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葛
山
の
よ
う
に
、
安
全
祈
願
の
た
め
の
不
動
講
を
行
う
モ
ョ
リ
も
多
い
。
上
城
で
は
、
今
は
年
二
、
三
回
（
昔
は
毎
月
二
七
、
）
に
不
動

講
を
行
う
。
一
二
Ⅱ
二
七
ｎ
の
不
動
講
で
は
代
参
の
打
ち
合
わ
せ
を
し
て
、
モ
ョ
リ
の
代
参
人
を
決
め
る
。
代
参
人
は
二
月
の
節
分
に
、

神
奈
川
県
秦
野
市
の
大
山
神
社
へ
参
拝
し
て
、
モ
ョ
リ
の
安
全
を
祈
願
し
、
モ
ョ
リ
巾
の
お
札
を
受
け
て
く
る
。
川
場
沢
で
も
節
分
の
Ⅱ

に
、
翌
年
の
代
参
人
を
く
じ
で
決
め
る
。

ム
ラ
の
安
全
と
い
え
ば
、
昔
は
と
も
か
く
火
事
を
防
ぐ
こ
と
が
大
切
だ
っ
た
。
ひ
と
た
び
火
事
が
川
る
と
、
あ
っ
と
い
う
間
に
ム
ラ
の

財
産
を
失
い
、
ム
ラ
の
大
切
な
人
手
を
失
う
。
一
軒
だ
け
の
災
い
で
は
す
ま
な
か
っ
た
。
下
条
で
は
、
か
っ
て
は
一
二
月
か
ら
二
月
頃
ま

で
、
毎
晩
順
番
に
拍
子
木
を
叩
い
て
夜
回
り
を
し
た
も
の
だ
っ
た
。
夜
回
り
が
な
く
な
っ
た
今
も
、
モ
ョ
リ
ご
と
に
清
水
市
の
秋
葉
神
社

へ
お
札
を
受
け
に
出
か
け
て
い
る
。
中
里
で
は
区
長
と
組
長
が
、
川
場
沢
で
は
く
じ
で
選
ば
れ
た
代
参
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
秋
葉
神
社
か
ら

お
札
を
受
け
て
き
て
全
戸
に
配
る
。
家
々
が
そ
れ
ぞ
れ
に
祈
願
す
る
の
で
な
く
、
モ
ョ
リ
が
全
休
で
火
事
を
防
ぐ
努
力
を
す
る
の
で
あ
る
。

組
に
分
け
て
行
っ
て
い
る
。

葛
山
の
よ
う
に
、
安
全
年

モ
ョ
リ
ご
と
に
神
社
を
ま
つ
る
例
は
前
述
の
よ
う
に
い
く
つ
も
見
ら
れ
る
。
そ
の
多
く
は
、
モ
ョ
リ
で
の
生
活
の
安

モ
ョ
リ
と
祭
祀

全
を
願
う
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
葛
山
の
川
場
沢
で
正
月
と
、
一
○
Ⅱ
一
七
ｎ
に
行
っ
て
い
る
山
の
神
祭
り
で
は
、

「
区
内
安
全
」
の
灯
籠
が
償
か
れ
て
い
る
。
当
日
は
、
川
場
沢
中
の
世
帯
主
や
子
供
た
ち
が
山
の
神
の
神
社
に
集
ま
り
、
当
番
の
用
意
し

ご
く

た
御
供
（
赤
飯
）
を
あ
げ
て
祭
り
を
行
う
。
正
月
の
ド
ン
ド
ャ
キ
も
モ
ョ
リ
を
単
位
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
モ
ョ
リ
ご
と
に
道
祖
神
の

石
塔
が
建
て
ら
れ
、
そ
一
｝
に
小
屋
を
作
っ
て
子
供
た
ち
は
ド
ン
ド
ャ
キ
の
準
備
を
し
た
も
の
だ
っ
た
。
モ
ョ
リ
が
大
き
い
と
、
そ
の
中
を

に
な
る
も
の
で
あ
り
、
個
人
ユ

モ
ョ
リ
で
あ
る
と
言
え
よ
、
フ
。

個
人
や
、
本
分
家
な
ど
が
ま
つ
る
神
以
外
の
、
近
隣
の
組
織
と
し
て
神
を
ま
つ
る
最
小
単
位
が
、
裾
野
市
域
で
は
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神
社
の
鍵
、
の
ぼ
り
な
ど
神
社
関
係
の
も
の
が
、
ヒ
キ
ッ
ギ
モ
チ
（
引
き
継
ぎ
餅
）
と
と
も
に
次
の
当
番
区
に
引
き
渡
さ
れ
る
。
一
九
八
七

（
昭
和
六
二
）
年
ま
で
は
、
葛
山
全
体
の
大
区
長
が
置
か
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
葛
山
の
鎮
守
で
あ
る
浅
間
神
社
の
当
番
区
の
区
長
が
務
め

て
い
た
。
祭
祀
の
制
度
が
、
行
政
の
制
度
と
し
て
も
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

富
沢
の
鎮
守
は
愛
鳫
神
社
で
、
一
二
班
の
住
民
ま
で
は
氏
子
と
し
て
当
番
を
務
め
る
が
、
一
三
、
一
四
班
は
入
っ
て
い
な
い
。
｝
｝
の
よ

写真2－50夏祭り （富沢）

念
仏
も
、
ム
ラ
の
安
全
を
願
っ
て
モ
ョ
リ
ご
と
に
行
わ
れ
る
。
旧
場
沢
で
は
、
昔

は
若
い
人
が
各
家
を
回
っ
て
マ
ワ
シ
ネ
ン
ブ
ッ
（
回
し
念
仏
）
を
し
て
い
た
。
現
在
は
、

年
寄
り
が
行
う
よ
う
に
な
っ
て
以
前
ほ
ど
に
は
盛
ん
で
は
な
く
な
っ
た
と
い
う
が
、

こ
の
例
の
よ
う
に
、
年
寄
り
の
専
売
特
許
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
念
仏
も
、
か
つ

て
は
ム
ラ
の
安
全
を
祈
願
す
る
た
め
に
老
い
も
若
き
も
ム
ラ
中
で
盛
ん
に
行
っ
た
も

の
で
あ
っ
た
。

深
良
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
に
は
統
一
し
た
氏
神
を
持
た
な
い
村
も

村
の
祭
祀

あ
っ
た
が
、
多
く
は
モ
ョ
リ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
神
社
を
持
っ
て
い
る
ほ

か
に
、
村
と
し
て
の
氏
神
を
ま
つ
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
。

葛
山
で
は
、
浅
間
神
社
を
氏
神
と
し
て
、
各
モ
ョ
リ
が
当
番
を
務
め
て
村
全
体
で

ま
つ
っ
て
い
る
。
当
番
は
、
上
城
↓
中
村
↓
下
条
↓
中
里
↓
田
場
沢
の
順
に
ま
わ
り
、

当
番
に
当
た
っ
た
モ
ョ
リ
が
一
年
間
の
神
社
の
世
話
と
祭
典
の
準
備
を
す
る
。
当
番

区
の
引
き
継
ぎ
は
一
○
月
の
秋
の
祭
典
の
あ
と
に
行
わ
れ
、
祭
り
の
決
算
書
、
目
録
、
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う
に
、
行
政
の
地
域
区
分
と
伝
統
的
な
ム
ラ
の
範
囲
と
が
ず
れ
て
き
て
、
新
住
民
が
増
え
て
く
る
と
、
ム
ラ
に
住
み
な
が
ら
、
ム
ラ
ピ
ト

と
は
み
な
さ
れ
な
い
家
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
富
沢
の
一
三
、
一
四
班
の
住
民
が
そ
れ
に
当
た
る
。
多
く
の
場
合
、
そ
の
ム
ラ
に

定
住
し
な
い
、
ア
パ
ー
ト
や
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
、
賃
貸
住
宅
の
家
で
あ
り
、
富
沢
の
場
合
も
そ
う
し
た
家
ば
か
り
の
一
三
、
一
四
班
が
、

神
社
の
祭
礼
に
関
係
し
て
い
な
い
。
祭
礼
当
番
は
、
カ
ミ
（
上
モ
ョ
リ
と
中
モ
ョ
リ
）
、
シ
モ
（
下
モ
ョ
リ
）
が
、
毎
年
交
代
で
務
め
て
い
る
。

し
め
な
わ

当
番
の
モ
ョ
リ
は
九
月
の
終
わ
り
頃
に
全
員
が
集
ま
り
、
く
じ
引
き
で
祭
礼
の
た
め
の
役
割
を
決
め
て
い
く
。
役
割
に
は
、
注
連
縄
を
張

る
係
、
御
神
燈
を
つ
け
る
係
、
買
い
物
の
係
、
お
か
ず
を
作
る
係
、
当
ｎ
番
、
あ
と
か
た
づ
け
番
な
ど
が
あ
る
。

》
）
の
ほ
か
、
富
沢
全
体
で
不
動
も
ま
つ
っ
て
い
る
。
祭
Ⅱ
は
三
月
二
八
日
で
、
一
）
ち
ら
も
カ
ミ
、
、
ン
モ
ニ
年
ず
つ
交
代
で
当
番
を
務
め

る
。
不
動
堂
で
は
、
三
月
の
祭
礼
の
ほ
か
、
テ
ル
’
－
１
－
。
ハ
イ
（
照
入
梅
・
側
照
り
）
の
と
き
に
雨
乞
い
を
し
た
。
一
九
三
○
年
代
か
ら
五

○
年
代
ま
で
は
堂
の
ま
わ
り
に
露
店
が
出
た
こ
と
も
あ
り
、
富
沢
全
体
で
雨
乞
い
の
祈
願
を
し
た
。
不
動
の
湧
き
水
を
く
ん
で
き
て
、
ご

神
体
の
ヒ
ノ
カ
ミ
サ
ン
に
か
け
、
あ
と
は
飲
み
食
い
の
祭
り
に
な
っ
た
。

生
産
に
関
す
る
祈
願
は
、
い
ま
で
も
し
ば
し
ば
近
世
の
村
の
単
位
が
生
き
て
い
る
。
特
に
、
富
沢
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
共
同
祈

願
と
し
て
の
雨
乞
い
は
、
近
世
の
村
を
単
位
に
行
わ
れ
て
き
た
。

葛
山
の
カ
ミ
ナ
リ
サ
ン
に
は
二
段
階
あ
っ
て
、
下
の
フ
ジ
ゞ
ハ
タ
で
効
果
が
な
か
っ
た
と
き
は
さ
ら
に
上
の
タ
ヶ
ノ
ヵ
ミ
ナ
リ
サ
ン
で
再

び
雨
乞
い
を
す
る
。
山
の
上
で
は
「
雨
降
ら
せ
た
ま
え
」
と
い
う
組
と
、
「
カ
ミ
ナ
リ
サ
ン
ヘ
の
リ
ュ
ゥ
ガ
ン
だ
」
と
い
う
組
が
交
互
に

こ
れ
を
唱
え
続
け
る
。
雨
乞
い
を
行
う
と
三
日
の
う
ち
に
は
雨
が
降
る
と
言
わ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
葛
山
の
雷
神
寓
の
祭
典
は
七
月
二
○

日
に
行
わ
れ
、
当
番
区
か
ら
代
表
が
五
、
六
人
出
て
、
桜
塚
の
一
の
鳥
居
か
ら
社
ま
で
の
ミ
チ
ガ
リ
（
道
刈
り
）
や
境
内
の
掃
除
を
し
て
お

神
酒
を
あ
げ
る
。
一
九
六
○
年
前
後
ま
で
は
こ
の
日
に
、
青
年
団
が
相
撲
を
と
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
今
は
、
下
条
で
は
辻
に
の
ぼ
り
を
た
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回
す
こ
と
で
祭
り
が
行
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
常
に
鎮
座
し
て
い
る
村
は
な
く
、
か
か
わ
る
村
に
平
等
に
回
る
と
い
う
神
な
の
で
あ
る
。

ム
ラ
の
若
い
衆
に
担
が
れ
た
神
輿
は
、
ム
ラ
中
を
回
っ
て
疫
病
を
払
っ
て
く
れ
る
。
当
番
村
の
受
け
渡
し
は
、
四
月
四
日
の
祭
礼
の
ホ
ン

、
ビ
（
本
日
・
当
日
）
の
数
日
前
、
三
月
二
八
日
に
行
わ
れ
る
。
決
め
ら
れ
た
受
け
渡
し
場
所
で
、
前
の
年
の
当
番
区
か
ら
神
輿
が
受
け
渡
さ

れ
、
そ
の
年
の
当
番
の
区
の
男
衆
に
よ
っ
て
そ
の
村
の
鎮
守
へ
と
担
が
れ
て
い
く
。
沿
道
の
各
戸
は
「
奉
納
吉
川
神
社
」
と
書
い
た
の

写真2-51 村左を回るヨシダサン (公文名・鹿島神社）

て
て
、
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会
を
し
て
い
る
。

ム
ラ
を
超
近
世
の
村
を
超
え
た
、
さ
ら
に
大
き
い
範
囲
で
の
祭
祀
や
、
共
同
祈

え
た
祭
祀
願
も
行
わ
れ
て
き
た
。
富
岡
地
区
で
は
、
ム
ラ
を
超
え
た
事
柄
を
話

し
合
う
た
め
に
区
長
会
を
開
い
て
い
る
が
、
一
二
月
上
旬
に
開
か
れ
る
区
長
会
に
は

氏
子
総
代
も
集
ま
っ
て
、
タ
イ
マ
（
大
麻
）
の
式
が
行
わ
れ
る
。
大
麻
と
い
う
の
は
伊

勢
神
宮
の
お
札
の
〉
）
と
で
、
そ
れ
を
分
け
る
が
、
そ
の
と
き
に
そ
れ
ぞ
れ
の
氏
神
、

歳
神
、
火
の
神
の
お
札
も
配
っ
て
い
る
。

裾
野
市
域
で
、
ム
ラ
を
超
え
て
ま
つ
ら
れ
る
神
で
も
っ
と
も
有
名
な
の
は
ヨ
シ
ダ

サ
ン
と
呼
ば
れ
る
吉
川
神
社
を
め
ぐ
る
祭
祀
で
あ
ろ
う
。
黄
瀬
川
の
東
に
あ
る
岩
波
、

石
脇
、
佐
野
、
茶
畑
、
麦
塚
、
ニ
ッ
屋
、
平
松
、
公
文
名
、
久
根
を
中
心
と
し
て
御

こ
う
や
ま

殿
場
市
の
神
山
か
ら
三
島
市
の
伊
豆
佐
野
ま
で
の
村
々
が
か
か
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
村
は
順
番
に
祭
礼
当
番
を
担
当
し
、
当
番
に
な
る
と
ヨ
シ
ダ
サ
ン
の
神
與
を
担

い
で
村
中
を
Ⅲ
る
。
ヨ
シ
ダ
サ
ン
は
社
を
持
た
ず
、
ご
神
体
の
安
置
さ
れ
た
神
輿
を
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富
沢
の
ヤ
キ
。
ハ
（
火
葬
場
）
は
、
観
音
坂
の
方
と
、
シ
ク
リ
￥
ハ
の
道
の
西
の
方
に
あ
っ
た
。
戦
前
ま
で
は
土
葬
が
背
通
で
、
伝
染
病
で
な

く
な
っ
た
人
な
ど
が
こ
の
ヤ
キ
寺
ハ
で
火
葬
さ
れ
た
。
一
般
の
人
も
火
葬
に
し
よ
う
と
し
た
一
）
と
が
あ
っ
た
が
、
素
人
で
は
う
ま
く
焼
け
な

い
と
い
う
こ
と
で
、
特
殊
な
場
合
を
除
い
て
は
、
土
葬
に
戻
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
戦
後
、
火
葬
が
一
般
的
に
な
る
始
め
の
頃
は
、
二

本
松
の
ヤ
キ
バ
を
借
り
て
自
分
た
ち
で
焼
き
、
そ
の
後
は
三
島
市
や
長
泉
町
の
ヤ
キ
ゞ
ハ
を
借
り
た
。

深
良
で
は
、
明
治
時
代
コ
レ
ラ
が
は
や
っ
て
一
○
日
間
の
う
ち
に
二
人
が
死
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
と
き
に
は
火
葬
場
が
ま

だ
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
モ
ョ
リ
ご
と
の
焼
き
場
が
で
き
て
ノ
ャ
キ
（
野
焼
き
）
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
切
久
保
と
遠
道
原
の
火

葬
場
は
工
業
山
地
地
先
に
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
震
橋
で
は
大
正
ま
で
山
の
共
有
地
で
火
葬
し
て
い
た
。
須
釜
で
は
、
一
九
五
二
、
三

（
昭
和
二
七
、
八
）
年
頃
に
火
葬
が
一
般
的
に
な
っ
た
が
、
当
時
は
薪
を
持
ち
寄
り
、
重
油
を
か
け
て
燃
や
し
て
い
た
と
い
う
。
原
で
は
、

同共
一
八
七
○
（
明
治
三
）
年
頃
に
共
同
墓
地
が
で
き
た
頃
か
ら
火
葬
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
深
良
と
し
て
の
火
葬
場
が
で
き
て

と鋪
か
ら
は
、
村
役
場
で
オ
ン
ポ
ゥ
を
頼
ん
だ
り
、
共
有
の
リ
ャ
ヵ
ー
ー
式
と
霊
枢
車
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
深
良
で
火
葬
が
増
え
た
の
は

荊
一
九
五
五
（
昭
和
三
○
）
年
以
降
の
こ
と
と
い
う
。

ぽ
り
を
掲
げ
、
歓
迎
す
る
。
神
輿
が
神
社
に
着
く
と
「
鎮
座
式
」
が
行
わ
れ
、
前
の
当
番
か
ら
、
そ
の
年
の
当
番
へ
神
輿
や
道
具
類
の
引

き
継
ぎ
式
が
行
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
ヨ
シ
ダ
サ
ン
は
ム
ラ
を
超
え
て
ま
つ
ら
れ
て
き
た
。

土
葬
が
一
般
的
だ
っ
た
頃
、
ム
ラ
で
は
特
別
な
場
合
に
の
み
火
葬
が
行
わ
れ
た
。
火
葬
は
多
く
の
場
合
、
伝
染
病
や

ム
ラ
の
火
葬
場

は
や
り
病
に
か
か
っ
た
人
が
死
ん
だ
と
き
に
行
わ
れ
、
そ
の
場
所
も
、
ム
ラ
に
よ
っ
て
ム
ラ
の
は
ず
れ
の
一
角
と
決

め
ら
れ
て
い
た
。
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茶
畑
で
も
、
モ
ョ
リ
ご
と
に
共
同
の
墓
地
を
持
っ
て
い
る
。
本
茶
モ
ョ
リ
に
あ
る
共
有
の
墓
地
に
は
七
軒
の
家
の
墓
が
建
っ
て
い
る
が
、

こ
の
う
ち
も
っ
と
も
新
し
い
墓
石
は
一
八
六
八
（
明
治
元
）
年
の
も
の
だ
と
い
う
。
ゞ
｝
の
墓
地
を
キ
ュ
ウ
ハ
カ
（
旧
墓
）
と
呼
ぶ
の
に
対
し
て
、

現
在
使
っ
て
い
る
共
同
墓
地
は
シ
ン
ハ
ヵ
（
新
墓
）
と
呼
ん
で
い
る
。
キ
ュ
ウ
ハ
カ
も
シ
ン
ハ
カ
も
彼
岸
や
盆
、
正
月
に
は
墓
参
り
を
す
る
。

本
茶
モ
ョ
リ
の
共
同
墓
地
は
、
中
丸
、
天
理
町
と
同
じ
敷
地
に
作
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
三
つ
の
モ
ョ
リ
ご
と
に
区
画
は
分
か
れ
て
い

裾
野
の
ム
ラ
を
歩
い
て
い
る
と
、
畑
の
中
に
石
が
建
っ
て
い
る
の
を
よ
く
見
か
け
る
こ
と
が
あ
る
。
家
の
敷
地
の
隅
に

墓
地
の
共
有

も
、
同
じ
よ
う
に
見
ら
れ
る
こ
の
石
は
多
く
の
場
合
、
昔
の
墓
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
深
良
の
原
で
は
、
明
治
の
始
め
に

火
葬
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
は
、
屋
敷
の
墓
に
土
葬
し
て
い
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、
裾
野
市
域
で
は
墓
地
は
か
つ
て
屋
敷
地
の
中
に
あ
り
、
し
だ
い
に
屋
敷
の
外
、
ム
ラ
う
ち
の
共
同
墓
地
あ
る
い
は
、
檀

那
寺
の
墓
地
へ
と
移
っ
て
い
く
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
多
く
は
、
明
治
の
頃
に
モ
ョ
リ
単
位
で
共
同
の
墓
地
を
作
り
、
順
次
、
屋
敷
か
ら
こ

れ
を
移
し
て
い
っ
た
。
移
す
と
い
っ
て
も
、
も
と
の
屋
敷
墓
を
ま
つ
ら
な
く
な
る
の
で
は
な
く
、
新
た
に
埋
葬
す
る
場
所
を
変
え
た
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
屋
敷
の
墓
も
先
祖
の
墓
と
し
て
守
り
続
け
て
い
る
。

新
し
い
墓
地
を
シ
ン
。
ハ
ヵ
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
く
、
深
良
の
須
釜
で
は
一
八
八
九
（
明
治
二
三
年
に
、
ン
ン
。
ハ
カ
を
作
る
ま
で
は
、
屋
敷
う

ち
に
墓
が
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
原
で
は
、
明
治
の
頃
に
す
で
に
家
の
あ
っ
た
旧
戸
は
一
｝
の
シ
ン
ゞ
ハ
カ
を
使
う
が
、
新
し
く
で
き
た
新

戸
は
、
寺
の
墓
地
を
使
用
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
明
治
に
一
斉
に
作
ら
れ
た
共
同
墓
地
は
家
数
が
増
え
る
に
従
っ
て
手
狭
に
な
り
、

さ
ら
に
新
し
い
墓
地
が
必
要
と
な
っ
て
き
た
。
原
の
よ
う
に
、
寺
が
そ
の
受
け
川
と
な
る
場
合
も
あ
る
が
、
新
た
な
共
同
墓
地
を
作
る
こ

と
も
あ
っ
た
。
上
原
で
は
、
最
初
に
作
っ
た
共
同
墓
地
を
キ
ュ
ウ
ポ
チ
（
旧
墓
地
）
、
戦
後
新
た
に
山
神
社
の
隣
に
作
っ
た
の
を
シ
ン
ポ
チ

（
新
墓
地
）
と
呼
ん
で
い
る
。
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て
、
混
在
し
て
い
な
い
。
墓
地
に
も
「
モ
ョ
リ
ご
と
」
の
意
識
が
現
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
も
っ
と
も
、
道
上
と
峰
下
に
つ
い
て
は
モ

ョ
リ
の
区
画
を
つ
く
ら
ず
に
ひ
と
つ
の
共
同
墓
地
と
な
っ
て
い
る
。
葛
山
で
は
、
古
い
時
代
は
屋
敷
に
墓
が
作
ら
れ
た
が
、
明
治
時
代
に

全
戸
の
墓
を
仙
年
寺
に
作
っ
た
た
め
、
モ
ョ
リ
ご
と
の
共
同
墓
地
は
な
い
・

ム
ラ
ご
と
の
共
有
の
形
態
は
異
な
る
が
、
屋
敷
の
墓
か
ら
共
同
の
墓
へ
の
変
化
は
明
治
期
に
起
こ
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
さ
ら
に
戦

後
に
な
っ
て
新
た
な
共
同
墓
地
を
作
っ
た
と
こ
ろ
も
多
い
。
イ
ェ
の
墓
か
ら
ム
ラ
の
墓
へ
の
変
化
は
、
ム
ラ
で
の
生
活
に
ど
ん
な
変
化
を

も
た
ら
し
た
も
の
だ
ろ
う
か
。
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ム
ラ
に
す
む
人
々
に
と
っ
て
「
世
間
」
と
は
、
ム
ラ
の
外
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
「
世
間
の
風
は
冷
た
い
」
と
い
う

世
間
の
広
が
り

言
葉
が
あ
る
が
、
冷
た
い
風
に
吹
か
れ
る
の
は
こ
の
あ
た
り
で
い
え
ば
、
モ
ョ
リ
の
外
で
あ
り
、
さ
ら
に
江
戸
時
代

の
村
、
今
で
い
う
地
区
の
外
に
出
た
と
き
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
の
ム
ラ
の
生
活
で
は
、
滅
多
な
こ
と
が
な
け
れ
ば
世
間
の
風
に
さ
ら
さ
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
も
交
通
の
発
達
と
と
も
に
、
人
々
の
世
間
は
広
が
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
風
に
当
た
る
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
た
。

特
に
上
層
の
家
ほ
ど
世
間
は
広
い
の
が
杵
通
で
、
行
動
範
囲
も
階
層
に
よ
る
差
が
大
き
か
っ
た
。

御
殿
場
線
と
一
八
八
九
（
明
治
一
三
）
年
に
新
橋
と
神
戸
の
間
を
結
ん
だ
東
海
道
本
線
は
、
一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
に
丹
那
ト
ン
ネ
ル

裾
野
の
人
々
の
開
通
に
よ
り
、
国
府
津
と
沼
津
の
間
が
御
殿
場
線
と
な
っ
た
。
開
通
当
初
「
佐
野
駅
」
と
い
っ
て
い
た
の
を
、
一
九

一
五
（
大
正
四
）
年
に
「
裾
野
駅
」
と
改
め
、
さ
ら
に
一
九
四
四
（
昭
和
一
九
）
年
に
新
た
に
裾
野
と
御
殿
場
の
間
に
「
岩
波
駅
」
が
で
き
た
。

汽
車
が
通
る
ま
で
は
、
さ
し
て
遠
い
と
こ
ろ
に
行
く
必
要
も
生
ま
れ
な
か
っ
た
か
ら
、
深
良
で
は
駅
の
建
設
に
反
対
運
動
ま
で
起
こ
っ

た
と
い
う
。
開
業
当
時
「
ス
テ
ン
、
ン
ョ
」
な
ど
と
い
う
ハ
イ
カ
ラ
な
呼
び
名
で
呼
ば
れ
た
り
し
た
駅
も
、
そ
の
便
利
さ
を
知
る
ま
で
に
は

時
間
が
か
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
若
い
衆
は
汽
車
が
通
る
よ
う
に
な
っ
て
も
し
ば
ら
く
は
、
三
島
の
明
神
の
祭
り
に
下
駄
つ
ば
き
で
い
っ

た
も
の
だ
っ
た
。
む
し
ろ
、
三
島
ま
で
歩
い
て
行
く
に
は
時
間
が
か
か
る
子
供
た
ち
の
方
が
、
大
人
よ
り
早
く
か
ら
汽
車
に
乗
り
始
め
て

い
た
。
一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
生
ま
れ
の
深
良
に
住
む
Ａ
さ
ん
は
、
子
供
の
頃
に
、
ド
ン
ド
ン
ャ
キ
の
た
め
の
買
い
物
の
た
め
、
正
月
に

第
六
節
世
間
の
広
が
り

Ｈ
交
通
手
段
の
変
化
と
世
間
の
広
が
り
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子
供
同
士
で
洲
野
か
ら
下
土
狩
ま
で
汽
車
に
乗
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。
一
九
二
五
（
大
正
一
四
）
年
生
ま
れ
の
同
じ
く
深
良
の
Ｂ
さ
ん
も
、

せ
ん
ぼ
ん
は
ま

子
供
同
士
で
沼
津
の
千
本
浜
に
海
水
浴
に
行
く
と
き
は
、
裾
野
か
ら
御
殿
場
線
に
乗
っ
て
行
っ
た
と
い
う
。

も
と
も
と
、
一
般
の
ム
ラ
の
人
た
ち
よ
り
「
世
間
」
が
広
か
っ
た
上
層
の
家
の
人
々
は
、
さ
ら
に
早
く
か
ら
汽
車
を
利
用
し
て
い
た
。

一
九
一
二
（
明
治
四
五
）
年
生
ま
れ
の
Ｃ
さ
ん
は
、
一
九
三
三
（
昭
和
八
）
年
に
見
合
い
を
し
た
が
、
そ
の
会
場
は
、
御
殿
場
線
の
中
だ
っ
た

争一､柚 写 .1－？

と
い
う
。
双
方
の
両
親
と
本
人
と
が
沼
津
駅
で
汽
車
に
乗
り
込
み
、
裾
野
駅
に
着
く
ま

で
が
見
合
い
だ
っ
た
。
そ
ん
な
こ
と
が
で
き
た
く
ら
い
だ
か
ら
、
汽
巾
の
中
は
相
当
す

い
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
れ
ま
で
に
も
Ｃ
さ
ん
は
汽
車
に
は
乗
り
慣
れ
て

１
い
た
と
い
う
。
Ｃ
さ
ん
は
沼
津
の
女
学
校
を
川
て
か
ら
、
東
京
の
家
政
学
校
へ
通
っ
て

松平
い
た
し
、
そ
の
夫
も
一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
か
ら
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
ま
で
東
京
の

耐
学
校
へ
通
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
上
層
の
人
々
に
と
っ
て
、
汽
市
は
当
時
す
で
に
、
常

〃ｆ郷
生
活
の
足
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
こ
の
二
人
の
結
婚
式
も
、
東
京
の
東

認
京
會
舘
と
地
元
と
二
カ
所
で
行
わ
れ
た
。
東
京
は
汽
車
に
乗
り
慣
れ
て
い
る
人
々
に
と

２
つ
て
は
、
大
正
時
代
に
す
で
に
ご
く
近
い
存
在
だ
っ
た
。

其写

昭
和
に
入
っ
て
、
汽
車
の
利
用
は
増
え
て
い
っ
た
。
戦
争
中
は
、
御
殿
場
線
に
乗
っ

て
軍
需
工
場
へ
、
ま
た
戦
後
は
農
閑
期
に
製
糸
工
場
な
ど
の
勤
め
に
沼
津
な
ど
に
出
る

よ
う
に
な
っ
た
。
甘
藷
出
荷
組
合
は
撫
野
駅
か
ら
桃
野
特
産
の
サ
ツ
マ
イ
モ
を
大
量
に

大
阪
市
場
へ
出
荷
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
正
月
は
京
都
や
大
阪
で
は
芋
粥
を
作
る
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改
訂
版
）

深
艮
で
は
、
新
田
の
人
が
大
正
末
頃
に
東
駿
自
動
車
と
い
う
会
社
を
作
り
、
ゞ
ハ
ス
を
走
ら
せ
た
。
神
山
・
深
良
新
田
に
車
庫
を
置
い
て

一
○
年
ほ
ど
営
業
し
た
が
収
支
が
ひ
き
あ
わ
ず
、
や
め
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
こ
の
自
動
車
会
社
の
権
利
は
そ
の
後
、
富
士
山
麓
電
軌
鉄

道
株
式
会
社
に
移
っ
て
、
ゞ
ハ
ス
の
大
型
化
、
新
路
線
の
開
通
が
進
め
ら
れ
た
と
い
う
。
（
裾
野
市
教
育
委
員
会
編
『
裾
野
』
一
九
七
八
年

の
で
た
く
さ
ん
出
荷
し
た
と
い
う
。
ま
た
、
一
九
五
五
（
昭
和
三
○
）
年
頃
か
ら
は
農
家
の
兼
業
化
が
進
み
、
世
帯
主
も
御
殿
場
線
に
乗
っ

て
勤
め
に
出
る
よ
う
に
な
っ
た
。
御
殿
場
線
は
、
ム
ラ
の
人
々
の
世
間
を
徐
々
に
広
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

馬
車
か
ら
か
つ
て
野
菜
な
ど
を
運
搬
す
る
と
き
は
、
馬
力
や
リ
ヤ
カ
ー
、
荷
車
、
自
転
車
を
利
用
し
た
。
特
に
馬
力
は
自
動
車
が
登

自
動
車
へ
場
す
る
ま
で
は
大
切
な
輸
送
手
段
だ
っ
た
。
葛
山
に
は
、
「
馬
力
引
き
」
を
商
売
と
し
た
人
も
何
人
か
い
た
。
Ｄ
さ
ん
（
一

九
一
八
年
生
）
は
、
一
九
四
七
、
八
（
昭
和
二
二
、
三
）
年
頃
ま
で
、
山
師
が
伐
採
し
た
木
材
を
馬
力
で
沼
津
や
三
島
ま
で
運
ん
で
い
た
が
、

自
動
車
を
使
う
運
送
屋
が
登
場
し
て
や
め
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
Ｄ
さ
ん
が
独
立
し
て
馬
力
屋
に
な
る
前
に
、
職
人
と
し
て
働
い
て
い
た

今
関
馬
力
屋
で
は
、
乗
合
馬
車
も
や
っ
て
い
た
。
一
○
人
ほ
ど
乗
れ
る
馬
車
が
、
須
山
街
道
を
笛
を
吹
き
な
が
ら
走
っ
て
い
た
。
馬
車
は

一
九
三
○
、
一
（
昭
和
五
、
六
）
年
頃
ま
で
で
、
一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
に
は
自
動
車
に
変
わ
っ
た
と
い
う
。

今
の
よ
う
な
ゞ
ハ
ス
に
な
っ
た
の
は
戦
後
の
ゞ
）
と
だ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
葛
山
の
道
は
砂
利
道
で
パ
ス
が
入
れ
な
か
っ
た
の
で
、
一
九
五

○
年
代
ま
で
は
御
宿
ま
で
歩
い
て
出
て
尋
ハ
ス
に
乗
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
￥
ハ
ス
は
三
島
本
町
か
ら
上
城
入
り
口
ま
で
き

て
、
田
場
沢
行
き
と
上
城
行
き
と
に
分
か
れ
て
い
た
が
、
個
人
が
自
動
車
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
今
は
、
ふ
た
た
び
田
場
沢
行
き
の
。
ハ
ス

て
、
田
場
沢
行
聖

は
廃
止
さ
れ
た
。

自
動
車
が
走
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
っ
て
も
、
一
般
の
人
が
乗
る
よ
う
に
な
る
に
は
時
間
が
か
か
っ
た
。
普
通
の
人
に
と
っ
て
自
動
車
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は
、
や
は
り
長
い
間
特
別
な
乗
り
物
で
あ
っ
た
。
一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
に
三
島
か
ら
深
良
の
原
に
嫁
に
来
た
と
い
う
Ｅ
さ
ん
（
一
九
○

せ
き
ば
ら

七
年
生
）
は
、
裾
野
駅
ま
で
人
力
車
で
来
て
、
駅
か
ら
ハ
イ
ヤ
ー
に
乗
っ
て
婚
家
に
つ
い
た
。
一
九
四
三
（
昭
和
一
八
）
年
に
堰
原
か
ら
深

良
の
上
原
に
嫁
い
だ
Ｆ
さ
ん
（
一
九
二
二
年
生
）
は
、
自
分
自
身
は
木
炭
自
動
車
に
乗
っ
て
行
き
、
嫁
入
り
道
具
は
牛
車
で
ひ
っ
ぱ
っ
て
い

っ
た
と
い
う
。
花
嫁
道
中
は
特
別
な
移
動
で
あ
っ
た
か
ら
、
い
つ
も
は
使
わ
な
い
自
動
車
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

写真2－53 スソノのマチ並み（平松）

ス
ソ
ノ
と
い
え
ば
、
か
つ
て
は
佐
野
の
こ
と
を
さ
し
た
も
の
で
、
葛
山
な

買
い
物

ど
か
ら
ス
ソ
ノ
ヘ
出
か
け
る
と
き
に
は
下
駄
を
履
い
て
、
着
物
を
着
て
ハ

レ
の
し
た
く
で
出
か
け
た
も
の
だ
っ
た
。
市
域
の
ム
ラ
に
あ
っ
て
、
佐
野
は
マ
チ
と
し

て
人
の
集
ま
る
場
所
だ
っ
た
。
若
い
人
た
ち
は
佐
野
へ
映
画
を
観
に
行
っ
た
。
ち
ゃ
ん

と
し
た
も
の
は
佐
野
ま
で
出
て
い
っ
て
買
い
物
を
し
た
も
の
で
、
た
と
え
ば
結
婚
式
の

引
き
物
な
ど
は
佐
野
の
商
店
に
注
文
し
た
。

買
う
も
の
に
よ
っ
て
、
買
う
場
所
に
は
段
階
が
つ
い
て
い
た
。
葛
山
で
は
、
ム
ラ
う

ち
に
魚
屋
や
小
間
物
屋
な
ど
は
あ
っ
た
が
、
ち
ょ
っ
と
し
た
買
い
物
に
は
御
宿
に
出
て

い
た
。
御
宿
に
行
け
ば
た
い
て
い
の
日
用
品
は
間
に
あ
っ
た
。
大
砿
始
め
か
ら
は
富
岡

村
の
村
医
も
御
宿
に
い
た
。
し
か
し
、
も
う
少
し
改
ま
っ
た
よ
う
な
買
い
物
は
ス
ソ
ノ
、

つ
ま
り
佐
野
ま
で
出
て
い
っ
た
。
佐
野
に
は
呉
服
屋
や
、
下
駄
屋
、
足
袋
屋
も
あ
っ
た
。

口
買
い
物
と
行
商
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刺
身
は
モ
ノ
ピ
の
と
き
だ
け
買
っ
た
。
エ
ビ
や
シ
ラ
ス
は
蒲
原
か
ら
も
売
り
に
来
て
い
た
。

我
入
道
か
ら
箱
を
背
負
っ
て
葛
山
に
来
て
い
た
女
性
は
、
岩
波
か
ら
行
商
し
て
く
る
の
で
、
葛
山
に
来
る
の
は
九
時
頃
だ
っ
た
と
い
う
。

行
商
に
来
る
人
た
ち
は
、
た
い
て
い
決
ま
っ
た
時
間
に
、
決
ま
っ
た
場
所
へ
来
る
の
で
、
長
年
の
つ
き
あ
い
で
顔
な
じ
み
に
な
っ
て
い
て
、

サ
ツ
マ
イ
モ
や
サ
ト
イ
モ
、
鍋
焼
き
な
ど
を
出
し
て
あ
げ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
行
商
の
人
も
い
つ
も
の
こ
と
な
の
で
、
家
の
人
が
い
な
く

て
も
戸
棚
に
魚
を
入
れ
て
い
っ
て
く
れ
た
り
し
た
。

写真2－ 54現代の行商(1990年・深艮）

盆
暮
れ
の
買
い
物
な
ど
は
主
に
佐
野
に
行
っ
て
い
た
が
、
さ
ら
に
沼
津
ま
で
出
る
こ
と
も
あ
っ

た
。
裾
野
市
域
の
人
々
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
大
き
い
マ
チ
は
沼
津
で
あ
っ
た
。
ム
ラ
の
商
店

な
ど
で
は
、
沼
津
へ
仕
入
れ
に
行
っ
て
い
た
。
三
島
へ
も
映
画
を
観
に
行
っ
た
り
、
子
供
た
ち

が
正
月
の
縁
起
物
を
明
神
に
買
い
に
行
っ
た
り
し
て
い
た
が
、
三
島
は
む
し
ろ
娯
楽
や
祭
り
の

と
き
に
出
か
け
る
マ
チ
だ
っ
た
。

上
層
の
家
で
は
さ
ら
に
遠
く
に
川
か
け
て
い
た
。
盆
暮
れ
は
沼
津
へ
、
衣
料
品
な
ど
特
別
の

も
の
は
さ
ら
に
東
京
ま
で
出
か
け
て
買
っ
て
い
た
。
昭
和
の
初
め
、
ム
ラ
の
上
層
の
人
々
の
ハ

イ
カ
ラ
は
日
本
橋
の
三
越
だ
っ
た
。

が
に
ゆ
う
ど
う

富
沢
や
葛
山
へ
は
沼
津
の
我
入
道
な
ど
か
ら
魚
屋
が
行
商
に
よ
く
来
て
い
た
。
茶

行
商

畑
で
も
、
沼
津
の
静
浦
や
馬
込
か
ら
自
転
車
や
オ
ー
ト
ゞ
ハ
イ
に
リ
ヤ
カ
ー
を
つ
け

て
売
り
に
来
て
い
た
。
刺
身
、
シ
ラ
ス
、
ホ
ッ
ケ
、
ァ
ジ
、
イ
ワ
シ
、
サ
ン
マ
、
イ
ル
カ
な
ど

を
持
っ
て
き
た
。
昔
は
尋
ハ
ヶ
ッ
一
杯
の
イ
カ
が
五
銭
で
買
え
た
も
の
だ
っ
た
と
い
う
話
も
聞
く
。
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富
士
信
仰
と
神
参
り
の
た
め
に
ム
ラ
を
出
た
り
、
ム
ラ
に
来
る
人
が
あ
っ
た
り
と
、
信
仰
を
媒
介
に
し
た
往
来
は
江
戸
時
代
か
ら
盛

裾
野
の
ム
ラ
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
。
特
に
、
富
士
山
の
登
山
道
の
通
る
裾
野
に
は
、
富
士
信
仰
に
関
連
し
て
た
く
さ
ん
の
人
々
が
性

ね
が
た

来
し
て
き
た
。
Ⅲ
甲
州
街
道
は
根
方
街
道
と
呼
ば
れ
、
長
泉
、
富
沢
、
桃
園
、
大
畑
、
葛
山
、
金
沢
、
今
里
、
須
山
、
須
山
口
と
結
ん
で
「

宮
川
（
佐
野
川
）
で
旗
ぎ
を
し
た
行
者
た
ち
が
須
山
南
の
登
山
口
に
あ
る
浅
間
神
社
へ
参
っ
て
い
た
。
か
つ
て
、
富
士
山
へ
の
登
山
者
は
、

須
山
の
浅
間
神
社
に
参
拝
し
て
か
ら
大
野
腺
道
へ
と
川
て
い
っ
た
。
今
は
道
路
事
情
が
変
化
し
て
こ
の
道
は
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
が
、
開

山
式
、
閉
山
式
は
須
山
の
浅
間
神
社
で
、
撫
野
市
や
観
光
協
会
の
役
員
な
ど
が
参
列
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
（
『
須
山
の
民
俗
』
）

つ
い
最
近
ま
で
、
下
山
し
た
行
者
た
ち
は
裾
野
の
ム
ラ
ム
ラ
を
順
に
回
り
、
葛
山
の
浅
間
神
社
な
ど
で
護
摩
を
焚
い
て
い
た
。
下
条
の

明
王
寺
は
古
く
は
富
士
山
か
ら
下
っ
て
き
た
法
師
の
立
ち
寄
る
足
場
で
も
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
と
き
と
し
て
、
そ
う
し
た
行
者
が
ム
ラ

に
定
着
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
葛
山
の
鎮
守
の
浅
間
神
社
の
日
榮
と
い
う
神
主
は
、
沼
津
出
身
の
行
者
だ
っ
た
が
、
須
山
か
ら
千
福
一
帯

茶
畑
に
は
三
島
か
ら
三
Ⅱ
お
き
く
ら
い
に
醤
油
、
酢
、
蜂
蜜
な
ど
を
売
り
に
来
て
い
た
。
こ
の
ほ
か
、
富
山
の
置
き
薬
が
回
っ
て
き
た

り
、
ム
ラ
う
ち
で
も
市
ノ
瀬
か
ら
呉
服
の
行
商
が
来
た
り
し
て
い
た
。
マ
チ
場
に
は
、
産
地
の
方
か
ら
サ
ッ
マ
を
売
り
に
来
た
り
も
し
た
。

こ
う
し
て
、
ム
ラ
の
中
に
は
い
つ
も
さ
ま
ざ
ま
な
行
商
人
が
入
っ
て
い
た
。

行
商
ば
か
り
で
な
く
、
戦
中
、
戦
後
に
は
食
料
を
交
換
す
る
た
め
に
、
熱
海
、
伊
東
あ
た
り
か
ら
農
家
へ
や
っ
て
来
る
人
も
多
か
っ
た
。

海
か
ら
は
魚
を
持
っ
て
き
て
、
農
家
で
サ
ツ
マ
イ
モ
や
ジ
ャ
ガ
イ
モ
な
ど
と
交
換
し
た
。
「
世
間
」
は
出
て
行
か
な
く
て
も
、
こ
う
し
て

ム
ラ
の
中
に
入
っ
て
く
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。

(三）

信
仰
の
広
が
り
と
交
流
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第6節世間の広がり

を
回
り
歩
い
て
、
景
ケ
島
の
依
京
寺
に
住
ん
だ
り
し
て
い
た
が
、
ム
ラ
の
人
た
ち
に
請
わ
れ
て
浅
間
神
社
の
神
主
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

富
沢
で
は
、
春
か
ら
夏
に
か
け
て
年
一
回
、
葛
山
か
ら
ウ
ラ
カ
イ
ド
ウ
（
根
方
街
道
）
を
通
っ
て
く
る
ホ
ゥ
ェ
ン
サ
ン
（
法
印
・
行
者
）
の

姿
を
見
か
け
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
千
本
浜
に
浜
降
り
す
る
た
め
に
通
っ
た
も
の
で
、
法
螺
貝
を
吹
き
な
が
ら
三
人
ほ
ど
が
馬
方
と
と
も
に

ム
ラ
に
や
っ
て
来
た
。
ム
ラ
の
人
た
ち
は
、
そ
の
姿
を
見
る
と
、
お
金
や
お
茶
を
持
っ
て
行
っ
て
子
供
の
お
祓
い
を
し
て
も
ら
っ
た
も
の

だ
っ
た
。

神
参
り
と
法
印
に
お
祓
い
し
て
も
ら
う
と
、
子
供
が
病
気
に
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
神
や
仏
は
外
か
ら
来
た
も
の

物
見
遊
山
や
、
ム
ラ
の
外
に
あ
る
も
の
の
方
が
御
利
益
が
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
富
沢
の
個
人
の
家
で
ま
つ
っ
て
い
る
八
幡

に
は
、
戦
争
中
ム
ラ
の
外
か
ら
た
く
さ
ん
の
人
が
戦
勝
祈
願
に
訪
れ
た
と
い
う
。
同
じ
く
富
沢
の
不
動
は
ム
ラ
で
ま
つ
っ
て
い
る
が
、
願

339



第2章社会と生活

周

、

…

端!

畷

黙

醗
灘

藻

灘
堂一

句

』

蕊
鯵

“,’》
緯滅熱

藤澤
1

２

３

写真2－57街道の信仰

街道に建てられた順礼供養塔群(深良上丹）

大l 1｣講でのお札配り（葛山田場沢）

街道の石仏前での念仏講(佐野）

１
２
３

340



葛
山
の
田
場
沢
に
は
、
明
治
時
代
に
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
伊
勢
参
宮
日
記
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
川
四
Ⅲ
に
「
佐

わ
ら
じ

野
仕
立
屋
で
」
脚
絆
を
買
い
、
草
軽
を
買
っ
て
旅
立
っ
た
。
ま
ず
、
佐
野
に
川
て
、
汽
車
で
江
尻
ま
で
行
き
、
そ
こ
か
ら
静
岡
ま
で
は
馬

車
で
出
て
、
一
日
目
は
静
岡
泊
り
。
翌
日
は
静
岡
か
ら
掛
川
ま
で
出
て
か
ら
、
船
で
天
竜
川
を
渡
っ
て
豊
橋
へ
、
そ
こ
か
ら
汽
車
に
乗
っ

て
熱
田
へ
と
向
か
っ
て
い
る
。
伊
勢
参
り
に
出
た
ム
ラ
の
人
々
は
、
普
段
め
っ
た
に
乗
る
一
）
と
の
な
い
汽
車
、
馬
車
、
船
を
乗
り
継
い
で
、

見
慣
れ
ぬ
風
物
や
風
情
に
触
れ
、
一
）
れ
を
ふ
た
た
び
ム
ラ
に
持
ち
帰
る
。
ゞ
｝
う
し
て
、
世
間
を
広
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

伊
勢
参
り
ば
か
り
で
な
く
、
ム
ラ
の
人
た
ち
は
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
へ
神
参
り
に
川
か
け
た
。
茶
畑
の
滝
頭
公
民
館
下
に
あ
る
ラ
ッ
ヵ

ン
（
羅
漢
）
塚
は
、
四
国
な
ど
方
々
を
歩
い
て
き
た
人
が
一
つ
ず
つ
建
て
た
も
の
だ
と
い
う
。
ム
ラ
の
境
に
は
庚
申
塔
な
ど
と
と
も
に
西
国

順
礼
供
養
塔
が
並
ん
で
い
る
の
を
よ
く
見
か
け
る
。
順
礼
を
終
え
て
無
事
帰
っ
て
き
た
人
々
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
ら
の

塔
は
江
戸
時
代
の
始
め
か
ら
人
々
が
信
仰
の
た
め
に
ム
ラ
の
外
へ
と
出
て
い
っ
て
い
た
一
｝
と
が
わ
か
る
。
ム
ラ
の
代
表
者
と
し
て
お
札
を

受
け
に
行
く
代
参
講
は
、
今
も
神
奈
川
の
大
山
や
秋
葉
神
社
な
ど
に
川
か
け
て
い
る
。

身
近
な
と
こ
ろ
で
は
、
三
島
の
明
神
に
安
産
祈
願
や
七
五
三
に
川
か
け
て
い
く
。
裾
野
で
は
葬
式
の
と
き
の
忌
中
位
牌
を
沼
津
千
本
の

浜
に
持
っ
て
い
っ
て
流
す
ハ
マ
オ
リ
（
浜
降
り
）
と
い
う
民
俗
が
あ
る
が
、
そ
の
あ
と
は
浜
の
近
く
の
料
理
屋
で
精
進
落
と
し
を
行
う
こ
と

り
が
多
い
。
今
の
よ
う
に
生
活
に
余
裕
が
な
く
、
旅
行
と
い
う
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
し
な
か
っ
た
時
代
に
は
、
神
仏
を
口
実
に
し
た
物
見
遊
山

が広
は
ム
ラ
の
人
々
の
楽
し
み
の
一
つ
で
、
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

の間世
ム
｜
フ
に
入
っ
て
く
裾
野
に
は
屋
敷
の
中
に
神
を
ま
つ
っ
て
い
る
家
が
少
な
く
な
い
。
そ
う
し
た
神
仏
の
中
に
は
、
ム
ラ
の
外
か
ら
や

節
る
神
仏
・
宗
教
者
っ
て
き
た
民
間
宗
教
者
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
本
茶
モ
ョ
リ
の
あ
る
家
で
は
、
親
の
病
気
を
治

６第
す
た
め
に
麦
塚
の
宗
教
者
に
み
て
も
ら
っ
て
、
四
○
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
八
幡
を
ま
つ
り
始
め
た
と
い
う
。
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て
沼
津
ま
で
オ
フ
ロ
（
ヘ
ル
ス
セ
ン
タ
ー
）
に
行
っ
て
い
る
。

》
）
の
ほ
か
、
今
は
千
福
が
抜
け
て
、
下
和
田
・
葛
山
・
御
宿
を
ひ
と
回
り
す
る
富
岡
大
念
仏
も
行
わ
れ
て
い
る
。

深
良
の
上
原
に
住
む
小
林
由
太
郎
が
一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
に
始
め
た
と
い
わ
れ
る
中
駿
大
題
目
は
、
裾
野
の
東
側
の
地
区
が
合
同
で

題
目
講
を
行
う
も
の
で
、
初
講
は
一
月
二
○
日
、
そ
の
あ
と
は
当
番
が
日
程
を
決
め
る
。
当
番
は
モ
ョ
リ
ご
と
に
務
め
て
い
て
、
年
に
一

、

前
述
し
た
ヨ
シ
ダ
サ
ン
（
吉
田
神
社
）
も
ム
ラ
に
や
っ
て
く
る
神
で
あ
る
。
神
輿
に
乗

っ
た
ョ
、
ン
ダ
サ
ン
は
、
毎
年
順
番
に
村
々
を
回
っ
て
い
く
。
疫
病
を
払
っ
て
く
れ
る
ヨ

シ
ダ
サ
ン
は
ど
こ
の
ム
ラ
で
も
歓
迎
さ
れ
た
。
送
り
迎
え
の
と
き
に
は
「
（
神
典
を
）
渡

ｊ顕
せ
、
渡
さ
な
い
と
賑
や
か
だ
っ
た
」
と
い
う
。
ま
た
、
神
輿
を
泊
め
る
家
を
ヤ
ド
（
宿
）

艮深
と
い
い
、
「
神
輿
を
泊
め
る
こ
と
は
縁
起
が
い
い
」
と
さ
れ
て
、
ど
こ
の
家
で
も
泊
め

儲
た
が
っ
た
と
い
う
。

に題大
オ
オ
ネ
ン
ブ
ッ
と
中
駿
大
念
仏
は
、
公
文
名
東
組
の
室
伏
喜
代
太
郎
と
い
う
人
が

畷
オ
オ
ダ
イ
モ
ク
初
代
の
会
長
に
な
っ
て
、
今
か
ら
九
○
年
く
ら
い
前
に
始
ま
つ

ｒ銘
た
。
昔
は
、
伊
豆
佐
野
↓
麦
塚
↓
本
茶
↓
平
松
↓
公
文
名
↓
久
根
↓
深
良
↓
神
山
↓
伊

騨
豆
佐
野
と
い
う
順
番
で
回
し
て
い
た
が
、
い
ま
は
、
深
艮
↓
久
根
↓
公
文
名
の
順
で
一

写

ヵ
月
に
一
度
回
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
の
中
は
モ
ョ
リ
ご
と
に
回
し
て
い
る
。

講
員
は
一
二
○
人
い
る
が
、
集
ま
る
の
は
六
○
人
ほ
ど
で
、
唯
念
の
念
仏
講
だ
が
、
弘

法
大
師
、
十
三
仏
、
観
音
な
ど
も
ま
つ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
二
月
に
は
慰
安
会
と
し
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噸
青
年
た
ち
は
、
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
あ
ち
こ
ち
の
ム
ラ
の
祭
り
に
出
か
け
て
は
ヨ
ァ
ソ
ピ
し
て
歩
い
た
。
沼
津
の
川
開
き
、
石
脇
の
天

節
王
、
御
宿
の
八
幡
、
深
良
の
赤
子
な
ど
が
大
き
な
祭
り
だ
っ
た
。
よ
そ
の
ム
ラ
の
祭
り
で
は
、
芝
腓
や
映
画
を
観
た
り
、
女
子
を
紹
介
し

６第
あ
っ
た
り
し
た
と
い
う
。
祭
り
は
、
男
女
の
若
者
が
出
会
う
場
で
も
あ
っ
た
。
三
島
に
は
、
か
つ
て
は
明
神
の
祭
り
く
ら
い
に
し
か
出
か

殿
場
、
小
山
な
ど
近
荊

り
に
賞
品
集
め
に
行
っ
」

が広
し
み
で
は
な
か
っ
た
。

の頤
青
年
た
ち
は
、
夏
，

回
オ
フ
ロ
（
温
泉
）
に
行
っ
た
り
、
八
○
歳
に
な
っ
た
人
に
講
か
ら
座
布
団
を
贈
っ
た
り
と
、
ム
ラ
を
超
え
て
親
睦
を
深
め
て
い
る
。

上
原
に
は
、
日
蓮
上
人
が
宿
泊
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
車
返
し
の
堂
が
あ
り
、
上
原
の
モ
ョ
リ
が
全
体
で
管
理
し
て
い
る
。
虫
干
し
の
日

に
は
、
県
の
宗
務
所
長
、
日
蓮
宗
総
長
や
二
五
人
ほ
ど
の
僧
侶
が
き
て
題
目
を
唱
え
、
各
地
か
ら
日
蓮
宗
の
信
者
が
ム
ラ
を
訪
れ
て
お
参

ム
ラ
の
祭
り
に
は
、
ム
ラ
う
ち
だ
け
で
な
く
、
周
辺
の
ム
ラ
か
ら
も
遊
び
に
来
た
り
、
興
行
師
な
ど
が
仕
事
に
き
た
り
と
、

祭
り

外
か
ら
ム
ラ
へ
人
が
寄
っ
て
き
た
も
の
だ
っ
た
。
出
雲
か
ら
は
ヤ
ス
キ
ブ
、
ン
（
安
来
節
）
が
来
た
し
、
五
竜
観
音
前
の
鰻
屋
か

ら
は
小
辰
丸
と
い
う
人
が
浪
花
節
を
や
り
に
来
た
。
深
良
の
原
で
は
八
月
二
四
、
の
地
蔵
祭
り
に
草
相
撲
が
行
わ
れ
、
沼
津
や
静
浦
御

殿
場
、
小
山
な
ど
近
辺
の
ム
ラ
か
ら
力
自
慢
の
若
者
が
集
ま
っ
た
。
原
の
青
年
た
ち
は
、
自
転
車
で
沼
津
や
御
殿
場
へ
、
競
い
合
う
よ
う

に
賞
品
集
め
に
行
っ
た
も
の
で
、
商
店
か
ら
反
物
や
雑
貨
を
も
ら
っ
て
き
て
は
相
撲
の
賞
品
に
し
た
。
ム
ラ
の
祭
り
は
、
ム
ラ
だ
け
の
楽

り
す
る
く

信
仰
に
よ
り
、
ム
ラ
を
出
て
世
間
に
触
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
一
方
で
、
ム
ラ
の
中
に
特
殊
な
信
仰
の
た
め
の
施
設
が
あ
る
た
め
ム
ラ

の
外
か
ら
人
々
が
集
ま
っ
て
き
て
、
世
間
の
風
が
吹
き
込
む
こ
と
も
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

(四）

ム
ラ
の
休
日
と
娯
楽

343



第2章社会と生活

け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
祭
り
の
日
は
朝
出
て
、
夕
方
帰
っ
た
も
の
だ
っ
た
が
、
大
人
た
ち
は
、
祭
り
の
多
い
季
節
に
な
る
と
若

者
た
ち
が
休
ん
で
ば
か
り
で
働
か
な
く
な
る
の
で
、
苦
い
顔
を
し
た
も
の
だ
っ
た
。

裾
野
に
育
っ
た
六
○
歳
前
後
の
人
な
ら
ば
、
誰
で
も
縁
ｎ
の
思
い
出
と
と
も
に
懐
か
し
く
思
い
出
さ
れ
る
の
が
、
深
良
の
遠

露
天
商
ほ
う
そ
う

道
原
か
ら
来
て
い
た
露
天
商
の
ヤ
ォ
キ
チ
さ
ん
の
顔
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
葛
山
の
初
午
の
日
に
は
、
萢
瘡
稲
荷
に
並
ぶ
露

店
の
中
に
必
ず
ヤ
ォ
キ
チ
さ
ん
の
顔
が
あ
っ
た
。
一
、
二
銭
の
お
も
ち
ゃ
、
ミ
カ
ン
、
鉄
砲
、
イ
カ
を
煮
た
も
の
や
お
で
ん
、
ザ
ガ
シ

ふ

（
雑
菓
子
）
、
飴
、
キ
ャ
ラ
メ
ル
、
麩
菓
子
、
’
一
ツ
キ
水
や
ニ
ッ
キ
棒
な
ど
、
品
数
が
多
く
て
安
い
の
で
、
子
供
た
ち
に
人
気
が
あ
っ
た
。

「
ヤ
ォ
キ
チ
」
は
、
勝
又
吉
雄
さ
ん
（
一
九
○
七
年
生
）
の
八
百
屋
の
屋
号
で
、
始
め
は
、
吉
雄
さ
ん
の
母
親
が
始
め
た
酒
屋
だ
っ
た
が
、

か
さ
も
り

果
物
や
野
菜
を
売
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、
露
店
に
出
る
よ
う
に
な
る
き
っ
か
け
だ
っ
た
。
吉
雄
さ
ん
の
母
親
が
、
葛
山
の
瘡
守
稲
荷
に

露
店
を
出
し
て
、
野
菜
や
果
物
と
と
も
に
お
も
ち
ゃ
や
飴
、
菓
子
な
ど
を
仕
入
れ
て
一
緒
に
商
っ
た
。
二
○
歳
に
な
っ
た
吉
雄
さ
ん
が
奉

公
か
ら
帰
っ
て
き
て
商
売
を
引
き
継
ぐ
ま
で
は
、
母
親
は
一
人
で
深
良
、
富
岡
、
御
宿
の
祭
り
を
回
っ
て
い
た
。
吉
雄
さ
ん
は
、
奉
公
の

給
金
を
元
手
に
リ
ヤ
カ
ー
と
自
転
車
を
買
っ
て
本
格
的
な
露
店
商
売
を
始
め
た
。

当
時
、
裾
野
市
域
で
も
同
じ
商
売
を
し
て
い
た
人
が
何
人
か
い
て
、
露
店
の
場
所
は
、
代
表
を
決
め
て
古
参
か
ら
並
び
、
同
じ
品
物
の

店
が
並
ば
な
い
よ
う
に
し
た
も
の
だ
っ
た
。
祭
り
と
と
も
に
、
各
地
区
の
小
学
校
で
開
か
れ
る
秋
の
運
動
会
が
一
番
の
稼
ぎ
場
だ
っ
た
。

商
品
の
仕
入
れ
は
、
昔
は
三
島
で
は
な
く
根
方
の
方
に
よ
く
行
っ
た
。
根
方
で
は
、
お
茶
の
畑
の
間
に
ニ
ッ
キ
が
植
え
ら
れ
て
い
た
と

い
う
。
イ
カ
や
お
で
ん
は
市
場
の
帰
り
に
沼
津
で
仕
入
れ
た
。
お
も
ち
ゃ
も
一
○
年
ほ
ど
前
ま
で
は
、
小
一
時
間
か
け
て
自
転
車
で
沼
津

だ
い
も
ん
ち
ょ
う

し
み
ず
ち
よ
う

ま
で
い
っ
て
仕
入
れ
て
い
た
。
そ
の
頃
に
行
っ
て
い
た
大
門
町
の
お
も
ち
ゃ
屋
は
、
今
は
清
水
町
で
雛
人
形
を
扱
っ
て
い
る
。

》
）
の
よ
う
に
、
露
天
商
が
祭
り
の
た
び
に
ム
ラ
に
来
る
こ
と
で
、
子
供
た
ち
は
普
段
は
手
に
す
る
》
）
と
の
で
き
な
い
お
も
ち
ゃ
や
、
口
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嫁
取
り
、
婿
取
り
の
範
囲
は
、
か
つ
て
は
あ
る
程
度
決
ま
っ
て
い
た
も
の
だ
っ
た
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
嫁
取
り
、
婿
取

婚
姻
の
範
囲

り
の
範
囲
は
世
間
の
広
が
り
と
と
も
に
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
と
言
え
よ
う
。

下
和
田
で
は
、
か
っ
て
は
「
一
日
で
歩
い
て
帰
る
範
囲
」
、
麦
塚
で
は
二
里
か
ら
三
里
以
内
が
、
そ
の
範
囲
だ
っ
た
と
い
う
。
ム
ラ
内

り
の
結
婚
も
多
か
っ
た
。
ム
ラ
内
な
ら
ば
「
し
よ
う
（
素
性
）
が
知
れ
て
い
る
か
ら
い
い
」
と
い
っ
て
、
下
和
田
ば
か
り
で
な
く
葛
山
や
深
良

が広
で
も
多
か
っ
た
。
ま
た
、
ム
ラ
内
と
い
う
よ
り
は
や
や
範
囲
の
広
い
、
近
隣
の
ム
ラ
や
、
戦
前
の
行
政
村
の
範
囲
で
の
結
婚
も
多
か
っ
た
、

の邸
嫁
や
婿
に
行
く
方
向
に
つ
い
て
も
あ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
下
和
川
や
御
宿
、
岩
波
な
ど
で
は
、
「
転
ば
ば
シ
モ
ヘ
」
と
い
う
言
い
回
し

１節
を
す
る
。
上
（
北
）
は
寒
い
が
、
下
（
南
）
は
暖
か
い
の
で
、
農
作
物
が
よ
く
と
れ
て
暮
ら
し
が
楽
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
嫁
に
（
婿

６第
に
）
行
く
な
ら
南
（
シ
モ
）
へ
と
望
ん
だ
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
「
今
里
は
水
が
な
く
て
大
野
越
し
な
の
で
い
や
だ
」
と
言
っ
た
り
、
「
富
沢

に
す
る
こ
と
の
少
な
い
菓
子
を
食
ぺ
た
り
し
た
も
の
だ
っ
た
。

子
供
た
ち
の
縁
ｎ
に
対
し
て
、
青
年
た
ち
の
祭
り
の
楽
し
み
は
、
映
画
や
芝
居
の
興
行
だ
っ
た
。
深
良
に
は
二
人
ほ
ど
興

活
動
写
真

行
師
が
い
て
、
こ
こ
に
頼
む
と
映
写
技
師
が
き
て
映
画
を
上
映
し
て
く
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
三
島
か
ら
は
、
東
海
芸
能
社

と
い
う
興
行
師
も
い
て
上
映
し
て
い
た
。
人
気
が
あ
っ
た
の
は
「
日
露
戦
争
と
明
治
天
皇
」
と
い
っ
た
も
の
や
、
嵐
寛
（
嵐
寛
寿
郎
）
、
大

友
柳
太
郎
の
チ
ャ
ン
。
ハ
ラ
、
ヤ
ク
ザ
物
だ
っ
た
。
昔
は
映
画
が
か
か
ら
な
い
と
大
き
い
祭
り
と
は
言
え
な
か
っ
た
と
い
う
。

一
方
、
ス
ソ
ノ
に
は
、
一
九
五
○
年
代
ま
で
は
裾
野
演
芸
館
と
い
う
、
株
で
や
っ
て
い
た
映
両
館
が
一
軒
だ
け
あ
っ
た
。
青
年
団
の
仲

間
で
「
映
画
に
い
く
ぺ
え
」
と
声
を
掛
け
合
っ
て
は
演
し
物
が
変
わ
る
た
び
に
出
か
け
て
い
っ
た
。

田
通
婚
閤
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活
の
セ
ギ
と
山
道
を
見
た
ら
、
嫁
婿
に
く
れ
る
な
」
、
「
公
文
名
は
祭
り
が
多
く
て
た
い
へ
ん
だ
。
石
脇
は
祭
り
が
少
な
い
か
ら
休
み
が
少
な

生舞
い
」
な
ど
と
言
っ
て
、
自
分
の
生
ま
れ
育
っ
た
と
こ
ろ
よ
り
苦
労
の
多
い
土
地
へ
の
婚
入
を
避
け
よ
う
と
し
た
も
の
だ
っ
た
。

社
川
を
は
さ
ん
だ
ム
ラ
同
士
が
、
結
婚
を
避
け
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
岩
波
や
深
良
で
は
、
黄
瀬
川
の
東
と
西
の
ム
ラ
で
は
習
慣
が

璋
違
う
の
で
、
結
婚
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
旧
富
岡
村
を
カ
ワ
ム
コ
ウ
と
い
っ
て
「
カ
ワ
ム
コ
ウ
か
ら
ヨ
メ
ッ
コ
．
ム
コ
に
き
て

第

も
、
橋
が
架
か
っ
て
い
な
い
の
で
里
帰
り
が
で
き
な
い
」
と
も
言
う
。
逆
に
旧
富
岡
村
の
方
で
も
、
御
宿
で
は
深
良
や
公
文
名
と
は
仲
が

悪
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
ム
ラ
同
士
の
親
密
さ
は
、
川
を
挟
ん
で
の
け
ん
か
な
ど
、
子
供
の
遊
び
に
も
あ
ら
わ
れ
る
。
黄
瀬
川
に
つ
い

て
は
、
た
と
え
ば
橋
が
い
く
つ
か
架
か
っ
て
い
た
富
沢
と
深
良
の
間
で
は
、
嫁
婿
取
り
が
磯
ん
に
行
わ
れ
て
お
り
、
川
を
越
え
て
双
方
が

ど
の
く
ら
い
の
交
流
を
し
て
い
た
か
が
、
通
婚
間
に
も
大
き
く
影
響
し
て
い
た
。
富
沢
で
は
、
大
野
原
の
草
を
深
良
か
ら
買
っ
て
い
た
縁

結
婚
を
避
け
よ
う
と
す
る
傾
向
と
は
反
対
に
、
特
に
一
定
の
地
域
と
の
婚
姻
が
多
く
見
ら
れ
る
と
い
う
一
）
と
も
あ
る
。
須
山
に
は
御
殿

は
ら
さ
と

場
市
印
野
・
原
里
か
ら
嫁
に
来
た
人
が
多
く
い
る
。
現
在
で
は
し
だ
い
に
減
っ
て
き
て
い
る
と
は
い
う
が
、
そ
れ
で
も
三
○
人
ほ
ど
は
い

る
。
印
野
方
面
か
ら
の
嫁
た
ち
は
、
五
○
代
の
主
婦
が
中
心
に
な
っ
て
「
印
野
会
」
と
い
う
親
睦
会
を
作
っ
て
、
生
活
の
上
で
も
深
く
つ

き
あ
っ
て
い
る
と
い
う
。
印
野
か
ら
須
山
へ
の
嫁
入
り
が
多
い
の
は
、
上
手
な
世
話
人
の
存
在
が
大
き
い
と
も
言
わ
れ
る
。
話
を
ま
と
め

る
の
が
上
手
な
世
話
人
が
い
る
か
ど
う
か
も
、
通
婚
閤
の
形
成
に
は
か
か
わ
っ
て
い
た
。
三
島
市
の
北
上
か
ら
水
窪
に
、
一
九
五
七
（
昭

和
三
二
）
年
に
嫁
い
で
き
た
女
性
は
、
博
労
が
紹
介
し
て
く
れ
た
と
い
う
。
ム
ラ
に
入
っ
て
く
る
人
々
は
、
も
の
ば
か
り
で
な
く
、
嫁
婿

の
情
報
も
も
た
ら
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

千
福
の
三
つ
の
モ
ョ
リ
の
一
九
○
九
（
明
治
四
二
）
年
か
ら
一
九
二
五
（
大
正
一
四
）
年
ま
で
に
生
ま
れ
た
女
性
一
二
人
に
出
身
地
を
聞
い

が
あ
っ
た
と
い
、
？
も
の
も
あ
る
。
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（） た
と
こ
ろ
、
深
良
が
二
人
の
ほ
か
市
内
は
七
人
、
県
内
は
六
人
（
う
ち
御
殿
場
は
三
人
）
、
県
外
が
一
二
人
で
、
ウ
チ
ゥ
マ
レ
（
ム
コ
ト
リ
）
が

二
人
あ
り
夫
は
茶
畑
と
沼
津
市
か
ら
来
て
い
た
。
ど
ん
な
縁
が
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
親
戚
関
係
が
あ
っ
た
、
あ
る
い
は
同
じ

ム
ラ
に
親
戚
が
い
る
と
い
っ
た
場
合
が
圧
倒
的
に
多
く
、
御
殿
場
か
ら
来
て
い
る
人
は
同
じ
富
士
岡
村
の
同
級
生
四
人
が
嫁
に
来
て
い
る

‐
と
い
襲
う
。

100%50

ｌ
’

驚鱗 口御宿

、
…二公文名
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第2章社会と生活

ま
た
、
四
つ
の
ム
ラ
を
比
較
す
る
と
、
深
良
が
二
世
代
に
わ
た
っ
て
抜
き
ん
出
て
ム
ラ
ウ
チ
の
婚
姻
が
多
い
。
こ
れ
は
、
第
一
に
は
深

艮
が
他
の
ム
ラ
よ
り
大
き
く
、
人
口
も
多
い
こ
と
が
そ
の
要
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
「
転
ば
ば
シ
モ
ヘ
」
と
い
う
言
葉
が

示
す
よ
う
に
、
市
域
の
人
々
の
意
識
も
無
関
係
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
市
域
で
も
北
部
に
あ
る
深
良
へ
は
南
か
ら
の
婚
入

が
少
な
く
、
結
果
と
し
て
ム
ラ
ゥ
チ
で
の
婚
姻
が
他
に
比
べ
て
多
い
傾
向
が
続
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

か
が
え
よ
愛
フ
。

図
表
２
‐
釦
は
四
つ
の
ム
ラ
の
通
婚
の
様
子
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
話
者
の
時
代
と
先
代
の
時
代
の
最
も
大
き
な

婚
姻
圏
の
変
化

ち
が
い
は
県
外
か
ら
の
婚
入
で
、
先
代
の
時
代
に
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
言
え
る
。

一
方
、
県
内
か
ら
の
婚
入
に
は
世
代
間
に
大
き
な
変
化
は
見
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
県
外
か
ら
の
婚
入
が
増
え
た
分
、
市
内
と
ム
ラ
ウ
チ

か
ら
が
減
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
裾
野
の
人
々
の
生
活
の
範
囲
が
、
市
内
を
と
び
こ
え
て
一
気
に
県
外
へ
と
広
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
う
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