台
は
自
宅
近
く
の
た
め
池
の
ほ
と
り
、

迎
え
台
は
墓
地
に
設
け
る
。

上
喜
来
は

山
田
部
の
集
落
で
、

近
く
に
川
は
な
い
。

水
の
近
く
に
台
を
設
け
る
の
は
、

大
を
焚
く

際
の
安
全
の
た
め

（防
災
上
の
理
由
）
で
あ
る
。
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④
涼
み
台
（新

仏
を
記
る
台
。

写
真
９
）
は

長
さ
約

一
ｍ

の
竹
を
四
隠

に
立
て
て
作

っ
た
台
で
、

正
面
に
梯
子

を
付
け
る
。

梯
子
を
付
け
る
の
は
、

棚
に
新
仏

が
上

つ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

涼

み
台
は
た
め
池
の
ほ
と
り
に
設
置

し
、

迎
え
台

（火
を
変
く
台
。

写

真
１０
）
は
墓
の
前
に
設
置
す
る
。

涼
み
台
に
は
そ
の
年
に
穫
れ
た
野

菜
を
供
え
、　

ハ
ナ
シ
バ
を
飾
る
。

昔
は
水
が
流
れ
る
谷
の
際
で
行

っ

て
い
た
。

⑤
迎
え
台
で
火
を
焚
い
て
新
仏
を

迎
え
る
。　

一
〇
人
本
の
細
く
切
っ

た
竹
を
交
叉
さ
せ
て
作
り
、

そ
の

上
で

一
〇
八
束
の
オ
ガ
ラ
を
焼
ぐ
。

涼
み
台
は
新
仏
を
祀
る
棚
で
、

や

は
り
脇
で
火
を
変
く
が
、
こ
れ
は
送
り
火
で
あ
る
。

盆
の
期
間
中
、

新
仏
の
た
め
に
特
別
に
家
の
中
に
祭
抵
を
設
け
る
習
慣
は
な
い
。

灯
籠
は
新
仏
の
供
養
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

戦
後
間
も
な
い
頃
は
三
年
続
け
て
灯

籠
を
飾
っ
て
い
た
が
、

今
は

一
年
し
か
節
ら
な
い
。

灯
籠
は
吉
野
川
に
流
し
に
行
く
人

も
い
る
が
、
半
口
町
の
奥
の
方
の
地
区
で
は

（遠
い
の
で
）
寺
で
然
や
し
て
も
ら
う
。

⑥
迎
え
台
で
火
を
焚
い
て
新
仏
を
迎
え
、

涼
み
台
の
脇
で
火
を
焚
い
て
送
る
。
し
か
し

本
当
に
霊
が
送
ら
れ
る
の
は
三
一
日
の
灯
籠
流
し
の
日
で
あ
る
。

⑦
多
聞
寺

（真
言
宗
御
室
派
）

事
例
１４
　
上
喜
来
　
Ｔ
・
Ｔ
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
！

①
水
棚

②
新
仏

③
庭
の
排
水
の
近
く
で
記
る
。

上
喜
来
は
山
間
部
の
集
落
で
、

近
く
に
川
は
な
い
。

以

前
は
谷
口
で
行
っ
て
い
た
。

水
の
近
く
で
祀
る
の
は
、

防
災
上
の
理
由
か
ら
。

④
水
棚
は
新
竹
で
作
り
、

制
に
付
け
る
梯
子
の
段
は
偶
数

（四
段
）
と
す
る
。

新
仏
は

梯
子
を
使
っ
て
棚
の
上
に
上
り
、

皆
が
供
養
に
来
て
く
れ
て
嬉
し
い
と
踊
っ
た
り
、

音

頭
を
と
る
。

水
棚
の
側
で
火
を
焚
く
こ
と
を

「火
と
ぽ
し
」
と
言
う
が
、
こ
れ
が
迎
え

火
な
の
か
送
り
大
な
の
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

⑤
オ
ガ
ラ
は
新
仏
の
年
齢

（没
年
齢
）
の
数
だ
け
作
る
。

新
仏
を
慰
め
る
た
め
の
灯
籠

は
人
月

一
日
か
ら
三

一
日
ま
で
立
て
る
。

青
は
三
年
間
灯
し
て
い
た
が
、

近
年
は

一
年

だ
け
の
と
こ
ろ
が
多
く
な
っ
て
き
た
。

先
祖
を
墓
か
ら
迎
え
る
と
い
う
意
識
は
な
い
が
、

火
と
ぼ
し
が
終
わ
っ
て
か
ら
お
墓
参
り
に
は
行
く
。

③
新
仏
は
人
月

一
日
の
灯
籠
立
て
の
日

（灯
籠
に
火
を
入
れ
る
）
に
や
っ
て
来
て
、

三

一
日
に
灯
籠
を
多
聞
寺
に
持
っ
て
い
っ
て
焼
く
日
に
帰
っ
て
い
く
。

⑦
多
聞
寺

（真
言
宗
御
室
派
）

事
例
１５
　
猿
飼
　
Ｎ
「
Ｔ
家

写真9  涼み合 (上を来)写真10 迎え台 (上喜来)
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①
水
棚

（脇
で
火
を
焚
く
棚
を
火
概
と
言
う
）

②
新
仏

③
墓
。

川
が
な
い
地
域
な
の
で
川
で
は
行
わ
な
い
。

④
長
さ
約

一
ｍ
の
竹
を
四
隅
に
立
て
、

下
か
ら
約
七
〇
ｍ
の
と
こ
ろ
に
割
り
竹
を
並
べ

て
棚

（台
）
を
作
る
。

ナ
ス
の
椀
を
作
っ
て
甘
酒
を
供
え
る
。

⑤
火
棚
は
男
な
ら

一
〇
人
本
、

女
な
ら
人
人
本
の
竹
で
作
る
。

男
女
と
も
に

一
〇
八
本

で
あ
れ
ば
閥
違
い
は
な
い
。

そ
の
上
に
オ
ガ
ラ
を
載
せ
て
廃
く
。

灯
籠
立
て
・
灯
籠
流
し
は
、

女
性
は
ぼ
ん
ぼ
り
、

男
は
灯
籠
で
行
う
。

人
月

一
四
日
に
墓
地
で
火
を
焚
く
が
、
こ
れ
は
送
り
火
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
本

当
に
垂
を
送
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

三

一
日
の
夜
、

灯
縫
を
流
す
こ
と
に
よ
っ
て

最
終
的
に
霊
を
送
る
こ
と
に
な
る
。

企
の
期
間
中
、

新
仏
の
た
め
に
特
別
に
家
の
中
に
祭
壇
を
設
け
る
習
慣
は
な
い
。

⑥
墓
地
で
送
り
火
を
焚
い
て
新
仏
を
送
る
が
、

最
終
的
に
は
灯
龍
流
し
で
送
る
。

②
神
宮
寺

（真
言
宗
御
室
派
）

〓
一　
考
察

以
上
、

半
間
町
内
の
新
仏
を
記
る
盆
棚
の
事
例
を

一
五
例
紹
介
し
て
き
た
。
テ▼
】で

は
、

全

）
盆
棚
の
形
態
、

合
じ

企
棚
の
名
称
、

各
ラ
盆
棚
の
設
置
場
所
、

（四
）
企

制
の
第
記
対
象
、

（五
）
新
仏
の
記
り
方
、

（六
）
新
仏
の
迎
え
方
　
送
り
方
に
対
す
る

解
釈
、

（七
）
寝
那
寺
と
の
関
係
の
七
点
か
ら
、

個
々
の
事
例
を
比
較
検
討
し
て
み
た
い
。

（
一
）
盆
棚
の
形
態

コ
一　
新
仏
を
祀
る
企
棚
の
事
例
」
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、

半
口
町
で
は
お
盆
の
時

期
、

新
仏
を
祀
る
企
棚
を
屋
外
に
設
け
る
習
慣
が
あ
る
。

そ
の
形
態
は
、

こ
　
竹
を
組
ん
で
棚
を
作
る

ｂ
　
川
原
の
石
を
組
ん
で
墓
状
の
も
の
を
し
つ
ら
え
る

の
二
つ
の
類
型
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
稿
で
は
、

議
論
の
便
宜
上
、

現
地
で

の
一
般
的
な
呼
称
に
合
わ
せ
、

類
型

ａ
に
属
す
る
盆
棚
を

「水
棚
」
型
盆
棚
、

類
型
ｂ

に
属
す
る
盆
樹
を

「水
墓
」
聖
盆
棚
と
呼
ん
で
お
き
た
い
。

盆
棚
の
形
態
は
全
目
的
に
見
る
と
か
な
り
多
様
で
あ
り
、

高
谷
重
夫
は
そ
れ
を
、

四

購
に
笹
竹
を
立
て
た
も
の
、

石
で
作
っ
た
も
の
、

上
か
ら
吊
る
も
の
、　

一
本
の
柱
の
上

に
板
ま
た
は
箱
の
類
を
載
せ
た
も
の
な
ど
、　

ご

一の
タ
イ
プ
に
分
頚
し
て
い
る

［高
谷

一
九
九
五
　
一ハ
～

十
五
］。
そ
れ
ぞ
れ
分
布
に
は
地
域
性
が
あ
る
が
、

全
国
的
に
も
っ

と
も
広
く
見
ら
れ
る
の
が
四
隅
に
笹
竹
を
立
て
た
も
の
で
あ
る
と
言
い
合
）
［高
谷
　
一

九
九
五
　
一
六
］、
半
口
町
の

「水
棚
」
型
盆
棚
も
こ
の
タ
イ
プ
に
属
す
る
。

県
内
で
も

比
較
的
多
く
見
ら
れ
る
タ
イ
プ
の
企
棚
で
あ
る
。

半
田
町
内
で
一
般
的
に
見
ら
れ
る
公
棚
は
類
型

，
の

「水
棚
」
型
盆
棚
で
、

そ
の
分

布
は
町
内
全
城
に
及
ん
で
い
る

（事
例
１
、
２
、
３
、
６
、
７
、
８
、
９
、

１０
、

１１
、

・２
ヽ

‐３
、

・４
、

‐５
）
（図
１
）
。
「水
翻
」
型
盆
棚
の
構
造
は
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。

長
さ

一
～
一
・
二
ｍ
ほ
ど
の
新
竹
四
本
を
四
隅
に
立
て
、

先
端

（竹
の
筒
先
）

に
ハ
ナ
シ
バ

（橋
）
を
挿
す
。

下
か
ら
五
〇
～
六
〇
ｍ
に
ゼ
の
と
こ
ろ
に
割
り
竹
を
並

べ
て
棚

（台
）
を
作
る
。

棚
に
は
下
か
ら
割
り
竹
で
作
つ
た
梯
子
を
付
け
る
が
，
マ

こ

れ
は
新
仏
が
梯
子
を
伝
っ
て
棚
の
上
に
上
が

っ
て
く
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
。

棚
の
上

に
は
サ
ト
イ
モ
の
葉
を
敷
き
、

季
節
の
野
乗
や
果
物
な
ど
の
供
物
を
祀
る

（写
真
０
）
。

類
型
ｂ
の

「水
墓
」
型
盆
棚
は
、

川
原
の
石
を
積
み
重
ね
て
台
座
を
作
り
、

そ
の
上

に
大
き
め
の
自
然
石
を
立
て
て

「墓
石
」
に
擬
し
た
も
の
で

（写
真
２
Ｘ

半
口
町
内
で

は
半
田
川
下
流
の
一
部
地
域

（田
井
、

逢
坂
）
に
限
つ
て
見
ら
れ
る

（事
例
４
、
５
）
。
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こ
の
地
域
で
は
、

半
口
町
の
他
地
域
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
竹
製
の

「棚
」
は
作
ら
れ
な

い
。
こ
の
タ
イ
プ
の
企
棚
は
半
口
町
全
体
か
ら
見
れ
ば
特
異
な
例
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
が
、

半
田
川
の
最
下
流
域

（吉
野
川
と
の
合
流
点
付
近
）
の
小
野
で
も
、

か
つ
て
は

吉
野
川
の
水
辺
に

「水
基
」
型
盆
棚
を
設
け
て
新
仏
を
記
っ
て
い
た
合
）
（現
在
小
野
で

は
、

事
例
２
、
３
に
見
る
よ
う
に

「水
棚
」
型
盆
棚
を
立
て
る
形
に
変
わ
っ
て
い
る
）。

ま
た
、

半
口
川
最
下
流
域
の
小
野
、

松
生
に
お
け
る
聞
き
取
り
調
査
に
よ
れ
ば
、

半
田

町
に
近
い
吉
野
川
中
流
域
で
は
、

戦
前
ま
で
川
辺
に

「水
墓
」
型
の
企
棚
の
姿
を
見
る

こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。
口
井
、

逢
坂
の
事
例
は
、
こ
う
し
た
吉
野
川
中
流
域
の

「水

墓
文
化
園
」
と
の
連
続
性
に
お
い
て
議
論
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

半
田
町
の
中
で
も
、

半
田
川
の
最
下
流
域
か
ら
吉
野
川
合
流
点
に
か
け
て
の
地
域
は

川
原
が
広
く
、

精
み
石
に
適
し

た
大
き
さ

（直
径
二
〇
～
四
〇

ｍ
程
度
）
の
平
た
い
石
が
多
く

堆
積
し
て
い
る

（写
真
「
）
。

ま
た
、

吉
野
川
，
流
域
も
同
様

の
条
件
を
有
し
て
い
る
。
こ
う

し
た
自
然
的
条
件
が
、
当
地
で

「水
基
」
と
い
う
祭
耐
形
態
を

生
み
出
し
た
背
景
の
一
つ
と
な

つ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

な
お
梅
野
光
興
に
よ
れ
ば
、

祖
霊
や
新
仏
を
記
る
際
、

川
縁

（水
嫌
）
に
基
に
見
立
て
た
石

を
立
て
る
習
慣
は
、

高
知
県
か

ら
徳
島
県
に
か
け
て
の
廻
国
東

部
全
域
に
点
在
し
て
い
る
と
い
う
↑
〉
［権
野
　
一
一〇
〇

一
　

一
五
六
］。

「水
棚
」
型
、
「水
墓
」
型
の
い
ず
れ
の
形
式
の
盆
棚
も
、

新
仏
の
霊
を
招
き
、

記
る

施
設
と
い
う
点
に
変
わ
り
は
な
い
。

そ
れ
で
は
両
者
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。
「水
棚
」
型
盆
棚
は
い
わ
ば

「汎
用
型
」
で
あ
り
、

近
く
に
川
が
ぁ
る
か
ど
う
か
に

か
か
わ
ら
ず
、
ど
の
よ
う
な
環
境
で
も
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
形
式
で
あ
る
。

そ
れ

に
対
し
て
、

川
原
石
を
積
ん
で
作
る

「水
墓
」
型
盆
棚
は
、

特
に

「川
」
と
い
ぅ
棄
境

に
適
応

（特
化
）
し
た
秦
祀
形
式
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

付
近
に
川
の
な
い
出
間
部

の
集
落
で
か
つ
て

「水
墓
」
型
の
企
棚
が
作
ら
れ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。

現
在
、
「水
墓
」
型
盆
棚
の
分
布
は
限
定
さ
れ
た
地
域

（口
井
、

逢
坂
）
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
が
、

先
述
の
よ
う
に
、

か
つ
て
は
半
口
川
の
最
下
流
域

一
常
、

吉
野
川
中
流
域

の
一
部
で
も

「水
墓
」
型
の
企
棚
が
作
ら
れ
て
い
た
。

ま
た
、

半
口
川
最
下
流
の
松
生

（事
例
１
）
で
は
、
「水
棚
」
型
の
企
棚
を
作
り
な
が
ら
、

そ
れ
を

「水
墓
」
と
い
う
名

称
で
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、

半
口
川
最
下
流
域
の
企
棚
は
、
も
と
も
と

「水
墓
」
型
で
あ
っ
た
も
の
が
、

後
に

（お
そ
ら
く
は
形
式
の
簡
略
化
、

あ
る
い
は
近

隣
地
域
の
影
響
な
ど
の
要
因
に
よ
り
）
「水
棚
」
型

へ
移
行
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

少
な
く
と
も
半
口
川
の
最
下
流
域
で
は
、
「水
墓
」
型
盆
棚
の
方
が

「水
棚
」
型
企
棚
よ

り
も
言
い
形
式
を
伝
え
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

半
田
町
で
は
、

新
仏
を
祀
る
際
に

「火
と
ぽ
し
」
（オ
ガ
ラ
や
麦
ガ
ラ
を
焼
い
て
火
を

焚
く
）
を
す
る
習
慣
が
あ
る
が
、

火
と
ば
し
の
た
め
の
棚

（
「火
棚
」
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
が

少
な
く
な
い
。
こ
の
名
称
は
県
内
に
広
く
分
布
し
て
い
る
）
を
竹
で
組
ん
で
特
別
に
設

え
る
地
域
と
、

特
に
設
け
な
い

（金
属
製
の
バ
ケ
ツ
や

一
斗
缶
、

川
原
の
石
な
ど
で
代

用
）
地
域
と
が
あ
る
。
こ
の
条
件
を
加
え
る
と
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
祭
祀
施
設
の
類

型
が
設
定
で
き
る
。

ａ
　
竹
を
組
ん
で
綱
を
作
る

４
１
１
　
火
棚
を
設
け
る

（事
例
９
、

１０
、
ｕ
、

１２
ヽ
‐３
、

・４
ヽ
‐５
）

写真H  川原の水墓 (回舟
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≡
１
２
　
火
棚
を
設
け
な
い

（事
例
１
、
２
、
３
、
６
、
７
、
８
）

ｂ
　
川
原
の
石
を
組
ん
で
墓
状
の
も
の
を
し
つ
ら
え
る

，
１
１
　
火
棚
を
設
け
る

，
１
２
　
火
棚
を
設
け
な
い

（事
例
４
、
５
）

類
型
ｂ
１
１
に
分
類
さ
れ
る
事
例
は
実
際
に
は
存
在
し
な
い
た
め
、

現
在
見
ら
れ
る

半
コ
町
の
事
例
は

ａ
１
１
、　
早
１
２
、
ｂ
ｌ
２
の
い
ず
れ
か
の
類
型
に
属
す
る
こ
と
に

な
る
。

特
に

「火
棚
の
有
無
」
に
注
目
し
て
事
例
の
分
布
状
況
を
見
て
み
る
と

（図
１
）
、

半

田
川
上
流
域
で
は
火
制
を
設
け
、

下
流
域
で
は
火
棚
を
設
け
な
い
と
い
う
よ
う
に
、

分

布
域
が
明
瞭
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

今
回
の
調
査
で
は
、
こ
の
よ
う
な
分

布
の
偏
差
を
生
み
出
し
た
要
因
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
半
ほ
町
に
隣

接
す
る
吉
野
川
流
域
の
市
町
村
史
を
見
る
と
、

盆
棚
に
付
随
し
て
火
棚
を
作
る
と
い
う

事
例
が
散
見
さ
れ
る

［三
野
町
諾
編
集
委
員
会
　
一
九
七
四
　
一二
人
九
］
Ｔ
一加
茂
町
史

編
察
委
員
会
　
一
九
七
三
　
一
四
十
六
］
［美
馬
町
史
編
集
委
員
会
　
一
九
人
九
　
一
二

〇
七
］
こ
と
か
ら
、

以
前
は
半
口
町
全
域
に
火
棚
を
設
け
る
習
俗
が
み
ら
れ
た
が
、

下

流
域
で
は
形
式
の
簡
略
化
が
進
み
、

火
棚
が
消
滅
し
た

（簡
略
形
に
変
わ
っ
た
）
と
い

う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（二
）
盆
棚
の
名
称

屋
外
で
新
仏
を
祀
る
盆
柳
は
、

半
口
川
下
流
の
一
部
地
域

（松
生
、
日
井
、

達
坂
な

ど
）
を
除
き
、

半
田
町
内
の
ほ
ぼ
全
域
で

「水
棚
」
と
呼
ば
れ
て
い
る

（事
例
２
、
３
、

６
、
７
、
８
、

１０
、

１１
、　

・２
ヽ

‐４
、

・５
）ｏ
徳
島
県
内
で
も
、

先
祖
　
新
仏

・
無
縁
仏
の

い
ず
れ
を
刑
る
か
は
別
と
し
て
、

企
棚
を

「水
棚
」
と
呼
ぶ
事
例
は
全
域
に
認
め
ら
れ

る

い庄
武
　
一
一〇
〇
三
］。
全
国
的
に
も
、

企
棚
を

「水
棚
」
セ
呼
ぶ
地
域
は
各
地
に
点

在
す
る

「高
谷
　
一
九
九
五
　
九
九
］。

そ
れ
で
は
な
ぜ
、

企
棚
を

「水
棚
」
と
称
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

半
田
町
で
は
、
「水
の

近
く
に
記
る
棚
だ
か
ら
水
棚
と
呼
ぶ
」
（す
な
わ
ら
水
棚
の
名
称
は
そ
の
祭
祀
塀
所
に
由

来
す
る
）
、
「水
を
棚
に
か
け
て
祀
る
か
ら
水
棚
と
呼
ぶ
」
（す
な
わ
ち
水
棚
の
名
称
は
水

を
か
け
る
と
い
う
行
為
に
出
来
す
る
）
と
い
う
、

二
通
り
の
解
釈
が
聞
か
れ
る
。

高
谷
重
夫
は
、
「水
棚
」
と
い
う
名
称
は

「水
向
け

（水
を
か
け
る
）
の
儀
礼
の
行
わ

れ
る
棚
」
（半
田
町
に
お
け
る
水
棚
の
後
者
の
解
釈
に
相
当
す
る
）
か
ら
き
た
の
で
は
な

い
か
と
推
集
し
て
い
る

『高
谷
　
一
九
九
五
　
一
〇

一
］
が
、

筆
者
も
高
谷
の
解
釈
が

「水
棚
」
の
持
つ
性
格
の
本
質
を
突
い
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。
「水
棚
」
と
い
う
名
称

の
深
層
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、

仏
教
の
影
響
で
あ
る
ｆ

〓

半
田
町
の
事
例
に

限
ら
ず
、

盆
棚
祭
記
の
儀
礼
に
は
随
所
に
仏
教
の
影
響
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る

ｒ

）ｏ
こ
こ
で
は
、

施
餓
鬼
の
水
供
儀
礼
、

流
れ
潜
頂
、

葬
式
や
年
忌
法
要
の
儀
礼
の

中
な
ど
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
仏
教
の

「水
に
よ
る
霊
魂
の
津
化
」
と
い
う
考

え
方

［権
野
　
一
一〇
〇

一
　

一
六
三
］
が

「水
棚
」
と
い
う
名
称
に
反
映
し
て
い
る
可

能
性

（す
な
わ
ち
、

水
の
霊
力
で
霊
魂
を
浄
め
る
場
が
水
棚
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
―

「場
所
と
し
て
の
水
」
で
は
な
く

「手
段
と
し
て
の
水
」
に
重
点
を
置
く
と
ら
え
方
）

を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

全
国
的
に
見
る
と
、

水

（川
や
海
）
の
近
く
に
設
け
ら
れ
て

い
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

企
棚
を

「水
棚
」
と
呼
ぶ
地
域
が
少
な
く
な
い
こ
と
も
、

こ
の
解
釈
の
妥
当
性
を
裏
付
け
る
証
左
と
な
る

［文
化
庁
　
一
九
六
九
　
一
一人
三
～
四

一
〇
］。

な
お
半
田
町
で
は
、
「川

（水
）
の
近
く
に
祀
る
棚
だ
か
ら
水
棚
と
呼
ぶ
」
と
い
う
解

釈
も
広
く
聞
か
れ
、
こ
う
し
た
理
解
が
企
棚
祭
祀
の
あ
り
方

（特
に
盆
棚
の
名
称
ゃ
祭

祀
場
所
な
ど
）
を
規
定
し
て
い
る
面
も
あ
る
。

半
田
町
の
集
落
は
、
ほ
ぼ
半
田
川
の
本
流

，
支
流
に
沿
っ
て
展
開
し
て
い
る
が
、

上

流
域

（山
開
部
）
に
至
る
と
、

川
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
に
集
落
が
立
地
し
て
い
る
ケ
ー
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ス
も
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
地
域
で
も
、

多
く
の
場
合

「水
梱
」
と
い
う
名
称
が
通
用

し
て
い
る
が
、

固
有
の
名
称
が
失
わ
れ
た
例

（事
例
９
）
や
、

独
特
の
呼
び
名
が
用
い

ら
れ
て
い
る
例

（事
例
１２
）
も
あ
る
。

川
か
ら
距
離
が
あ
る
地
域
で
は
、

川
で
新
仏
の

祭
記
を
行
う
こ
と
が
物
理
的
に
困
難
な
ケ
ー
ス
が
少
な
く
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
で
は

新
仏
を
祀
る
企
棚
と
川

（水
）
を
関
連
づ
け
る
意
識
が
薄
れ
、　

一
連
の
行
事
の
中
に
埋

没
し
て

（水
棚
と
い
う
）
固
有
の
名
称
を
失
っ
た
り

（事
例
９
）、
そ
の
名
称
が
当
地
の

状
況
に
合
わ
せ
て
適
宜
設
定
さ
れ
た
り
す
る

（事
例
１２
）
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
出
て
く
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
一
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、

半
田
川
下
流
の
一
部
地
域

（田
井
、

逢
坂
）
で
は
、

川

原
の
石
を
積
ん
で
墓
状
の
設
備
を
作
り
、

新
仏
の
霊
を
祀
つ
て
い
る
。

現
地
で
は
こ
れ

を

「水
墓
」
と
呼
ん
で
い
る

（事
例
４
、
５
）。
こ
れ
は
そ
の
形
態
に
由
来
す
る
名
称
と

考
え
ら
れ
る
。

「水
棚
」
型
の
企
棚
を
作
り
な
が
ら
、

そ
れ
を

「水
棚
」
と
呼
ば
す

「水
墓
」
と
呼

ぶ
地
域
が
半
回
州
下
流
の
吉
野
川
と
の
合
流
点
付
近
に
存
在
す
る

（事
例
１
）
。

地
域
的

に
は

「水
基
」
型
盆
棚
を
作
り
こ
れ
を

「水
墓
」
と
呼
ぶ
地
域

（日
井
、

進
坂
）
と
隣

接
し
て
お
り
、

盆
棚
の
呼
称
と
い
う
点
か
ら
見
る
と
、

半
田
川
最
下
流
の

「水
墓
」
呼

称
圏
、

そ
れ
よ
り
上
流
の

「水
棚
」
呼
称
圏
と
い
う
よ
う
に
お
お
よ
そ
二
分
し
て
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
「水
棚
」
型
企
棚
を
作
り
な
が
ら

「水
墓
」
と
呼
ぶ
と

い
う
名
称
の
ね
じ
れ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

企

）
で
述
べ
た
よ
う
に
、

か
つ
て
は

「水

墓
」
型
盆
制
を
作
っ
て
い
た
も
の
が

（お
そ
ら
く
は
簡
略
化
、
あ
る
い
は
他
地
域
の
習

俗
の
影
響
で
）
「水
棚
」
型
に
変
わ
っ
た
も
の
の
、

呼
称
は
古
い

「水
墓
」
が
そ
の
ま
ま

使
用
さ
れ
続
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
つ
た
現
象
と
考
え
ら
れ
る
ｒ

Ｆ

（三
）
盆
棚
の
設
置
場
所

半
口
町
で
は
現
在
、

先
祖
の
霊
は
家
の
中
の
仏
垣

（常
設
）、
新
仏
は
屋
外
に
設
け
た

盆
棚

（お
盆
の
問
だ
け
の
仮
設
）
と
い
う
よ
う
に
、

両
者
を
別
の
空
間
で
祀
る
習
慣
が

見
ら
れ
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
、

お
盆
に
来
る
霊
に
は
先
祖

・
新
仏

「
無
縁
仏

〈餓
鬼
）

の
三
種
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が

［柳
田
　
一
九
六
二
　
七

一
］、
今
回
の
調
査
で
確
認

で
き
た
範
囲
で
は
、

半
口
町
で
お
盆
に
特
に
意
識
さ
れ
て
祀
ら
れ
て
い
る
の
は
先
祖
と

新
仏
の
霊
で
あ
り
、

無
縁
仏
の
影
は
薄
い

（考
え
ら
れ
る
理
由
は

（四
）
で
後
述
）。

か
つ
て
は
庭
先
に
簡
単
な
企
棚

（こ
れ
も

「水
棚
」
と
呼
ぶ
。

丸
竹
の
片
端
を
傘
の

骨
を
逆
に
し
た
よ
う
に
割
り
、

編
ん
で
棚
に
す
る
。

サ
ト
イ
モ
の
葉
を
載
せ
、

ナ
ス
・

イ
モ
・
米

・
団
子
な
ど
を
載
せ
て
記
る
。
こ
の
前
で
火
を
焚
き
水
棚
に
水
を
か
け
て
拝

む
）
を
作
り
、

火
を
焚
い
て
無
縁
仏
を
供
養
す
る
習
慣
も
見
ら
れ
た
と
い
う
が

［半
田

町
誌
出
版
委
員
会
　
一
九
八

一
　

一
〇
三
六
］
が
、

手
間
が
か
か
る
こ
と
も
あ
り
、

現

在
は
こ
う
し
た
風
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
つ
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、

か
つ
て
半
田
町
で
は
、

①
先
祖
　
　
ウ
チ

（屋
内
）　
　
　
　
仏
壇

（常
設
）

②
無
縁
仏
　
ソ
ト

（庭
）　
　
　
　
　
盆
制

（仮
設
）

③
新
仏
　
　
ツ
ト

（川
辺
、

水
辺
）

企
棚

（仮
設
）

と
い
う
形
で
そ
れ
ぞ
れ
の
霊
の
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
う
ち
②
が
消
滅
し
つ

つ
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

先
祖
は
屋
内
、

新
仏
と
無
縁
仏
は
屋
外
と
い
う
形
で
そ
の
祭
祀
空
間
を
隔
離
す
る
の

は
、①

先
祖
　
　
　
　
＝
清
浄

・
安
定
し
た
霊
魂
ほ

「家
」
に
と
っ
て
内
部
的
存
在

②
新
仏
　
無
縁
仏
Ｈ
不
浄

・
不
安
定
な
霊
魂
＝

「家
」
に
と
っ
て
外
部
的
存
在

と
い
う
霊
魂
観

（認
識
）
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る

［柳
田
　
一
九

一合
一　
九
二
］。
そ
の
上
で
、

新
仏
と
無
縁
仏
を
、

庭
と
州
辺

（水
辺
）
と
い
う
よ
う
に

さ
ら
に
空
間
的
に

「祀
り
分
け
て
い
る
」
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
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半
口
町
で
は
、

新
仏
を
記
る
盆
棚
は
川

（水
）
辺
に
作
る
も
の
、
と
い
う
意
識
が
強

く
見
ら
れ
る
。

家
の
近
く
に
谷
川
が
流
れ
て
い
る
場
合
に
は
、

必
ず
川
辺
に
企
棚
を
設

け
て
い
る

（事
例
１
、
２
、
３
、
４
、
５
、
８
、
９
、
ｍ
、

１１
、

１２
）ｏ
少
し
川
か
ら
離

れ
た
環
境
に
あ
っ
て
も
、
「新
仏
は
で
き
る
だ
け
川

（水
）
に
近
い
と
こ
ろ
で
祀
る
も
の

で
あ
る
」
と
い
う
意
識
は
残
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば

一自
宅
庭
の
川
が
見
え
る
と
こ
ろ
」

（事
例
６
）
、
「自
宅
庭
の
、

水
道
が
近
く
に
あ
る
空
池
の
上
」
（事
例
７
、
「自
宅
庭
の

溜
め
地
の
ほ
と
り
」
（事
例
１３
）
ヽ
「庭
の
排
水
の
近
く
」
（事
例
１４
）
と
い
つ
た
具
合
で

あ
る
。

そ
れ
で
は
な
ぜ
、

半
田
町
で
は
新
仏
を
祀
る
企
棚
を
特
に
川

（水
）
辺
に
設
け
る
の

だ
ろ
う
か
。
「喉
が
渇
い
て
い
る
新
仏
の
霊
に
水
を
あ
げ
る
た
め
」
（事
例
５
）
、
「新
仏

は
地
獄
で
暑
い
と
こ
ろ
に
い
る
か
ら
」
（事
例
９
）
と
い
っ
た
仏
教
的
解
釈
、
防
災
上
の

理
由

（事
例
１３
、

・４
）
と
い
つ
た
プ
ラ
ク
テ
イ
カ
ル
な
解
釈
も
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら

は
本
来
の
意
味
が
失
わ
れ
た
後
に
付
会
さ
れ
た
解
釈
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
注
目
さ

れ
る
の
は
、
「仏

（死
者
の
霊
魂
）
は
川
原
づ
た
い
に
戻
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

た
め
」
（事
例
４
）
と
い
う
国
答
で
あ
る
。

川

（水
）
を
祖
霊
の
通
路
と
考
え
る
こ
の
よ

う
な
解
釈
こ
そ
、

半
口
町
に
お
い
て
企
棚
が
川

（水
）
辺
に
設
け
ら
れ
る
理
由
を
読
み

解
く
鍵
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

権
野
光
果
は
、

高
知
県

・
徳
島
県
に
お
い
て
は
川
で
祖
霊
を
記
る
事
例
が
広
く
見
ら

れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

特
に
狙
霊
と
川

（水
）
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
背
景
と
し
て
、

次

の
四
点
を
挙
げ
て
い
る

「梅
野
　
一
一〇
〇

一
　

一
六
人
］
。

①
石
塔
以
前
の
祖
霊
祭
記
の

姿
で
あ
る
可
能
性
、

②
水
神
祭
記
と
の
関
係
、

③
葬
送
習
俗
の
中
で
霊
を
川
や
谷
に
送

る
習
俗
Ｆ

マ
④
霊
に
水
を
か
け
て
浄
め
る
仏
教
的
な
考
え
方
。

梅
野
が
論
じ
て
い
る
の
は
祖
霊

一
般
と
川

（水
）
の
結
び
つ
き
で
あ
り
、

特
に
新
仏

と
川

（水
）
の
結
び
つ
き
だ
け
を
取
り
上
げ
て
議
論
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

半
田

町
で
は
一
般
の
祖
霊
は
川

（水
辺
）
で
記
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

あ
く
ま
で
新
仏
の
み

が
川

（水
）
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
、

半
田
町
に
お
い
て
、

企
に
来
る
霊
の

う
ち
特
に
新
仏
の
み
が
川

（水
）
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
も
つ
と

も
説
得
力
の
あ
る
の
は
、

①
ま
だ
死
ん
で
間
も
な
い
新
仏
の
霊
は

「死
の
続
れ
」
を
有
し

『柳
田
　
一
九
六
二

九
二
］、
危
険
で
不
安
定
な

「荒
忌
の
霊
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る

［柳
口
　
一
九
六
二

六
六
～
六
七
］
［最
上
　
一
九
八
八
　
一
〇

一
］。
そ
の
た
め
そ
の
祭
場
を
日
常
の
生
活

空
間
か
ら
隔
離
さ
れ
た
場
所
に
設
定
し
よ
う
と
い
う
発
想
が
生
じ
る
。

②
絶
え
ず
流
れ
る
川
の
清
浄
な
流
れ
と
、

仏
教
的
な

「水
に
よ
る
稼
れ
の
浄
化
」
［梅
野

二
〇
〇
一
　

一
六
三
］
と
い
う
考
え
方
の
結
び
つ
き
。

③
川
は
こ
の
世
と
あ
の
世
の
境
界
で
あ
り

（し
た
が
っ
て
川
は
神

・
祖
霊
な
ど
の
立
ち

現
れ
る
場
所
と
も
な
る
）
、
あ
の
世
の
存
在
で
あ
る
神

・
祖
霊
な
ど
の
祭
肥
場
所
と
し
て

適
切
で
あ
る
と
い
う
認
識
ｆ
Ｙ

な
ど
が
重
な
り
、

特
に
新
仏
と
水

（川
）
と
が
強
く
結
び
つ
け
ら
れ
る
に
至
つ
た
と
い

う
解
釈
で
あ
ろ
う
。

①
は
新
仏
の
霊
が
日
常
の
生
活
空
間
と
は
離
れ
た
場
所
に
隔
離
さ

れ
て
祀
ら
れ
る
要
因
、

②
と
③
は
新
仏
の
霊
が
特
に

「川

（水
ご

と
い
う
環
境
と
結
び

つ
け
ら
れ
る
要
因
で
あ
る
。

柳
口
固
男
の
論
に
基
づ
く
①
の
よ
う
な
解
釈
に
対
し
て
は
、

高
谷
重
夫
や
喜
多
村
理

子
に
よ
る
批
判
が
あ
る

［高
谷
　
一
九
八
五
］
［喜
多
村
　
一
九
人
五
］。
高
谷
お
よ
び

喜
多
村
は
、

企
棚
の
祭
祀
地
点
と
祀
ら
れ
る
釜
の
種
別

（先
祖

・
新
仏

・
無
縁
仏
）
を

全
目
的
に
比
較
検
討
す
る
中
で
、

か
つ
て
は
先
祖

・
新
仏
　
無
縁
仏
は
す
べ
て
同
様
に

屋
外
で
区
別
な
く
祀
ら
れ
て
い
た
が
、

仏
壇
と
位
牌
が
屋
内
で
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

と
先
祖
の
祭
祀
場
所
が
屋
内
に
移
り
Ｆ

、

そ
の
結
果
、

新
仏
と
無
縁
仏
の
霊
の
祭
場

が
屋
外
に
残
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
論
じ
て
い
る

い高
谷
　
一
九
八
五

一
四

一
］
【喜
多
村
　
一
九
八
五
　
一
一
四
］。
つ
ま
り
、

新
仏
や
無
縁
仏
が
先
祖
と
別

の
地
点

（屋
外
）
に
耐
ら
れ
る
の
は
、
「目
的
」
で
は
な
く

「結
果
」
だ
と
い
う
の
で
あ
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，ハす
。し

か
し
高
谷
や
喜
多
村
は
、

な
ぜ
死
者
の
霊
が
屋
外
で
祀
ら
れ
て
い
た
の
か
、

ま
た

な
ぜ
先
祖
以
外
の
霊
は

（先
租
が
屋
内
に
取
り
込
ま
れ
た
後
も
）
屋
外
で
耐
ら
れ
続
け

た
の
か
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
は
答
え
て
い
な
い
。

筆
者
は
そ
こ
に
は

「死
者
の
霊
」

に
対
す
る
畏
怖
の
感
情
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
る
。

死
の
移
れ
を
有
し
、

危
険
で
不
安

定
な
霊
の
う
ち
、

先
祖
だ
け
を

「清
ま
は
っ
た
霊
」
［柳
田
　
一
九
六
二
　
九
二
］
と
し

て
屋
内
に
取
り
入
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、

残
さ
れ
た
新
仏
や
無
縁

仏
を

「危
険
な
も
の
」
と
し
て
弁
別
し
、

外
部
に
排
除

（隔
離
）
す
る
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
結
局
、

柳
口
に
基
づ
く
①
の
解
釈
が
適
合
す
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。

袋
飼

（事
例
１４
）
で
は
新
仏
を
祀
る
棚
を
墓
に
設
け
て
い
る
が
、
こ
れ
は
猿
飼
の
地

理
的
環
境
と
関
連
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

猿
飼
で
は
近
く
に
川
が
流
れ
て
い
な

い
た
め

（川
筋
ま
で
２
血
あ
ま
り
の
距
離
が
あ
る
）、
川

（水
）
と
新
仏
の
霊
を
結
び
つ

け
る
意
識
が
薄
く
な
り
、　

一
般
の
祖
霊
と
同
様
に
、

新
仏
の
霊
は
墓
と
強
く
関
連
づ
け

ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

半
田
川
上
流

（山
間
部
）
の
上
喜
来

（事
例
１２
）
で
は
、

新
仏
を
祀
る
設
え
と
し
て

「迎
え
台
」
（他
地
域
で
言
う
と
こ
ろ
の
火
棚
に
相
当
す
る
）
と

「涼
み
台
」
（他
地
域

で
言
う
と
こ
ろ
の
水
棚
に
相
当
す
る
）
の
二
つ
を
作
り
、

迎
え
台
を
墓
地
、

涼
み
台
を

自
宅
庭
の
溜
め
池
の
ほ
と
り
に
据
え
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

ま
ず
墓

（迎
え
台
）
で
火

を
焚
い
て
新
仏
の
霊
を
迎
え
、

そ
れ
を
自
宅
庭
の
溜
め
池
の
ほ
と
り

（涼
み
台
）
に
移

し
、

そ
こ
で
霊
に
涼
ん
で
も
ら
い
な
が
ら
新
仏
の
霊
を
祀
る
と
い
う
構
造
が
見
て
取
れ

る
。

現
在
、

半
田
町
で
は
、

火
制

（火
と
ぼ
し
を
行
う
場
所
）
と
水
栖
を
同

一
の
地
点

に
設
置
す
る
の
が

一
般
的
な
形
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
事
例
の
よ
う
に
火
棚
と
水
棚
を

分
離
す
る
形
が
半
回
町
に
お
け
る
よ
り
古
い
時
代
の
新
仏
祭
祀
の
あ
り
方
を
伝
え
る
も

の
か
ど
う
か
は
即
断
で
き
な
い

（た
と
え
ば
霊
は
水
辺
で
迎
え
、

水
辺
で
送
る
と
考
え

る
地
域
で
は
、

火
棚
と
水
棚
は
近
接
し
て
い
て
当
然
で
あ
る
）。
し
か
し
少
な
く
と
も
、

墓
↓
盆
柳

（水
棚
）
と
い
う
新
仏
の
霊
魂
の
移
動
経
路
を
明
確
に
確
認
で
き
る
例
と
し

て
、

興
味
深
い
事
例
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
四
〉
盆
棚
の
祭
祀
対
象

か
つ
て
半
口
町
で
は
、

お
盆
の
際
、

新
仏
と
無
縁
仏
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
盆
棚
を
設

け
て
祀
っ
て
い
た
。

新
仏
を
祀
る
企
棚
は
川

（水
）
辺

（山
問
部
の
川
が
近
く
に
な
い

地
区
で
は
墓
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
）、
無
縁
仏
を
記
る
盆
棚
は
自
宅
庭
と
い
う
よ

う
に
設
置
場
所
を
分
け
て
い
た
の
み
な
ら
ず
、

企
棚
の
形
式
も
異
な
っ
て
い
た

［半
田

町
誌
出
版
委
員
会
　
一
九
八

一
　

一
〇
三
六
］。
し
か
し
現
在
で
は
無
縁
仏
を
祀
る
企
棚

を
特
別
に
作
る
習
俗
は
消
滅
し
つ
つ
あ
り
、

お
盆
に
無
縁
仏
を
記
る
と
い
う
意
識
も
次

第
に
薄
れ
て
き
て
い
る
。　

一
方
、

川

（水
）
辺
に
盆
棚

（水
棚
）
を
設
け
て
新
仏
の
霊

を
記
る
習
俗
は
、

（減
少
傾
向
に
は
あ
る
も
の
の
）
依
然
と
し
て
町
内
の
多
く
の
地
域
で

受
け
継
が
れ
て
い
る
。

川

（水
）
辺
の
企
棚

（木
棚
）
で
の
祭
祀
対
象
は
事
例
７

（西
久
保
）
の
み

「新
仏

と
銃
鬼
仏
」
と
な
っ
て
お
り
、

そ
れ
以
外
の
事
例

（
一
四
例
）
で
は
す
べ
て

「新
仏
」

の
み
を
記
る
と
し
て
い
る
。

半
コ
町
内
の
盆
棚
の
祭
記
に
関
わ
っ
て
い
る
紳
宙
寺
お
よ
び
多
聞
寺
の
住
職
に
よ
れ

ば
、
「水
梱
は
本
来
新
仏
の
み
な
ら
ず
、

祀
り
手
の
な
い
無
縁
仏
も

一
緒
に
供
養
す
る
も

の
で
あ
る
」
と
い
う

（傍
点
筆
者
）。
無
縁
仏
の
話
に
限
ら
ず
、

定
期
的
な
祭
記
の
た
び

に
繰
り
返
さ
れ
る
こ
う
し
た
仏
教

（僧
侶
）
側
の

「知
識
人
」
と
し
て
の
言
説

・
解
釈

が
、

次
第
に

「常
識
」
と
し
て
民
飼
に
浸
透

・
定
着
し
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
半
口
町
で
は
、

か
つ
て
は
無
縁
仏
と
新
仏
を
分
け
て
祀
る
習
慣
が
あ
っ
た
こ

と
も
あ
り
、

川

（水
）
辺
の
企
棚
と
新
仏
を
結
び
つ
け
る
意
識
は
非
常
に
強
い
。

そ
の
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た
め
こ
う
し
た
仏
教
側
の

（水
棚
で
は
新
仏
と
無
縁
仏
を
あ
わ
せ
祀
る
も
の
で
あ
る
と

い
う
）
解
釈
が
民
間
に
深
く
浸
透
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

今
回
の
現
地
調
査
、

お
よ
び
文
絞
研
究
の
範
囲
で
は
、

半
口
町
に
お
い
て
屋
外
の
盆

棚
で
先
祖
を
祀
る
と
い
う
事
例
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

含
じ

で
も
述
べ
た
が
、

か
つ
て

は
先
祖
も
新
仏
も
と
も
に
屋
外
で
記
ら
れ
て
い
た
と
い
う
高
谷
重
夫

・
喜
多
村
理
子
の

説

［高
谷
　
一
九
八
五
］
堅
申多
村
　
一
九
八
五
］
が
半
田
町
の
事
例
に
も
当
て
は
ま
る

か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、

今
後
さ
ら
に
調
査
を
進
め
て
い
く
中
で
検
討
し
た
い
と
考
え

て
い
る
。

（五
）
新
仏
の
祀
り
方

半
田
町
に
お
い
て
、

お
盆
に
新
仏
を
祀
る
一
連
の
行
事
は
、

こ
　
八
月

一
日
に
新
仏
を
供
養
す
る
た
め
の
灯
籠
を
家
の
軒
先
に
立
て
、

人
月
末
に

川
に
流
す
ｆ
）
（ま
た
は
檀
那
寺
に
持
つ
て
い
つ
て
焼
く
）。

ｂ
　
家
の
中
に
設
け
ら
れ
た
新
仏
の
た
め
の
祭
壇

（新
仏
の
位
牌
を
安
置
）
の
前
で

祭
祀
を
行
う
。

ｃ
　
屋
外

（多
く
の
場
合
川
原
）
に
設
け
ら
れ
た
盆
棚
の
前
で
祭
祀
を
行
う
。

と
い
う
二
つ
の
構
成
要
素
か
ら
な
っ
て
い
る
。

各
儀
礼
の
中
心
と
な
る
象
徴
は
、

そ
れ

ぞ
れ
、

灯
籠
、

新
仏
の
位
牌
、

企
棚
で
あ
る
。

な
お
、
「皇
に
行
く
」
と
い
う
要
素
は
、

新
仏
を
記
る
一
連
の
儀
礼
過
程
に
お
い
て
必

須
の
要
素
で
は
な
い

（事
例
８
、

１３
に

「墓
で
新
仏
を
迎
え
る
」
と
い
う
形
で
見
ら
れ

る
の
み
）。

こ
れ
ら
の
構
成
要
素
は
、

時
間
的
に
は
、

①
灯
縫
立
て
　
人
月
一
日

②
屋
内

（祭
垣
）
で
の
新
仏
祭
祀
　
人
月
中
旬
～
下
旬

（多
く
は
一
三
日
～
）

③
屋
外

（盆
梱
）
で
の
新
仏
祭
祀
　
人
月
中
旬

（多
く
は
一
四
日
）

企
棚
の
設
置
↓
火
と
ば
し
↓
盆
棚
に
水
を
か
け
拝
礼
す
る
↓
企
棚
を
援
す

④
灯
籠
流
し
　
人
月
二

一
日

と
い
っ
た
流
れ
で
進
行
す
る
。

こ
の
う
ち
、

屋
内
に
臨
時
の
祭
寝
を
設
け
新
仏
の
位
牌
を
記
り
、

そ
の
霊
魂
を
供
養

す
る
こ
と
が

一
般
化
し
た
の
は
そ
れ
ほ
ど
古
い
こ
と
で
は
な
く
、

ズ
新
仏
の
霊
を
）
屋

外
で
記
る
だ
け
で
は
な
く
、

（先
祖
と
同
様
に
）
屋
内
で
も
祀
っ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
檀

家
側
の
要
請
が
あ
り
、

そ
れ
を
受
け
て
次
第
に
広
が
っ
て
い
っ
た
習
慣
の
よ
う
で
あ
る
。

新
仏
は
、

先
祖
と
は
異
な
つ
た
存
在

（不
安
定
で
危
険
な
霊
）
と
考
え
ら
れ
、

そ
の

祭
場

（盆
棚
）
は
屋
外
に
隔
離
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

近
代
～
現
代
に
か
け
て
、

新

仏
を
畏
怖
す
べ
き
も
の
と
し
て
聖
別
す
る
観
念
は
次
第
に
薄
れ
て
い
き
、

そ
の
一
方
で

新
仏
も
先
祖
と
同
様
に

（家
の
中
で
）
丁
重
に
祀
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
徐

々
に
強
く
な
り
、

伝
統
的
な
新
仏
祭
祀

（屋
外
に
企
棚
を
設
け
て
耐
る
）
の
習
俗
を
残

し
な
が
ら
も
、

先
祖
と
同
様
に
家
の
中
に
祭
壇
を
設
け
て
そ
の
霊
魂
を
祀
る
と
い
う
習

俗
が
生
ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

結
果
と
し
て
半
田
町
で
は
、

新
仏
は
ソ
ト

（企

棚
）
と
ツ
チ

（家
の
中
の
祭
壇
）
で
同
時
に
祀
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

半
国
町
で
も
近
年
、

手
間
が
か
か
る
と
い
う
理
由
で
、

新
仏
を
祀
る
企
棚
を
作
る
習

慣
は
次
第
に
衰
退
し
つ
つ
あ
る
。
こ
の
趨
勢
が
さ
ら
に
進
む
と
、

屋
外
で
の
企
棚
祭
祀

が
消
滅
し
、

新
仏
も
先
祖
と
同
様
に
同
じ
屋
内
で
祀
ら
れ
る
と
い
う
段
階

（た
だ
し
祭

壇
は
別
）
に
至
り
、
さ
ら
に
将
来
的
に
は
、

新
仏
単
独
の
祭
壇
も
消
滅
し
、　

一
つ
の
仏

壇
に
吸
収
さ
れ
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。
こ
れ
は

「外
部

（新
仏
）
の
内
部

（先
祖
）

化
」
と
で
も
言
う
べ
き
プ
ロ
セ
ス
が
確
実
に
進
行
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、

半
コ
町
に
お
け
る
お
盆
の
新
仏
祭
耐
の
儀
礼
は
、

か
つ
て
は
①

灯
籠
立
て
↓
③
屋
外

（盆
棚
）
で
の
祭
記
↓
④
灯
縫
流
し
と
い
う
流
れ
で
行
わ
れ
て
い

た
が
、

後
に
②
屋
内

（祭
費
）
で
の
祭
祀
が
加
わ
っ
て
①
↓
②
↓
③
↓
④
と
い
う
流
れ
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に
な
り
、

現
在
は
さ
ら
に
①
↓
②
↓
④
と
い
う
流
れ
に
変
容
し
つ
つ
あ
る
と
言
え
る
。

山
間
部
の
上
喜
来
、

猿
飼
な
ど

（周
辺
地
域
）
で
は
、

屋
内
に
新
仏
を
祀
る
祭
垣
を
設

け
る
こ
と
は
な
く
、

現
在
ヽ
①
ｌ
③
ｔ
④
と
い
う
古
い
新
仏
祭
記
の
形
が
残
っ
て
い
る
。

な
お
い
半
田
町
で
は
新
仏
を
祀
る
習
俗
と
し
て
、
「仏
正
月
」
と
い
う
行
事
が
今
も
伝

承
さ
れ
て
い
る
ｆ

）
［半
田
町
誌
出
版
委
員
会
　
一
九
人

一
　

一
〇

一
六
～

一
〇

一
人
〕
。

こ
れ
は
師
走
最
初
の
辰
巳

（山
分
で
は
巳
午
）
の
日
に
行
う
、

新
仏
に
対
す
る
正
月
行

事
で
、

新
仏
の
墓
を
掃
除
し
て
注
連
円
松
を
飾
っ
た
後
、

仏

（新
仏
の
霊
）
を
背
負
っ

て
家
に
帰
り
、

鏡
餅
を
供
え
て
祀
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

半
田
町
に
お
い
て
、

新
仏

に
対
す
る
正
月
行
事

（仏
正
月
）
と
盆
行
事

（水
棚
の
祭
祀
）
が
セ
ッ
ト
で
伝
承
忘
れ

て
き
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
う
し
た
儀
礼
の
存
在
は
、

新
仏
に
対
す
る
意
識
を

鋭
敏
に
し
、

新
仏
の
祭
定
が
持
続
す
る
原
動
力
と
も
な
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（六
）
新
仏
の
迎
え
方
　
送
り
方
に
対
す
る
解
釈

（五
）
で
整
理
し
た
新
仏
祭
配
の
流
れ
自
体
は
、

半
田
町
内
の
ど
の
事
例
に
も
ほ
ぼ

共
通
し
て
あ
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
ど
の
儀
礼
が

「新

仏
を
迎
え
る
儀
礼
」
で
、
ど
の
儀
礼
が

「新
仏
を
送
る
儀
礼
」
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
は
、

イ
ン
フ
オ
ー
マ
ン
ト
に
よ
つ
て
か
な
り
認
識
の
違
い
が
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「新
仏
を
迎
え
る
儀
礼
」
「新
仏
を
送
る
儀
礼
」
と
解
釈
す
る
こ

と
が
可
能
な
儀
礼
が
、　

一
連
の
新
仏
祭
祀
の
儀
礼
過
程
の
中
に
そ
れ
ぞ
れ
複
数
存
在
す

る
と
い
う
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。

半
田
町
で
は
、　

一
連
の
祭
祀
儀
礼

（
（五
）
で
述
べ
た
①
～
④
）
を
定
め
ら
れ
た
手
順

で
執
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、

新
仏
の
供
養

（さ
ら
に
は
祖
霊

へ
の
昇
華
）
が
達
成
さ
れ

る
と
考
え
ら
れ
て
お
り

（す
な
わ
ち
祭
記
儀
礼
全
体
が

一
つ
の
セ
ツ
ト
と
し
て
捉
え
ら

れ
て
お
り
）、
個
々
の
儀
礼
が
持
つ
具
体
的
な
意
味
に
つ
い
て
は
、

あ
ま
り
深
く
認
識
さ

れ
て
い
な
い
か
、

か
な
り
自
由
な
解
釈
が
行
わ
れ
て
い
る
。

人
々
に
と
っ
て
重
要
な
こ

と
は
、　

一
連
の
手
続
き
に
従
っ
て
新
仏
を

「祀
る
」
こ
と
に
あ
り
、

具
体
的
に
ど
の
儀

礼
に
よ
つ
て
新
仏
を
迎
え
、

送
る
か
と
い
う
こ
と
は
大
き
な
関
心
事
で
は
な
い
の
で
あ

フ０
。実

際
に
、

現
地
で

「新
仏
は
い
つ
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
迎
え

（送
り
）
ま
す
か
」
と

尋
ね
て
み
る
と
、
「あ
ま
り
考
え
た
こ
と
も
な
い
」
と
い
う
答
え
を
含
め
、
さ
ま
ざ
ま
な

答
え
が
返
っ
て
く
る

（表
１
）。

半
日
町
で
は
、
ど
の
儀
礼
を
も
つ
て
新
仏
を

「迎
え
る
」
儀
礼
と
捉
え
て
い
る
か
と

い
う
と
、

Ａ
　
灯
籠
立
て

（事
例
１４
）

Ｂ
　
水
棚

（水
墓
）
を
立
て
る

（事
例
２
、
３
、
４
）

Ｃ
　
火
を
焚
く

Ｃ
ｌ
ｌ
　
墓
地
で
火
を
変
く

（事
例
１３
）

Ｃ
ｌ
２
　
盆
棚
の
脇

（川
原
）
で
火
を
焚
ぐ

（事
例
７
、

１０
）

Ｄ
　
墓
参
り

（事
例
８
）

Ｅ
　
わ
か
ら
な
い

（事
例
５
、
６
、
９
、

１５
）

Ｆ
　
口
答
な
し

（こ
の
件
に
つ
い
て
尋
ね
て
い
な
い
）
（事
例
１
、
３
、
■
、

１２
）

と
い
っ
た
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。

新
仏
を
迎
え
る
場
所
と
い
う
点
か
ら
見
る
と
、

墓
地
、

家

（灯
籠
）、
企
棚

（多
く
は
川

（水
）
の
近
く
）
と
い
う
二
つ
の
異
な
っ
た
解

釈
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

一
方
、

新
仏
を

「送
る
」
儀
礼
と
し
て
提
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、

ａ
　
灯
籠
流
し

（事
例
ｌｏ
、

１４
）

ｂ
　
水
棚

（水
墓
）
を
壊
す

（事
例
５
、
７
）

ｃ
　
企
棚
の
臨

（川
原
）
で
火
を
焚
く

（事
例
２
、
４
、
８
、
９
、

１３
）

ｄ
　
火
を
焚
く
十
灯
籠
流
し

（事
例
い
）
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０
　
わ
か
ら
な
い

（事
例
６
）

ｆ
　
回
答
な
し

（
こ
の
件
に
つ
い
て
尋
ね
て
い
な
い
）
（事
例
１
、
３
、
い
、

１２
）

と
な
つ
て
い
る
。

新
仏
を
送
る
儀
札
は
い
ず
れ
も
川

（水
辺
）
で
行
わ
れ
て
お
り
、

現

在
の
事
例
か
ら
見
る
限
り
で
は
、

半
田
町
で
は
一
般
に
、

新
仏
は
川
を
経
て
あ
の
世
に

帰
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

次
に
新
仏
を

「迎
え
る
」
儀
礼
と

「送
る
」
儀
礼
の
対
応
関
係
を
見
て
み
よ
う
。

人
月

一
日
の

「灯
籠
立
て
」
と
人
月
二
一
日
の

「灯
縫
流
し
」
は
対
を
な
す
儀
礼
で

あ
り
、

灯
籠
を
新
仏
の
依
代
と
考
え
れ
ば
、

そ
こ
に
は
霊
を

「迎
え
る
―
送
る
」
と
い

う
構
造
が
明
陳
に
見
て
取
れ
る
。

実
際
、
「灯
縫
立
て
―
灯
籠
流
し
」
儀
礼
を
新
仏
を
迎

え
る
／
送
る
儀
礼
と
捉
え
て
い
る
事
例
も
あ
る

（事
例
１４
）
ｏ
し
か
し
、
「灯
龍
立
て
―

灯
籠
流
し
」
を
新
仏
を
迎
え
、

送
る
儀
礼
と
解
釈
す
る
と
い
新
仏
祭
記
の
中
心
的
な
位

置
を
占
め
る
盆
棚
に
ま
つ
わ
る
儀
礼
―
盆
棚
を
作
り
、

火
を
焚
き

（火
と
ぼ
し
）、
水
を

か
け
て
記
り
、

最
後
に
倒
す
儀
礼
―
を
ど
う
意
味
づ
け
る
か
が
問
題
に
な
る
。

特
に
、
「火
と
ば
し
」
儀
礼
を
新
仏
の
祭
祀
儀
礼
全
体
の
中
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け

る
か
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

一
般
の
祖
霊

（先
祖
）
に
対
す
る
祭
祀
と
の
関
係
で
、
一火

と
ば
し
」
を

「迎
え
火
」
ま
た
は

「送
り
火
」
と
解
釈
す
る
の
は
ご
く
自
然
な
流
れ
の

よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し

「火
と
ば
し
」
儀
礼
を
新
仏
の

「送
り
火
」
と
解
釈
す
る
と
、

月
末
の

「灯
籠
流
し
」
の
意
味
づ
け
が
う
ま
く
い
か
な
く
な
る
。　

一
度
送
っ
た
新
仏
を

も
う

一
度
送
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
矛
盾
を
回
避
す
る
も

っ
と
も
適
当
な
方
法
は
、
一灯
籠
立
て
―
灯
籠
流
し
」
儀
礼
を
新
仏
を

「迎
え
る
―
送
る
」

と
い
つ
た
枠
組
と
は
別
の
次
元
の
枠
組
＝
具
体
的
に
は
新
仏
を

「祀
る
」
と
い
う
枠
組

で
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
る
ｆ
Ｆ

「灯
籠
は
新
仏
の
供
養
の
た
め
に
立
て
ら
れ
る
」
と
考

え
れ
ば
、
「火
と
ぼ
し
亡
儀
礼
を

「送
り
火
」
と
考
え
て
も
大
き
な
趣
解
は
起
こ
ら
な
い
。

矛
盾
を
回
避
す
る
も
う

一
つ
の
方
法
は

（か
な
り
苦
し
い
解
釈
で
は
あ
る
が
）
、
「火
と

ぼ
し
」
儀
礼
は
送
り
火
で
あ
る
が
、

本
当
は
月
末
の

「灯
籠
流
し
」
に
よ
つ
て
送
ら
れ

る
と
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「火
と
ぼ
し
」
「灯
籠
流
し
」
と
い
う
二
つ

の
段
階
を
経
て
新
仏
は
完
全
ｒ
送
ら
れ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
な
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

新
仏
祭
祀
の
儀
礼
全
体
は

（
一
連
の
儀
礼
か
ら
な
る
）
一
つ

の

「儀
礼
セ
ン
ト
」
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、

個
々
の
儀
礼
の
意
味
に
つ

い
て
深
く
考
え
る
必
要
も
な
く
、

翌
日
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
」
こ
の
セ
ッ
ト
を
手

順
通
り
遂
行
す
る
だ
け
で

「新
仏
の
供
養
」
と
い
う
目
的
は
達
せ
ら
れ
る
。
こ
う
こ
た

状
況
に
お
い
て
は
、

個
々
の
儀
礼
の
本
来
の
意
味
づ
け
は
忘
却
さ
れ
る
か
、

次
第
に
曖

味
に
な
つ
て
い
く
。

結
局
、

個
人
個
人
が
一
連
の
新
仏
祭
記
の
流
れ
に
構
造
的
一
貫
性
、

整
合
性
を
持
た
せ
る

（辻
穫
を
合
わ
せ
る
）
形
で
、

新
仏
を

「迎
え
る
」
「送
る
」
儀
礼

を
措
定
し
て
い
る
と
言
え
る
。

そ
れ
で
は
、

半
田
町
で
は
、

本
斉
ど
の
儀
礼
に
よ
つ
て
新
仏
を
迎
え
／
送
る
と
考
え

ら
れ
て
い
た
の
か
。

（五
）
で
整
理
し
た
よ
う
に
、

半
日
町
に
お
け
る
お
盆
の
新
仏
祭
祀

の
行
事
は
、

ａ
　
軒
先
の
灯
籠
に
よ
る
祭
記

ｂ
　
屋
内

（祭
壇
）
で
の
祭
記

ｃ
　
屋
外

（企
樹
）
で
の
祭
祀

の
三
つ
の
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
行
事
は
、

ａ
　
灯
籠
立
て

（人
月

一
日
）
―
灯
雀
に
灯
を
と
も
す

（人
月
中
の
毎
日
）
―
灯
籠
流

し

（人
月
二
一
日
）

ｂ
　
祭
壇
を
設
け
る

（人
月
上
旬
）
―
祭
壇
の
祭
祀

（人
月

一
四
日
）
―
祭
壇
を
片
づ

け
る

（八
月
中
旬
～
下
旬
）

ｃ
　
盆
棚
を
作
る

（人
月

一
三
日
）
―
企
棚
の
祭
祀

（人
月

一
四
日
）
―
企
棚
を
壊
す

（人
月

一
四
日
）

と
い
う
よ
う
に
、

い
ず
れ
の
儀
礼
も
、

始
ま
り
の
儀
礼
―
祭
祀
儀
礼
―
終
わ
り
の
儀
礼

と
い
う
三
段
階
か
ら
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
時
間
的
に
み
る
と
、
ａ
、
し
、

l  i i十 1 1
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ｃ
の
儀
礼
は
入
れ
子
構
造

（
一
番
外
枠
が

ａ
、

そ
の
内
側
が
ｂ
、　

一
番
内
側
が

ｃ
）
と

な
つ
て
い
る
。

入
れ
子
の

一
番
外
側
を
形
成
し
て
い
る

「灯
籠
立
て
―
灯
籠
流
し
に
儀
礼
は
、

県
内

各
地
の
盆
行
事
の
諸
事
例

［文
化
芹
　
一
九
六
九
　
一
一人
三
～
四

一
〇
］
［徳
島
民
俗
学

〈〓
　
一
九
八
五
］
を
ふ
ま
え
て
考
え
る
と
、

新
仏
を

「迎
え
る
―
送
る
」
と
い
う
よ
り

も

「盆
月
の
あ
い
だ
新
仏
を
慰
め
る

（祀
る
ご

】
）と
に
そ
の
主
意
が
あ
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

屋
内
の
祭
壇
で
の
祭
記
儀
礼
は
、　

一
般
に
人
月

一
四
日
、

屋
外
で
盆
棚
の
察
記
を
行

う
前
に
行
わ
れ
る
。

た
だ
し
家
の
中
に
祭
壇
を
設
け
る
日
、

片
づ
け
る
日
は
家
に
よ
つ

て
一
定
し
て
い
な
い
。

ま
た
、

祭
壇
を
設
け
た
り
、

片
づ
け
た
り
す
る
行
為
が
、

新
仏

の
霊
を
迎
え
る
、

送
る
儀
礼
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
事
例
は
な
い
。

（五
）
で
述
べ
た
よ

う
に
、

家
の
中
で
新
仏
の
霊
を
記
る
と
い
う
形
は
本
来
の
新
仏
祭
祀
の
構
造
に
は
含
ま

れ
ず
、

後
に
付
け
加
わ
っ
た
要
素
と
考
え
ら
れ
、

新
仏
を

「迎
え
る
―
送
る
」
と
い
う

枠
組
と
は
離
れ
た
儀
礼
と
考
え
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、

実
際
に
新
仏
の
霊
を
迎
え
、

送
る
儀
礼
は
、

入
れ
子
構
造
の
一

番
内
側

（新
仏
を
祀
る
一
連
の
儀
礼
の
ヨ
ア
の
部
分
）
に
あ
る
ｃ
の

「盆
棚

（水
棚
ご

を
中
心
と
し
て
展
開
す
る
儀
礼
の
中
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

半
コ
町
で
は
八
月

一
三
日
に
盆
棚
を
作
り
、

翌

一
四
日
に
盆
網
の
祭
祀
を
行
っ
て
い

る
場
合
が
多
い
Ｆ

、

企
棚
の
祭
祀
は
、　

一
般
に
、

①
火
と
ば
し
、

②
盆
棚
に
水
を
か

け
て
拝
む
、

③
企
棚
を
倒
し
て
川
に
流
す
と
い
つ
た
段
階
か
ら
な
る
。

儀
礼
の
全
体
的
な
構
造
か
ら
考
え
る
と
、　

〓
二
日
に
企
棚
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て

川

（ま
た
は
墓
）
か
ら
新
仏
の
霊
を
迎
え
、　

一
連
の
祭
祀

（火
と
ば
し
、

水
か
け
）
が

終
わ
っ
た
後
、

盆
棚
を
倒
し
て
川
に
流
す
こ
と
に
よ
つ
て
霊
を
送
る
、
と
み
る
の
が
妥

当
で
あ
ろ
う
。

盆
棚
を
破
壊
す
る
と
い
う
行
為
は
、

祭
祀
が
完
全
に
終
了
し
、

祭
祀
対

象
で
あ
る
新
仏
の
霊
が
そ
の
場
を
立
ち
去
っ
た
こ
と
を
意
味
し
、

企
棚
を
川
に
流
す
と

い
う
行
為
は
、

新
仏
の
霊
が
川
を
経
て
送
ら
れ
る
と
い
う
考
え
方
を
反
映
し
て
い
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。

（ｔ
）
檀
那
寺
と
の
関
係

半
田
町
内
に
は
神
宮
寺

（上
の
原
、

真
言
宗
御
室
寺
派
、

本
尊
薬
師
如
来
）
と
多
聞

寺

（上
喜
来
、

真
言
宗
御
室
寺
派
、

本
尊
毘
沙
円
天
）
の
二
つ
の
寺
院
が
あ
る
。

神
宮

寺
の
種
家
は
半
口
川
下
流
域
を
中
心
と
し
た
約

一
二
〇
〇
戸
、

多
聞
寺
の
檀
家
は
上
流

域
を
中
心
と
し
た
約
五
〇
〇
戸
で
あ
る

［半
田
町
詰
出
版
委
員
会
　
一
九
人

一　
七
二

七
、

七
三
二
］。

半
日
町
に
お
け
る
盆
棚
の
祭
記
儀
礼
や
そ
の
解
釈
に
は
、

仏
教
の
影
響
を
随
所
に
見

る
こ
と
が
で
き
る

（た
と
え
ば
、　

一
０
人
東
の
オ
ガ
ラ
を
狭
く
習
慣
、
「新
仏
は
地
獄
の

暑
い
と
こ
ろ
に
い
る
」
「餓
鬼
は
水
に
集
ま
る
」
と
い
つ
た
解
釈
な
ど
）
。
こ
う
し
た
影

響
は
、

僧
侶
が

（家
の
中
の
祭
壇
の
祭
祀
と
と
も
に
）
盆
棚
の
祭
祀
儀
礼
を
主
事
し
て

い
る
こ
と
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

僧
侶
の
発
言
や
行
動
、

解
釈
が
公
棚
祭
記
の
形

態
や
意
味
づ
け
に
大
き
く
関
わ
っ
て
く
る
と
す
れ
ば
、
「檀
那
寺
の
違
い
」
と
い
う
要
素

が
、

盆
棚
祭
耐
の
あ
り
方
を
規
定
す
る

一
つ
の
要
因
と
な
つ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。

し
か
し
今
回
の
調
査
で
は
、

明
ら
か
に
檀
那
寺
の
違
い
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
新
仏
祭

記
の
あ
り
方
の
相
違
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た

（事
例
間
に
差
異
が
あ
っ
た

と
し
て
も
、

そ
れ
は
地
理
的
環
境
な
ど
、

他
の
要
因
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
べ
き
も
の

で
あ
っ
た
）。
神
宮
寺
も
多
聞
寺
も
同
じ
宗
派

（真
言
宗
御
室
寺
派
）
の
寺
院
で
あ
り
、

祭
記
儀
礼
や
儀
礼
の
解
釈
に
し
て
も
、

そ
れ
ほ
ど
大
き
な
差
異
を
生
み
出
す
こ
と
は
な

か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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四
　
お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
、

半
口
町
に
お
け
る
新
仏
を
記
る
盆
棚
の
祭
祀
の
実
態
を
紹
介
す
る
と
と

も
に
、

そ
の
祭
祀
の
あ
り
方
を
規
定
す
る
要
因
に
つ
い
て
検
討
を
重
ね
て
き
た
。

詳
細

な
分
析
は
す
で
に

「三
　
考
察
」
で
行
っ
た
が
、

最
後
に
本
研
究
で
得
ら
れ
た
主
た
る

知
見
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

①
半
田
町
で
は
企
に
来
る
三
種
の
霊

（先
祖

・
新
仏

・
無
縁
仏
）
の
う
ち
特
に
新
仏

を

（先
祖
と
の
対
比
の
ヽ
と
に
）
ク
ロ
ー
ズ
ア
ツ
プ
し
、

屋
外
に
盆
棚
を
設
け
て
記
る

習
慣
が
あ
る
。

そ
の
背
景
と
し
て
、

死
械
を
有
し
不
安
定
な
新
仏
の
霊
に
対
す
る
畏
怖

の
念
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

②
半
田
町
で
は
、
半
日
川
と
そ
の
支
流
に
沿
っ
て
多
く
の
集
落
が
展
開
し
て
い
る
。

こ
う
し
た

「州
」
と
い
う
自
然
環
境
が
、

半
田
町
に
お
け
る
盆
棚
祭
祀
の
あ
り
か
た
に

大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。

半
口
町
の
中
で
も
、

近
く
に
川
の
あ
る
地
域
と
な
い
地

域
で
は
、

企
棚
察
記
の
あ
り
方
に
差
異
が
見
ら
れ
る
。

川
に
近
い
地
域
で
は
、

川
を
祖

霊

（新
仏
）
の
通
路
と
み
な
す
考
え
方
が
強
く
見
ら
れ
、

水
に
よ
る
務
れ
の
淳
化
と
い

っ
た
観
念
と
梅
ま
っ
て
、

川
辺

（水
辺
）
で
新
仏
の
祭
祀
が
行
わ
れ
る
。

盆
棚
の
名
祢

も
、
「水
綱
」
「水
墓
」
な
ど

「水
」
を
強
く
意
識
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し

川
か
ら
離
れ
た
地
域
で
は
、

川

（水
）
を
新
仏
の
通
路
と
見
な
す
考
え
方
が
薄
れ

（
一

部
で
は
依
然
と
し
て
水
辺
で
記
る
と
い
う
意
識
は
残
っ
て
い
る
も
の
の
）、
墓
に
企
棚
を

設
け
た
り
、
「水
棚
」
と
い
う
本
来
の
名
称
が
失
わ
れ
た
地
域
も
あ
る
。

③
企
棚
の
形
態
か
ら
見
る
と
、

半
口
町
の
企
棚
は
、

半
田
川
最
下
流
域
か
ら
吉
野
”

合
流
点
に
か
け
て
の

「水
墓
」
型
企
棚
圏
、

半
口
川
下
流
域
～
上
流
域
の

「水
棚
」
型

盆
棚
圏
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

当
地
の
自
然
的
環
境

（川
へ
の
近
接
性
、

川
原
の

広
さ
、

適
当
な
大
き
さ
の
川
原
石
の
得
や
す
さ
）
が
盆
棚
の
形
態
を
規
定
し
て
い
る
。

④
半
田
町
で
は
現
在
、

灯
籠
立
て
↓
屋
内
の
祭
壇
で
の
祭
祀
↓
屋
外
で
の
企
棚
で
の

祭
祀
↓
灯
籠
流
し
と
い
っ
た
流
れ
で
新
仏
の
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、

屋
内
の
察
壇

で
の
祭
祀
は
、

新
仏
に
対
す
る
繊
れ
観
の
薄
れ
か
ら
、

後
に
付
け
加
わ
っ
た
要
素
と
考

え
ら
れ
る
。

③
半
田
町
で
は
、

新
仏
の
送
り
方

，
迎
え
方
に
つ
い
て
多
様
な
解
釈

（混
乱
と
言
っ

て
も
よ
い
）
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
、

当
地
で
は
新
仏
を

「記
る
」
行
為
に
重
点
が

置
か
れ
て
き
た
た
め
、

新
仏
を

「迎
え
」
「送
る
」
行
為
に
関
す
る
意
識
が
薄
れ
て
い
る

こ
と
、
当
地
の
新
仏
奈
祀
に
関
わ
る
儀
礼
が
重
層
的
構
造
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
起
因

し
て
い
る
。

な
お
本
来
は
、

盆
制
を
作
る
と
き
に
新
仏
の
霊
を
迎
え
、

企
棚
を
壊
す
と

き
に
新
仏
の
霊
を
送
る
の
が
原
型
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

①
半
田
町
に
お
け
る
企
棚
の
祭
祀
方
法
や
儀
礼
の
解
釈
の
中
に
は
、

随
所
に
仏
教
の

影
響
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
檀
那
寺
に
よ
る
盆
棚
祭
祀
の
あ
り
方
の
違
い
は
見
い
だ
せ

な
い
。

調
査
事
例
の
不
足
か
ら
、

本
稿
で
は
仮
説
の
提
示
に
と
ど
ま
り
、

検
証
に
至
ら
な
か

つ
た
問
題
も
多
い
。

ま
た
本
稿
で
は
半
コ
町
の
新
仏
祭
祀
の
あ
り
方
に
焦
点
を
当
て
た

た
め
、

先
祖

・
無
縁
仏
の
祭
記
の
あ
り
方
と
、

新
仏
祭
祀
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
十
分

に
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

今
後
は
新
仏
祭
祀
に
加
え
、
当
地
の
先
祖

や
無

縁
仏
の
祭
祀
に
関
す
る
事
例
を
収
集
す
る
こ
と
に
努
め
る
と
と
も
に
、
当
地
の
宗
教
的

世
界
観
や
他
の
信
仰
伝
承
と
の
関
係
も
考
慮
し
つ
つ
、

半
日
町
と
い
う

一
地
域
に
お
け

る
祖
霊
祭
祀
の
構
造
と
変
容
過
程
を
再
構
成
し
、

そ
れ
を
祖
霊
祭
祀
に
関
す
る
一
般
的

な
モ
デ
ル
と
つ
き
あ
わ
せ
な
が
ら
検
討
す
る
作
業
を
進
め
て
い
き
た
い
。

注
（
１
）
［柳
口
　
一
九
六
二
］
［小
松
　
一
九
七
六
］
［最
上
　
一
九
人
四
〕
【伊
藤
　
一

九
人
四
］
雪
【多
村
　
一
九
八
五
］
［高
谷
　
一
九
八
五
］
［喜
多
村
　
一
九
九
八
］
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［庄
武
　
一
一〇
〇
三
］
な
ど
。

（２
）
［小
松
　
一
九
七
六
　
一
九
～
二
〇
］。

（３
）
［笠
井
　
一
九
二
七
　
一
四
〇
口。

（４
）
中小
松
　
一
九
七
六
　
一
一
亘
。

（５
）
［小
松
　
一
九
七
六
　
一
一
己
。

（
６
）
高
谷
重
夫
は
、

近
畿
地
方
の
官
座
の
祭
り
の
際
に
頭
屋
の
カ
ド
に
設
け
ら
れ
る

察
壇
、

戻
申
講
の
六
０
年
に
一
度
の
大
祭
の
際
に
作
ら
れ
る
祭
壇
、

福
島
県
白
河

市
の
天
道
念
仏
の
棚
な
ど
の
例
を
挙
げ
、

竹
の
四
本
桂
の
仮
屋
が
古
く
よ
り
伝
承

さ
れ
た
祭
抵
の
形
で
、

企
棚
ヽ
そ
の
一
っ
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る

市高
谷
　
一

九
九
五
　
一
七
］。

（７
）
梯
子
が
盆
棚
に
不
可
欠
の
施
設
と
す
る
風
は
全
国
的
に
見
ら
れ
る

『高
谷
　
一

九
九
五
　
一
六
〕。

（８
）
「ま
た
他
に
水
綱
を
作
ら
ず
吉
野
川
の
水
辺
で
お
祭
り
す
る
家
も
あ
っ
た
。
こ
れ

は
実
見
し
な
か
つ
た
が
水
辺
の
石
を
寄
せ
集
め
其
上
に
石
を
立
て
て
基
に
槙
凝
し
、

花
立
に
シ
キ
プ
を
挿
し
て
供
え
オ
ガ
ラ
を
た
き
、

親
族

一
同
が
拝
み
、

終
れ
ば
潰

し
て
し
ま
う
と
云
う
」
（半
田
町
小
野
、

前
田
周
平
か
ら
の
聞
き
取
り
）
［笠
井

一
九
五
七
　
一
四
〇
］
。

筆
者
の
関
き
取
り
調
査

（小
野

・
三
反
口
啓
介
氏
、

二
①

Ｏ
二
年
人
月

一
四
日
）
で
も
、

小
野
を
は
じ
め
と
す
る
半
日
川
最
下
流
域
で
は
、

か
つ
て
は
吉
野
川
に
石
組
み
の
盆
棚
を
設
け
て
い
た
と
の
回
答
を
得
た
。

（９
）
梅
野
は
高
知
県
中
土
佐
町
　
土
佐
清
水
市

・
北
川
村

，
東
洋
町
、

徳
島
県
海
部

町
・
相
生
町
・
半
田
町
の
事
例
を
挙
げ
て
い
る
。

（
１０
）
高
谷
重
夫
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
水
向
け
儀
礼
に
は
、

民
間
の
献
供

習
俗
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
と
い
う
面
も
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る

［高
谷
　
一

九
九
五
　
一
一
人
～

一
二
〇
］。

（
１１
）
た
と
え
ば
僧
侶
の
新
仏
祭
祀
へ
の
関
与
、

仏
教
的
な
儀
礼
行
為

（棚
に
水
を
掛

け
て
浄
め
る
行
為
な
ど
）
の
存
在
、

儀
礼
行
為
の
仏
教
的
解
釈
な
ど
。

（‐２
）
半
田
川
最
下
流
域
で
は
、　

一
部

「水
棚
」
「水
墓
」
の
両
方
の
呼
称
が
混
在
し
て

い
る
地
域
が
あ
る
。
こ
れ
は

「水
墓
」
型
盆
棚
か
ら

「水
棚
〓
型
企
棚

へ
の
移
行

に
と
も
な
っ
て
の
混
乱
と
考
え
ら
れ
る
。

（‐３
）
徳
島
県
西
部
の
祖
谷
地
方
や
入
吹
町
な
ど
で
は
、

葬
送
儀
礼
の
際
に

「カ
リ
ヤ
」

「ム
イ
カ
ダ
ナ
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
臨
時
の
施
設
を
作
り
、

蓑
笠
を
吊
す
習
慣
が

見
ら
れ
る
が
、

そ
の
形
態
は
新
仏
を
祀
る
企
棚
と
よ
く
似
て
い
る
と
い
う

『武
田

一
九
二
五
　
一
〇

一
］
［近
藤
　
一
九
人
三
　
一
〓
二
四
］。
こ
の
こ
と
か
ら
、

庄

武
憲
子
は
、

企
に
祀
る
新
仏
に
つ
い
て
も
葬
式
直
後
の
死
者
に
対
し
て
の
感
情
と

同
様
の
も
の
＝
死
稼

へ
の
恐
怖
を
抱
い
て
い
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
察
し
て
い

る

口庄
武
　
一
一〇
〇
二
］。

（
・４
）
川
辺
で
の
水
神
祭
祀
、

虫
送
り
の
隣
川
に
虫
を
送
る
習
俗
、

七
夕
の
笹
竹
を
川

に
流
す
習
俗
な
ど
は
、

み
な
こ
う
し
た
世
界
観
を
背
景
と
し
て
成
立
し
た
民
俗
行

事
と
思
わ
れ
る
。

（
い
）
半
田
町
に
お
い
て
、

高
谷
や
喜
多
村
が
い
う
よ
う
な
霊
の
祭
祀
場
所
の
変
化
が

あ
つ
た
か
ど
う
か

（た
と
え
ば
、

新
仏
の
み
な
ら
ず
先
祖
も
か
つ
て
は
川
辺
で
記

つ
て
い
た
か
ど
う
か
）
に
つ
い
て
は
、

今
回
の
調
査
で
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
つ
た
。

（
・６
）
新
仏
の
あ
る
家
で
は
人
月

一
日

本昭
和
三
０
年
代
ま
で
は
旧
暦
七
月

一
日
）
に

家
の
軒
下
に
灯
籠

（あ
る
い
は
岐
阜
提
灯
）
を
品
し
て
毎
晩
灯
を
と
も
し
、

人
月

末
日

（か
つ
て
は
七
月
晦
日
）
の
灯
縫
流
し
の
際
に
小
舟
に
載
せ
て
に
川
に
流
す

と
い
う
習
俗
は
、

美
馬
都

・
三
好
郡
の
吉
野
川
流
域

一
帯
に
広
く
分
布
し
て
い
る

［三
加
茂
町
史
編
集
委
員
会
　
一
九
七
三
　
一
四
一
七
］
［笠
井
　
一
九
五
七
　
一

四
〇
～

一
四
一
］
ロ
ニ
野
町
誌
編
集
委
員
会
　
一
九
七
四
　
一二
人
九
］
官
二
好
町
史

編
集
委
員
会
　
一
九
九
六
　
一ハ
九
七
］。
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（
‐７
）
仏
正
月
は
、

徳
島
県
三
好
郡

・
美
馬
郡
、

愛
媛
県
宇
摩
郡
付
近
に
限
り
伝
承
さ

れ
て
い
る
習
俗
で
あ
る
と
い
う

い半
口
町
誌
出
版
委
員
会
　
一
九
八

一
　

一
〇

一

七
］
。

（
‐８
）
逆
に
、
「灯
縄
立
て
―
灯
籠
流
し
」
儀
礼
を
新
仏
を

「迎
え
」
「送
る
」
儀
礼
、

企
棚
を
作
り
、

脇
で
火
を
焚
き
、

水
を
か
け
、

察
す
儀
礼
を
新
仏
を

「祀
る
」
儀

礼
と
位
置
づ
け
て
も
矛
盾
は
起
こ
ら
な
い
。

（
じ
）
近
年
、

新
仏
を
記
る
盆
棚
の
祭
祀
は
、

祭
祀
を
主
宰
す
る
家
や
僧
侶
の
都
合
に

よ
り
必
ず
し
も

一
四
日
に
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

二
〇
〇
二
年
に
筆
者
が
行

っ
た
調
査
で
は
、
日
程
は
人
月
八
日
～

一
六
日
ま
で
の
幅
が
あ
っ
た
。

参
考
文
献

伊
藤
唯
真
　
一
九
八
四
　
『
仏
教
と
民
俗
宗
教
―
日
本
仏
教
民
俗
論
』
　
国
書
刊
行
会

梅
野
光
興
　
一
一〇
〇

一
　

「祖
霊
は
水
辺
に
集
う
―
高
知
県
の
盆
行
事
か
ら
」
　

『
国

立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
九

一
　

一
五
一
～

一
六
五

笠
井
藍
水
編
　
一
九
五
七
　
『
美
馬
郡
郷
土
誌
』
　
美
馬
郡
教
育
会

角
川
日
本
地
名
大
辞
典
編
集
委
員
会
編
　
一
九
人
六
　

『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
　
徳

島
県
』
　
角
川
書
店

金
沢
治
　
一
九
七
四
　
『
日
本
の
民
俗
　
徳
島
』
　
第

一
法
規

喜
多
村
理
子
　
一
九
八
五
　
「盆
に
迎
え
る
霊
に
つ
い
て
の
再
検
討
―
先
祖
を
祭
る
場
所

を
通
し
て
」
　

『
日
本
民
俗
学
』

一
五
七

・
一
五
人
　
一
〇
三
～

一
一
七

（
の
ち

に
大
島
建
彦
編
　
一
九
人
人
　
『無
縁
仏
』
　
岩
崎
美
術
社
に
収
録
）

喜
多
村
理
子
　
一
九
九
人
　
「盆
と
飾
供
」
　
赤
田
光
男
他
編

『
講
座
日
本
の
民
俗
六

時
間
の
民
俗
』
　
雄
山
閣
　
一
七
〇
～

一
人
四

小
松
理
子
　
一
九
七
六
　

「新
仏
の
祭
り
―
新
設
さ
れ
る
棚
の
設
置
場
所
を
中
心
と
し

て
」
　

『
民
俗
と
歴
史
』
三
　
民
俗
と
歴
史
の
会
　
一
九
～
二
六

近
藤
直
也
　
一
九
人
二
　

『
祓
い
の
構
造
』
　
創
抗
社

庄
武
慮
子
　
一
九
九
九
　
「穴
吹
町
の
傘
行
事
」
　

『
総
合
学
術
調
査
報
告

】
穴
吹
町
』

（阿
波
学
会
紀
要
四
五
）
　

一
一七

一
～
二
七
六

庄
武
憲
子
　
一
一〇
〇
三
　

「徳
島
県
の
盆
棚
」
　

『
徳
島
地
域
文
化
研
究
』

一
　

一
七

～

一
人

高
谷
重
夫
　
一
九
人
五
　

「餓
鬼
の
棚
」
　

『
日
本
民
俗
学
』

一
五
七

，
一
二
人
　
一

三
二
～

一
四
六

（の
ち
に
高
谷
重
夫
　
一
九
九
五
　
『企
行
事
の
民
俗
学
的
研
究
』

岩
コ
書
院
　
に
収
録
）

高
谷
重
夫
　
一
九
九
五
　
『盆
行
事
の
民
俗
学
的
研
究
』
　
山石
田
書
院

武
コ
明
　
一
九
五
五
　
『
祖
谷
山
民
俗
誌
』
　
古
今
書
院

田
中
久
夫
　
一
九
八
六
　
『
祖
先
祭
記
の
歴
史
と
民
俗
』
　
弘
文
董

徳
島
県
教
育
委
員
会
編
　
一
九
七
人
　
『
徳
島
県
民
俗
地
図
』
　
徳
島
県
教
育
委
員
会

徳
島
民
俗
学
会
　
一
九
人
五
　

「徳
島
の
企
習
俗
」
　

阿
波
学
会
編

『
阿
波
学
会
二
十

年
史

・
記
念
論
文
集
』
　
一二
人
九
～
四
十
七

半
口
町
誌
出
版
委
員
会
編
　
一
九
人

一
　

『
半
田
町
誌
　
下
巻
』
　
半
田
町
誌
出
版
委

員
会
事
務
局

文
化
庁
編
　
一
九
六
九
　
『
日
本
民
俗
地
図
　
年
中
行
事
Ｉ
　
解
説
書
』
　
国
土
地
理

協
会

三
加
茂
町
史
編
纂
委
員
会
　
一
九
七
三
　
『
三
加
茂
町
史
』
　
徳
島
県
三
好
郡
三
加
茂

町

三
野
町
誌
編
集
委
員
会

美
馬
町
史
編
集
委
員
会

三
好
町
史
編
集
委
員
会
編

県
三
好
郡
三
好
町

九
七
四
　
『
三
野
町
詰
』
　
徳
島
県
三
好
郡
三
野
町

九
人
九
　
『
美
馬
町
史
』
　
徳
島
県
美
馬
郡
美
馬
町

一
九
九
六
　

『
二
好
町
史
　
地
域
史

・
民
俗
編
』
　
徳
島
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民
俗
学
研
究
所
編
　
一
九
五
六
　
『
綜
合
日
本
民
俗
語
実
』
五
　
平
凡
社

最
上
孝
敬

柳
田
団
男

一

一

～

（高
橋
晋

一
　

〒
七
七
〇
―
人
五
〇
二

（黒
田
幸
子
　
一Ｔ
七
七
〇
―
○
人

一
三
　
徳
島
市
中
常
三
島
町
二
―
二
九
　
友
朋
寮
）

徳
島
市
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