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地 蔵 祠 ・ 地 蔵 盆 は 今



JoMA 地蔵ツアー中に撮影した写真（撮影：小黒純・佐藤守弘）



シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

地
蔵
祠
・
地
蔵
盆
は
今

京
都
各
地
に
点
在
す
る
五
〇
〇
〇
を
超
え
る
と
言
わ
れ
る
「
地じ

蔵ぞ
う
祠し

」、

そ
し
て
毎
年
、
夏
の
終
り
に
行
わ
れ
て
き
た
子
ど
も
た
ち
の
祭
、

地じ

蔵ぞ
う
盆ぼ
ん
。
そ
の
「
今
」
を
見
つ
め
る
。

JoMA 地蔵ツアー（2022 年 7 月 3 日）の足跡
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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
趣
旨

　

江
戸
期
に
町
の
は
ず
れ
に
あ
っ
た
「
地じ

蔵ぞ
う

祠し

」
は
、
近
代
に
な
る
と
整
備
さ
れ
た
京
都
の
「
町

ち
ょ
う

」
の
中
央
に

移
設
さ
れ
る
。
以
降
「
地
蔵
祠
」
は
「
町
」
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
精
神
的
、
物
理
的
な
シ
ン
ボ
ル
、
祭
事
や
防
災

の
拠
点
、
信
仰
の
対
象
と
な
り
、
守
ら
れ
、
慕
わ
れ
、
飾
ら
れ
る
存
在
と
し
て
持
続
し
て
き
た
。
と
は
い
え
、

地
蔵
祠
は
年
々
そ
の
数
が
減
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

　

一
方
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
高
齢
化
少
子
化
に
加
え
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
、
年
に
一
度
の
「
地
蔵
盆
」
が
、
こ

の
三
年
間
ほ
と
ん
ど
開
催
で
き
な
か
っ
た
。
元
来
「
地
蔵
祠
」
と
深
い
関
係
を
取
り
結
ん
で
き
た
「
地
蔵
盆
」

の
危
機
も
同
時
に
考
え
な
い
と
い
け
な
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
京
都
や
滋
賀
の
「
地
蔵
祠
」
に
関
わ
っ
た
活
動
を
し
て
き
た
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に

よ
る
キ
ー
ノ
ー
ト
・
レ
ク
チ
ャ
ー
の
の
ち
に
、「
地
蔵
祠
」
を
守
る
当
事
者
か
ら
コ
ロ
ナ
禍
の
三
年
間
の
現
状

を
ご
報
告
い
た
だ
く
。
そ
し
て
行
政
で
保
存
に
携
わ
る
技
師
や
研
究
者
ら
が
加
わ
り
、
と
も
に
「
地
蔵
祠
」
と

「
地
蔵
盆
」
の
「
今
」
と
「
こ
れ
か
ら
」
を
話
し
考
え
た
い
。

開
催
日
時

二
〇
二
二
年
一
二
月
二
日
（
金
）
一
九
時
〜
二
〇
時
三
〇
分

配
信
Ｕ
Ｒ
Ｌ 

https://youtu.be/m
sb-gzYzXik

◆
プ
ロ
グ
ラ
ム
１　
「
京
都
地
蔵
レ
ク
チ
ャ
ー
」
谷
本
研
（
成
安
造
形
大
学
）

「
地
蔵
祠
」
と
は
何
か
、
京
都
で
ど
れ
く
ら
い
あ
る
の
か
、
ど
の
よ
う
に
親
し
ま
れ
て
き
た
の
か
。

写
真
や
資
料
を
基
に
京
都
の
「
地
蔵
祠
」
の
基
本
情
報
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
す
。

◆
プ
ロ
グ
ラ
ム
２　
「『
地
蔵
盆
』
と
コ
ロ
ナ
禍
を
考
え
る
」

コ
ロ
ナ
禍
以
前
の
「
地
蔵
盆
」
と
コ
ロ
ナ
禍
後
の
現
状
を
、
町
内
会
と
お
も
ち
ゃ
業
界
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら

ご
報
告
い
た
だ
き
、ご
報
告
を
基
に
、登
壇
者
全
体
で
「
地
蔵
祠
」
の
「
今
」
と
「
こ
れ
か
ら
」
を
考
え
ま
す
。

パ
ネ
リ
ス
ト

鴛お
し

淵ぶ
ち

晋
一
郎
（
壬
生
東
淵
田
町
町
内
会
元
町
内
会
長
）

熊
本
盛
行
（
熊
本
玩
具
社
長
）

コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー

福
持
昌
之
（
京
都
市
文
化
市
民
局
文
化
芸
術
都
市
推
進
室
文
化
財
保
護
課
主
任
・
文
化
財
保
護
技
師
〔
民
俗
文
化
財
担
当
〕）

谷
本
研
（
成
安
造
形
大
学
）

同
志
社
大
学
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
・
メ
デ
ィ
ア
・
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
研
究
セ
ン
タ
ー
（JoM

A

）
研
究
メ
ン
バ
ー

司
会竹

内
幸
絵
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プ
ロ
グ
ラ
ム
１　
京
都
地
蔵
レ
ク
チ
ャ
ー　

谷
本
研　
谷
本
と
申
し
ま
す
。
京
都
か
ら
見
る
と
比
叡
山
の
向

こ
う
側
、
湖
西
に
あ
る
成
安
造
形
大
学
に
勤
め
て
お
り
ま
す
。
僕

の
専
門
は
ア
ー
ト
、
デ
ザ
イ
ン
、
ア
ー
ト
デ
ィ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
そ

れ
か
ら
ま
ん
が
も
描
い
て
お
り
ま
し
て
、
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
よ
う
な
活
動
も
よ
く
行
っ
て
い
ま
す
。
お
地
蔵
様
の
専
門
家
で

も
何
で
も
な
い
の
で
す
が
、
二
〇
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
ず
っ
と
ア
ー

ト
あ
る
い
は
デ
ザ
イ
ン
を
通
し
て
、
お
地
蔵
様
に
関
わ
る
活
動
を

し
て
お
り
ま
す
。
つ
く
り
手
と
し
て
の
視
点
か
ら
見
た
お
地
蔵
様

や
、
祠

ほ
こ
ら

と
い
う
も
の
を
、
少
し
解
説
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

１
．
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
事
例
よ
り

子
供
が
集
め
た
く
な
る
地
蔵
カ
ー
ド
＆
マ
ッ
プ
の
作
成

谷
本　
成
安
造
形
大
学
の
近
く
に
は
仰お

お

木ぎ

と
い
う
古
い
地
域
が
あ

る
ん
で
す
け
ど
も
、
そ
こ
に
お
地
蔵
様
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

こ
の
地
域
は
里
山
や
棚
田
が
残
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
ど
ん
ど
ん

開
発
さ
れ
て
し
ま
っ
て
、
お
地
蔵
様
が
移
動
さ
せ
ら
れ
た
り
、
あ

る
い
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
し
た
。
そ
こ
で
ち
ょ
う
ど
二
〇
年
前
の
当
時
、
今

の
う
ち
に
そ
れ
ら
を
調
べ
た
り
お
地
蔵
様
の
場
所
を
マ
ッ
ピ
ン
グ

し
て
残
し
て
い
こ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
大
学
か
ら
始

ま
っ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
し
た
。
学
生
や
教
員
、
職
員
含
め
て

二
〇
人
以
上
と
い
う
た
く
さ
ん
の
メ
ン
バ
ー
で
仰
木
を
ひ
た
す
ら

歩
き
回
っ
て
、
お
地
蔵
様
を
プ
ロ
ッ
ト
し
て
い
く
、
マ
ッ
ピ
ン
グ

し
て
い
く
と
い
う
活
動
で
し
た
【
図
１
】。

　

当
初
は
そ
の
よ
う
に
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
し
て
い
た
の
で
す

が
、
そ
れ
ら
を
ま
と
め
て
何
か
形
に
し
よ
う
と
な
っ
た
と
き
、
僕

は
単
な
る
研
究
者
で
は
な
い
の
で
何
か
楽
し
い
形
に
し
よ
う
と

思
い
ま
し
た
。
当
時
思
い
つ
い
た
こ
と
の
一
例
が
「
お
地
蔵
様

竹
内
幸
絵　
本
日
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
地
蔵
祠
・
地
蔵
盆
は
今
」

に
ご
参
加
く
だ
さ
い
ま
し
て
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
同
志
社
大
学
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
・
メ
デ
ィ

ア
・
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
研
究
セ
ン
タ
ー
（JoM

A

）
を
母
体
と
し
た

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
す
。「
地
蔵
祠し

」
あ
る
い
は
「
地
蔵
祠ほ

こ
ら」

と
い

う
、
京
都
の
町
で
よ
く
見
か
け
る
有
形
物
を
中
心
と
し
た
地
域

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
つ
い
て
考
え
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
、

二
〇
二
二
年
四
月
に
ス
タ
ー
ト
い
た
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
活
動
し
て
お
り
ま
す
う
ち
に
、
地
蔵
祠
と
い
う
有
形
物

の
維
持
継
承
は
も
と
よ
り
、
そ
れ
を
媒
介
と
し
た
行
事
で
あ
る
地

蔵
盆
あ
る
い
は
日
常
的
な
お
祭
り
が
、
地
域
の
高
齢
化
に
加
え
、

こ
の
二
年
半
の
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
を
直
接
受
け
て
、
壊
滅
的
な
状

況
に
瀕
し
て
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
、
私
た
ち
は
気
が
つ
き
ま

し
た
。
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
を
ま
ず

は
で
き
る
だ
け
多
く
の
方
に
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
、
同
志
社
大

学
の
学
生
は
も
と
よ
り
そ
の
他
の
方
々
に
も
知
っ
て
い
た
だ
き
た

い
、
と
い
う
こ
と
で
催
し
た
も
の
で
す
。
地
蔵
祠
・
地
蔵
盆
の
持

続
に
ど
の
よ
う
な
一
歩
が
可
能
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
ご
登
壇
の

み
な
さ
ま
、
そ
し
て
こ
こ
に
い
ま
す
研
究
セ
ン
タ
ー
の
メ
ン
バ
ー

と
で
話
し
合
う
会
を
、
み
な
さ
ま
に
も
聞
い
て
い
た
だ
き
た
い
。

そ
の
よ
う
な
趣
旨
で
始
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
は
時
間
も
限
ら
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
さ
っ
そ
く
最
初

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
入
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
京
都
外
の
方

も
聞
い
て
お
ら
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。「
地
蔵
祠
っ
て
何
？
」
と

い
う
視
聴
者
の
た
め
に
、
ベ
ー
シ
ッ
ク
な
知
識
に
つ
い
て
谷
本
先

生
に
お
話
を
伺
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

図１
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部
、
タ
イ
ル
で
装
飾
さ
れ
た
よ
う
な
祠
が
あ
り
ま
す
。
中
村
さ
ん

は
特
に
タ
イ
ル
で
飾
ら
れ
た
祠
に
興
味
を
持
ち
ま
し
た
。
僕
は
、

滋
賀
で
は
た
く
さ
ん
お
地
蔵
様
を
見
て
き
た
の
で
す
が
、
京
都
に

も
た
く
さ
ん
お
地
蔵
様
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
タ
イ
ル
の
祠
だ

け
で
は
な
く
も
っ
と
全
般
的
に
調
べ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
展
覧

会
を
開
催
す
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
周
辺
の
祠
を
ひ
た
す
ら
歩
い
て
調
べ

ま
し
て
、
た
く
さ
ん
あ
る
な
か
か
ら
僕
が
勝
手
に
三
三
か
所
の
祠

を
選
定
し
、
そ
れ
ら
を
「
西
国
三
十
三
所
」
に
な
ぞ
ら
え
て
「
ホ

コ
ラ
三
十
三
所
」
と
し
ま
し
た
。
そ
し
て
三
三
か
所
そ
れ
ぞ
れ
に

御
詠
歌
を
つ
く
っ
て
、
マ
ッ
プ
に
し
た
わ
け
で
す
【
図
４
】。
ホ

コ
ラ
三
十
三
所
の
な
か
で
僕
が
勝
手
に
第
一
番
と
し
た
の
が
「
北ほ

く

来ら
い

地じ

蔵ぞ
う

祠し

」
で
す
。
堀
川
通
の
四
条
通
と
五
条
通
の
あ
い
だ
ぐ
ら

い
に
あ
り
、
祠
の
な
か
で
は
珍
し
く
大
通
り
に
面
し
て
い
ま
す
。

こ
の
祠
を
リ
サ
ー
チ
し
た
上
で
僕
が
勝
手
に
御
詠
歌
を
う
た
っ
て

い
ま
す
。
西
国
三
十
三
所
そ
れ
ぞ
れ
の
お
寺
に
御
詠
歌
が
あ
る
の

で
す
が
、
面
白
い
の
は
、
地
蔵
盆
の
と
き
に
、
こ
の
御
詠
歌
を

う
た
う
と
い
う
風
習
。
そ
れ
に
な
ぞ
ら
え
て
、
い
か
に
も
昔
か
ら

あ
っ
た
か
の
よ
う
に
、
僕
が
勝
手
に
ホ
コ
ラ
三
十
三
所
に
も
御
詠

歌
を
つ
く
り
ま
し
た
。
こ
の
北
来
地
蔵
祠
は
ど
の
よ
う
に
う
た
っ

た
か
と
い
い
ま
す
と
。

ほ
く
ら
い
や

結ゆ

い
の
ほ
く
ら
は
　
ほ
り
か
わ
に

み
や
こ
焼や

け
で
も

永と

久は

に
あ
れ
か
し

　

江
戸
時
代
に
「
都

み
や
こ

焼
け
」

と
い
わ
れ
る
大
火
が
あ
り

ま
し
て
、
そ
の
後
、
北
門

前
町
と
来
迎
堂
町
そ
れ
ぞ

れ
の
町
の
お
地
蔵
様
を
あ

わ
せ
て
合
同
で
祀
っ
た
祠

が
こ
の
こ
の
北
来
地
蔵
祠

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

を
カ
ー
ド

に
す
る
」

と
い
う
こ

と
。
仰
木

の
お
地
蔵

様
を
勝
手

に
選
定
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
カ
ー
ド
を
作
り
ま

し
た
。
な
ぜ
カ
ー
ド
を
作
っ
た
か

い
う
と
、
滋
賀
で
も
地
蔵
盆
が
八
月
二
三
日
、
二
四
日
あ
た
り
に

行
わ
れ
る
の
で
、
地
蔵
盆
に
集
ま
る
子
供
た
ち
に
配
る
た
め
で

す
。
地
蔵
盆
と
い
え
ば
、
子
供
た
ち
に
お
供
物
の
お
菓
子
を
お
下

が
り
で
配
っ
た
り
し
ま
す
が
、
そ
こ
で
よ
く
配
ら
れ
る
の
が
小
さ

い
ポ
テ
ト
チ
ッ
プ
ス
だ
っ
た
り
し
ま
す
。
ポ
テ
ト
チ
ッ
プ
ス
と
い

え
ば
、
プ
ロ
野
球
チ
ッ
プ
ス
を
み
な
さ
ん
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。

ポ
テ
ト
チ
ッ
プ
ス
の
お
ま
け
で
野
球
選
手
の
カ
ー
ド
が
つ
い
て
い

た
り
し
て
、
そ
れ
を
集
め
る
こ
と
が
子
供
た
ち
は
楽
し
い
。
こ
の

プ
ロ
野
球
チ
ッ
プ
ス
に
な
ぞ
ら
え
て
お
地
蔵
様
の
カ
ー
ド
を
作
っ

た
ら
、
こ
れ
ま
で
お
地
蔵
様
に
興
味
が
な
か
っ
た
子
供
も
「
こ
れ

ど
こ
の
お
地
蔵
さ
ん
や
ろ
う
？
」

と
興
味
を
持
っ
て
く
れ
る
ん
じ
ゃ

な
い
か
と
い
う
発
想
で
、
カ
ー

ド
と
マ
ッ
プ
を
作
り
ま
し
た
【
図

２
】。

　

ち
な
み
に
仰
木
で
は
こ
の
よ
う

に
田
ん
ぼ
の
あ
ぜ
に
お
地
蔵
様
が

お
ら
れ
た
り
し
て
【
図
３
】、
全

て
に
祠

ほ
こ
ら

が
あ
っ
た
り
す
る
わ
け
で

は
な
い
の
で
す
が
、
京
都
と
ま
た
ち
ょ
っ
と
違
っ
た
形
の
お
地
蔵

様
、
石
仏
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
環
境
で
す
。
こ
れ
が

二
〇
年
前
に
始
ま
り
、
そ
れ
か
ら
ず
っ
と
続
け
て
き
て
い
ま
す
。

ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
タ
イ
ル
と
ホ
コ
ラ
と
ツ
ー
リ
ズ
ム
」

谷
本　
そ
こ
か
ら
約
一
〇
年
ほ
ど
経
ち
、
二
〇
一
四
年
頃
か
ら
中

村
裕
太＊

１
さ
ん
と
、
京
都
の
お
地
蔵
様
と
祠

ほ
こ
ら

に
注
目
し
た
展
覧
会
を

し
よ
う
と
い
う
企
画
が
持
ち
上
が
り
ま
し
た
。
タ
イ
ト
ル
が
「
タ

イ
ル
と
ホ
コ
ラ
と
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
と
、
少
し
変
わ
っ
た
名
前
で

す
。
お
地
蔵
様
の
祠
は
ほ
と
ん
ど
が
木
造
で
す
が
、
京
都
で
は
一

＊
１　

京
都
在
住
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
。〈
民
俗
と
建
築
に
ま
つ
わ
る
工
芸
〉
と
い
う
視
点
か
ら
陶
磁
器
、
タ
イ
ル
な
ど
の
学
術
研
究
と
作
品
制
作
を
行
な
う
。

図２

図３図４
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の
多
様
性
が
見
て
も
ら
え
る
と
思
い
ま
す
。

２
．
さ
ま
ざ
ま
な
地
蔵
祠
―
類
型
、
数

地
蔵
祠
の
形
状
、
お
地
蔵
様
の
ご
利
益

谷
本　

こ
こ
か
ら
が
本
題
で
す
。
ホ
コ
ラ
三
十
三
所
の
う
ち
、

い
く
つ
か
を
こ
の
よ
う
に
並
べ
て
み
ま
し
た
【
図
９
】。
あ
え
て

タ
イ
ポ
ロ
ジ
ー
と
い
い
ま
す
か
、
類
型
学
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に

同
じ
条
件
で
撮
っ
て
み
ま
し
た
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
多
種
多
様

な
祠
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
も
ら
え
る
と
思
う
の
で
す

が
、
た
だ
、
あ
る
種
の
様
式
と
い
う
も
の
も
見
え
て
く
る
と
思

い
ま
す
。
例
え
ば
、
台
座
が
あ
っ
た
り
、
卍
の
マ
ー
ク
が
あ
っ

た
り
、
屋
根
も
い
ろ
い
ろ
な
形
が
あ
り
ま
す
が
、
お
地
蔵
様
の
祠

に
は
妻
入
り
が
多
い
。
逆
に
平
入
り
は
屋
根
の
一
直
線
が
見
え
る

側
の
こ
と
を
指
し
て
、
そ
れ
は
神
様
の
祠
に
多
い
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
も
う
一
つ
、
特
徴
と
し
て
面
白
い
の
は
「
道
に
面
し
て
い

る
」
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。「
路ろ

傍ぼ
う

祠し

」
と
い
う
言
い
方
も
あ
り

ま
す
が
、
多
く
の
祠
が
道
に
面
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
特
徴
的

で
す
。
特
に
京
都
で
は
、
そ
れ
は
、
当
た
り
前
に
思
え
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
神
様
や
仏
様
、
神
聖
な
も
の
は
、
普
通
は
お
寺
に

あ
っ
た
り
教
会
に
あ
っ
た
り
す
る
も
の
で
す
。
そ
れ
が
町
中
に
あ

る
と
い
う
の
は
と
て
も
面
白
い
状
態
だ
と
思
い
ま
す
。
道
端
の
祠

と
い
う
の
は
一
応
世
界
じ
ゅ
う
に
も
あ
り
、
例
え
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

や
ア
ジ
ア
に
も
多
い
。
英
語
で
は
そ
の
ま
ま
で
す
が
、w

ay side 

shrine

と
い
う
そ
う
で

す
。
た
だ
、
京
都
が
世
界

で
も
最
も
道
端
の
祠
が
多

い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ

て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
お
地
蔵
様
の

ご
利
益
、
役
割
に
つ
い

て
。
み
な
さ
ん
ご
存
じ
の

も
の
も
多
い
と
思
い
ま
す

が
、
一
番
多
い
の
は
「
町

内
安
全
」
と
い
う
意
味
合

い
だ
と
思
い
ま
す
。「
町

内
安
全
」
と
そ
の
ま
ま
祠

よ
う
な
歴
史
を
調
べ
て
、
御
詠
歌

に
し
た
た
め
て
い
ま
す
。

　

ち
ょ
っ
と
雑
学
豆
知
識
に
は

な
り
ま
す
が
、
祠
の
語
源
は

「
神ほ

く
ら庫

」
だ
そ
う
で
す
。
こ
れ
が

転
じ
て
「
ほ
こ
ら
」
に
な
っ
た
と

い
う
こ
と
な
の
で
す
が
、
そ
れ
を
、

こ
の
御
詠
歌
の
中
に
も
音
韻
と
し

て
含
め
て
う
た
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
工
夫
を
し
て
ホ
コ
ラ

三
十
三
所
の
御
詠
歌
を
つ
く
り
ま

し
た
。
ま
た
、
展
覧
会
場
で
は
ミ

ニ
ホ
コ
ラ
を
作
っ
て
三
十
三
の
祠

を
会
場
で
巡
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
仕
掛
け
を
つ
く
っ
た
り
【
図
５
】、
ホ
コ
ラ
三
十
三
所
を
実

際
に
ま
わ
る
巡
礼
ツ
ア
ー
も
行
い
ま
し
た
【
図
６
】。

　

そ
し
て
こ
の
写
真
は
、
最
初
に
中
村
さ
ん
と
僕
が
一
番
面
白
い

と
思
っ
た
、
タ
イ
ル
で
装
飾
さ
れ
た
祠
で
す
【
図
７
】。
こ
れ
は
、

京
都
で
は
珍
し
い
タ
イ
プ
で
す
。
一
般
的
に
は
木
造
の
も
の
が
多

い
の
で
す
が
、

こ
う
い
っ
た

工
夫
さ
れ
た
も

の
も
見
ら
れ
る

と
い
う
こ
と
で

す
。

　

そ
し
て
展
覧

会
は
毎
年
開
催
し
て
い
た
の
で

す
が
、
五
年
が
経
過
し
た
と
き

に
こ
の
よ
う
な
曼
荼
羅
も
つ
く

り
ま
し
た
。
僕
た
ち
は
京
都
だ

け
で
は
な
く
て
、
他
の
地
域
の

祠
も
巡
り
、
例
え
ば
沖
縄
に
も

行
き
ま
し
た
し
、
そ
し
て
台
湾
や
韓
国
に
も
行
き
ま
し
た
。
お
地

蔵
様
以
外
の
祠
も
含
め
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
を
巡
っ
て
見
て
き

た
祠
た
ち
を
、
絵
に
し
た
た
め
た
も
の
で
す
【
図
８
】。
中
央
に

は
京
都
の
ホ
コ
ラ
三
十
三
所
の
祠
を
描
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ

の
祠
を
ア
ッ
プ
で
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
祠
と
い
っ
て
も
本
当

に
い
ろ
ん
な
形
が
あ
っ
て
絵
に
す
る
の
も
楽
し
い
も
の
で
す
。
そ

図５図６

図７図８図９
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た
。
通
説
で
は
五
〇
〇
〇
か
所
以
上
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

各
町
ご
と
に
お
地
蔵
様
が
あ
っ
た
り
し
ま
す
が
、
京
都
市
の
町
数

は
国
勢
調
査
に
よ
る
と
六
三
〇
〇
町
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ

う
す
る
と
、
五
〇
〇
〇
か
所
以
上
お
地
蔵
様
が
あ
る
と
い
う
の

が
、
正
し
い
の
か
な
と
思
わ
れ
ま
す
。
た
だ
し
各
町
ご
と
と
い
っ

て
も
、
各
町
に
一
つ
ず
つ
祠
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
で
す

し
、
二
つ
あ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
三
つ
あ
る
場
合
も
あ
る
し
、
な

い
町
も
あ
り
ま
す
。
な
の
で
、
ぴ
っ
た
り
町
の
数
と
一
緒
と
い
う

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

森も
り

篤あ
つ
しさ

ん
と
い
う
方
はG

oogle

マ
ッ
プ
で
「
京
都
の
お
地
蔵

さ
んm

ap

」
を
つ
く
っ
て
お
ら
れ
ま
す
【
図
10
】。
森
さ
ん
は
、

日
本
全
国
た
く
さ
ん
の
地
蔵
祠
を
見
て
お
ら
れ
る
と
思
う
の
で
す

が
、
特
に
京
都
を
見
て
お
ら
れ
ま
す
。
ご
本
人
の
了
承
も
い
た
だ

い
て
図
を
こ
こ
に
お
見
せ
し
ま
す
。
こ
の
地
図
で
数
え
ま
す
と
、

京
都
市
内
だ
け
で
三
六
七
六
か
所
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
り
ま
す
。
森

さ
ん
曰
く
、
ま
だ
全
部
網
羅
で
き
て
い
な
い
そ
う
で
す
。
そ
れ
で

も
こ
れ
だ
け
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
恐
ろ
し
い
ほ
ど
の
数
が
あ

る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
地
図
で
わ
か
っ
て
い
た
だ
け
る
と
思
い

ま
す
。
ま
た
花
園
大
学
な
ど
の
調
査
で
は
、
京
都
市
内
に
一
万
体

以
上
の
お
地
蔵
様
が
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
数
が
違
う
の
は
、
お
そ
ら
く
、
祠
一
か

所
に
お
地
蔵
様
が
一
体
、
と
は
限
ら
な
い
ん
で
す
ね
。
二
体
あ
る

場
合
も
あ
る
し
、
た
く
さ
ん
集
ま
っ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

で
す
の
で
確
か
に
お
地
蔵
様
が
一
万
体
以
上
と
い
う
の
は
間
違
い

で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
雑
学
、
豆
知
識
に
な
り
ま
す
が
、
仏
さ
ん
や
石
仏
の
数
え

方
、
単
位
は
ご
存
じ
で
し
ょ

う
か
。
石
仏
は
、
一い

っ

尊そ
ん

、
二に

尊そ
ん

と
数
え
ま
す
。
一
つ
の
祠

に
お
い
て
、
お
地
蔵
様
だ
け

で
は
な
く
て
例
え
ば
大
日
如

来
も
一
緒
に
ま
つ
ら
れ
て
い

る
祠
も
多
い
の
で
す
が
、
そ

う
い
う
場
合
は
「
二
尊
お
ら

れ
る
」
と
い
う
よ
う
な
言
い

方
を
し
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、

祠
の
数
え
方
も
調
べ
て
み
ま

し
た
。
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
使

に
書
い
て
あ
る
も
の
も
多
い
で
す
。
ま
た
、「
延
命
地
蔵
尊
」
と

い
う
提
灯
が
ぶ
ら
さ
が
っ
て
い
る
も
の
も
あ
っ
た
り
し
ま
す
。
延

命
や
無
病
息
災
、
健
康
を
祈
る
と
い
う
意
味
合
い
が
あ
る
と
思

う
の
で
す
が
、
こ
の
祠
（
図
９
の
左
か
ら
二
つ
め
）
に
は
Ａ
Ｅ
Ｄ
の

マ
ー
ク
が
あ
り
、
祠
の
す
ぐ
横
に
Ａ
Ｅ
Ｄ
が
置
い
て
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
目
印
と
し
て
、「
お
地
蔵
様
の
と
こ
に
行
け
ば
、
命
を

救
っ
て
く
れ
る
」
と
い
う
意
味
合
い
が
強
く
、
面
白
い
例
だ
と
思

い
ま
す
。

　

そ
れ
以
外
に
も
、
火
伏
せ
の
意
味
合
い
が
あ
り
ま
す
。
火
の
用

心
で
す
ね
。
こ
の
写
真
（
図
９
の
左
か
ら
三
つ
め
）、
丸
い
部
分
は

祠
の
す
ぐ
近
く
に
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
蓋
は
開
け
て
い

な
い
で
す
が
、
お
そ
ら
く
開
け
る
と
愛あ

た
ご宕

さ
ん
の
御
札
が
置
か
れ

て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
愛
宕
さ
ん
と
い
う
の
は
火
の
用
心
の
神

様
と
し
て
有
名
で
す
。
愛
宕
さ
ん
こ
と
愛あ

た
ご宕

権ご
ん

現げ
ん

は
、
そ
の
正
体

は
実
は
お
地
蔵
様
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
勝

し
ょ
う

軍ぐ
ん

地
蔵
と
い
う
お
地
蔵

様
が
、
愛あ

た
ご宕

さ
ん
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
愛
宕
さ
ん
信
仰
と
お

地
蔵
さ
ま
の
信
仰
が
、
重
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
、
祠
の
近
く
に

は
消
火
器
や
防
火
用
の
バ
ケ
ツ
が
置
か
れ
て
い
る
例
が
と
て
も
た

く
さ
ん
見
ら
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
祠
自
体
が
燃
え
て
し
ま
わ
な

い
よ
う
に
と
い
う
意
味
合
い
も
あ
る
と
は
思
い
ま
す
が
、「
そ
こ

に
行
け
ば
消
火
器
が
あ
る
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
が
町
内
の
目
印
に

な
っ
て
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
一
番
大
き
い
ご
利
益
と
し
て
は
「
子
供
を
守
る
」

存
在
と
し
て
の
祠
で
す
ね
。
お
地
蔵
様
と
い
え
ば
、
よ
だ
れ
か
け

を
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
よ
だ
れ
か
け
は
や
っ
ぱ
り
子
供
の
イ
メ
ー

ジ
で
す
。
こ
の
よ
だ
れ
か
け
に
子
供
の
名
前
を
書
い
て
、
地
蔵
盆

の
と
き
に
新
調
す
る
と
い
う
よ
う
な
風
習
が
あ
っ
た
り
し
ま
す
。

そ
れ
か
ら
地
蔵
盆
と
い
え
ば
子
供
が
集
ま
り
子
供
が
主
体
と
な
っ

て
飾
り
付
け
を
し
て

―
今
は
ち
ょ
っ
と
違
う
か
も
し
れ
な
い

で
す
け
ど
も

―
、
子
供
た
ち
の
お
祭
り
と
し
て
行
わ
れ
て
い

ま
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
大
き
な
意
味
合
い
は
、
古
代
か
ら
の

道
祖
神
信
仰
で
す
。
境
界
を
守
る
道
祖
神
信
仰
は
、
仏
教
が
伝
わ

る
前
か
ら
あ
り
ま
し
た
。
道
祖
神
信
仰
と
お
地
蔵
さ
ま
の
信
仰
が

習
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
地
蔵
様
に
は
「
境
界
を
守
る
存

在
」
と
い
う
意
味
合
い
も
あ
り
ま
す
。

お
地
蔵
様
や
祠
の
数
、
数
え
方

谷
本　

そ
れ
か
ら
、
お
地
蔵
様
の
数
に
つ
い
て
調
べ
て
き
ま
し図 10
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こ
れ
は
墓
標
と
し
て
、
ま
た
は
亡
く
な
っ
た
し
る
し
と
し
て
、
石

仏
が
多
く
作
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
だ
当
時
そ
れ
が
お
地

蔵
さ
ま
だ
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
よ
り
も
、

お
そ
ら
く
阿
弥
陀
さ
ん
や
お
釈
迦
さ
ん
な
ど
違
う
仏
様
の
石
仏
が

多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
時

代
の
石
仏
が
、
直
接
現
代
の
お
地
蔵
様
と
繋
が
っ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
の
で
す
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
繋
が
る
の
が
近
世
な
ん
で
す

け
れ
ど
も
、
地
中
や
川
か
ら
掘
り
出
さ
れ
た
石
仏
を
ま
つ
る
風
習

が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
特
に
子
供
た
ち
が
、
土
か
ら
掘
り
出
し

た
も
の
を
ま
つ
る
。
一
種
の
「
は
や
り
神
」
と
言
い
ま
す
け
ど
、

流
行
で
す
。
流
行
と
し
て
、
そ
う
い
う
風
習
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
が
、
今
の
地
蔵
盆
に
繋
が
る
「
地
蔵
会え

」
あ
る
い

は
「
地
蔵
祭
」
の
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
地
中
か
ら
石
仏
が

掘
り
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
不
思
議
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
当
時
は
鴨
川
や
桂
川
の
氾
濫
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
ま

た
、
河
川
敷
は
葬
送
の
地
だ
っ
た
ん
で
す
。
な
の
で
、
川
か
ら
墓

標
が
流
れ
着
い
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
る
と
思
い
ま
す
し
、
近

世
に
は
土
木
工
事
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
あ
る
い
は
、
井
戸

を
掘
る
こ
と
も
。
そ
う
い
う
背
景
か
ら
、
お
地
蔵
さ
ま
が
地
中
か

ら
掘
り
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

禁
止
さ
れ
た
地
蔵
会
が
再
開
、
盆
行
事
と
結
合
す
る

谷
本　

お
地
蔵
様
の
語
源
、
由
来
に
つ
い
て
で
す
。
お
地
蔵
様

は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
「
ク
シ
テ
ィ
ガ
ル
バ
」
と
言
い
ま

す
。
ク
シ
テ
ィ
が
大
地
と
い
う
意
味
。
ガ
ル
バ
が
胎
内
と
い
う
意

味
で
す
。「
地
中
か
ら
生
ま
れ
る
」
と
い
う
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が

あ
り
ま
す
。
な
の
で
、
地
中
か
ら
掘
り
出
さ
れ
る
、
地
中
か
ら
発

見
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
お
地
蔵
様
の
霊
験
を
高
め
た
と
い
う
意

味
合
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
昔
か
ら
そ
こ
に

あ
っ
た
お
地
蔵
様
で
は
な
く
、
地
中
か
ら
出
現
し
た
と
い
う
い
う

と
こ
ろ
が
す
ご
く
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
僕
の
イ
ラ
ス
ト
も
ス
ラ
イ
ド
に
載
せ
て
み
ま
し
た
。

賽
の
河
原
で
石
を
積
む
子
供
の
イ
メ
ー
ジ
で
す
【
図
11
】。
お
地

蔵
様
は
、
賽
の
河
原
の
子
供
た
ち
を
救
っ
て
く
れ
る
、
救
済
し
て

く
れ
る
と
い
う
説
話
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
も
、

川
か
ら
見
つ
か
っ
た
お
地
蔵
様
を
ま
つ
る
と
い
う
こ
と
に
繋
が
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
掘
り
出
さ
れ
た
石
仏
と
い
う
の
は
、
顔
か
た
ち
が

わ
れ
な
い
と
思
う
の
で
す
が
、
祠
の
単
位
は
「
宇う

」
と
呼
ぶ
そ
う

で
す
。
一い

ち

宇う

、
二に

宇う

と
呼
ぶ
そ
う
で
す
。
堂ど

う

宇う

と
い
う
言
い
方
も

し
ま
す
が
、
祠
の
数
え
方
は
は
正
し
く
は
「
宇う

」
だ
そ
う
で
す
。

３
．
お
地
蔵
様
の
経
歴

民
間
・
武
士
に
広
ま
っ
た
地
蔵
信
仰
、
掘
り
出
さ
れ
る
石
仏

谷
本　

次
に
、
歴
史
と
い
い
ま
す
か
お
地
蔵
様
の
経
歴
に
つ
い

て
、
調
べ
て
み
ま
し
た
。
村
上
紀
夫
さ
ん
と
い
う
方
が
『
京
都

地
蔵
盆
の
歴
史
』（
法
藏
館
、
二
〇
一
七
）
と
い
う
本
を
書
い
て
お

ら
れ
て
、
そ
こ
か
ら
主
に
要
約
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
【
図

11
】。『
京
都
地
蔵
盆
の
歴
史
』
刊
行
の
き
っ
か
け
は
、
我
々
の

ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
タ
イ
ル
と
ホ
コ
ラ
と
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
に

刺
激
を
受
け
て
の
こ
と
だ
っ
た
と
あ
と
が
き
に
書
い
て
い
た
だ
い

て
い
ま
す
。
こ
れ
を
僕
は
自
慢
に
し
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
、

僕
は
二
〇
年
前
か
ら
お
地
蔵
様
に
興
味
を
持
ち
は
じ
め
た
の
で
す

が
、
詳
し
く
知
り
た
い
と
思
っ
て
も
、
な
か
な
か
自
分
が
思
う
よ

う
な
お
地
蔵
様
に
つ
い
て
書
か
れ
た
本
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
う
思
い
な
が
ら
活
動
し
て

い
た
と
こ
ろ
、
自
分
た
ち
の

活
動
が
き
っ
か
け
と
な
っ

て
、
僕
が
求
め
て
い
た
よ
う

な
本
が
で
き
た
。
こ
れ
も
、

一
種
の
ア
ー
ト
の
力
な
の
か

な
と
自
負
し
て
お
り
ま
す
。

　

話
が
反
れ
ま
し
た
が
、
古

代
か
ら
お
地
蔵
様
の
信
仰
は

日
本
に
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

仏
教
の
伝
来
と
と
も
に
、

お
地
蔵
様
と
い
う
存
在
は
日

本
に
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
当
時
、
経
典
あ
る
い
は
仏
教
説
話
な
ど

を
通
じ
て
地
獄
の
概
念
が
伝
わ
り
、
民
間
に
も
地
蔵
信
仰
が
広

が
っ
た
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
中
世

―
か
な
り
粗
い
括
り
方

で
は
あ
り
ま
す
が

―
、
武
士
の
間
で
も
信
仰
が
広
が
り
ま
し

た
。
武
士
と
い
え
ば
、
殺
生
や
死
と
隣
り
合
わ
せ
の
存
在
で
す
か

ら
、
お
地
蔵
様
の
信
仰
が
広
が
っ
た
の
か
な
と
い
う
こ
と
が
い
え

る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
当
時
、
石
仏
が
多
く
作
ら
れ
ま
し
た
。 図 11
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も
、
地
蔵
盆
と
い
う
の
は
町
の
団
結
に
繋
が
り
、
町
の
団
結
は
国

の
団
結
に
繋
が
る
と
い
う
こ
と
で
、
国
に
と
っ
て
も
行
政
に
と
っ

て
も
、
都
合
の
い
い
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、
地
蔵
盆
は
禁

止
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
な
と
思
わ
れ
ま
す
。
以
上
、
お
地
蔵
様
の

経
歴
で
し
た
。

４
．
お
地
蔵
様
の
置
か
れ
た
場
所

地
蔵
と
番
人
、
床
屋
と
の
関
連
性

谷
本　

次
は
、
お
地
蔵
様
の
置
か
れ
た
場
所
に
つ
い
て
で
す
。

こ
れ
は
近
世
の
絵
巻
で
す
【
図
12
】。
祠
が
描
か
れ
た
絵
は
多
く

な
い
の
で
す
が
、
い
く
つ
か
興
味
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

絵
巻
は
三
条
油
小
路
町
と
い
う
通
り
を
描
い
た
も
の
で
、
右
側
が

北
、
つ
ま
り
三
条
通
側
で
す
。
そ
し
て
左
側
が
南
で
、
六
角
通
側

で
す
。
三
条
通
の
入
口
み
た
い
な
と
こ
ろ
に
、
祠
が
描
か
れ
て
い

ま
す
。
祠
の
右
側
を
見
て
い
た
だ
く
と
、
何
か
門
の
よ
う
な
も
の

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
木
戸
門
と
い
い
ま
し
て
、
当
時
、
夜
に
な

る
と
閉
ま
り
町
を
守
る
木
戸
門
が
置
か
れ
て
い
た
ん
で
す
。
そ
の

木
戸
門
の
近
く
に
、
祠
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
木
戸
門
の
近
く
に
は

他
に
、
チ
リ
溜
め

―
ゴ
ミ
箱

―
が
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は

門
番
が
い
た
り
し
た
わ
け
で
す
。
町
を
守
っ
て
い
た
番
人
と
祠

が
、
近
し
い
存
在
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

　

余
談
で
す
が
、
京
都
の
町
中
に
は
、
角
地
の
床
屋
さ
ん
が
多
い

ん
で
す
。
町
を
歩
い
て
い
る
と
お
気
づ
き
に
な
る
方
も
い
る
と
思

う
の
で
す
が
。
こ
れ
は
、
木
戸
門
の
名
残
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ

う
に
思
わ
れ
ま
す
。
ど
う
い

う
こ
と
か
と
い
い
ま
す
と
、

木
戸
門
の
横
に
は
門
番
で
あ

る
番
人
が
い
た
の
で
す
が
、

番
人
は
副
業
と
し
て
髪
結
い

を
し
て
い
た
の
で
す
。
な
の

で
そ
の
髪
結
い
の
名
残
が
、

今
の
理
髪
店
・
床
屋
に
な
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
ま
す
。
そ
の
結
果
、
床

屋
さ
ん
の
近
く
に
祠
が
見
ら

れ
る
例
も
多
い
印
象
で
す
。

あ
ま
り
は
っ
き
り
し
て
い
な
か
っ
た
り
し
ま
す
。
川
に
流
さ
れ

て
、
あ
る
い
は
雨
風
に
さ
ら
さ
れ
て
、
お
顔
が
は
っ
き
り
し
な

い
。
も
ち
ろ
ん
阿
弥
陀
様
か
も
し
れ
な
い
し
お
釈
迦
様
か
も
し
れ

な
い
。
そ
の
た
め
、
絵
の
具
で
顔
を
描
い
て
、
お
地
蔵
様
に
見
立

て
る
。
そ
こ
か
ら
、
現
代
の
化
粧
地
蔵
が
始
ま
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
い
う
説
も
あ
る
よ
う
で
す
。

　

そ
し
て
近
代
、
明
治
初
め
に
な
る
と
、
い
わ
ゆ
る
近
代
化
の
た

め
に
神
仏
分
離
で
あ
る
と
か
廃
仏
毀
釈
、
そ
し
て
特
に
京
都
府
で

は
盆
行
事
や
地
蔵
会
が
禁
止
さ
れ
ま
し
た
。
お
地
蔵
様
を
ど
こ
か

に
処
分
し
ろ
と
か
、
今
で
い
う
地
蔵
盆
を
し
な
い
よ
う
に
と
い
う

お
触
れ
が
出
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
、
移
動
さ
れ
た
お
地
蔵
様
も

あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
る
の
で
す
が
、
信
仰
心
は
そ
れ
で
消
え
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
々
の
な
か
で
は
、
そ
れ
で
も
お
地
蔵
様

の
こ
と
を
信
仰
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
明
治
中
頃
、
京
都
府
が

解
禁
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
盆
行
事

―
地
蔵
盆
だ
け
で
は

な
く
そ
の
他
の
い
わ
ゆ
る
盂
蘭
盆
会

―
が
復
活
し
ま
す
。
そ

れ
ま
で
は
「
地
蔵
盆
」
と
は
呼
ば
ず
「
地
蔵
会
」
と
呼
ば
れ
た
り

「
地
蔵
祭ま

つ
り」

や
「
地
蔵
祭さ

い

」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
と

き
盆
行
事
と
一
緒
に
地
蔵
信
仰
が
解
禁
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
地
蔵
会
」
が
「
地
蔵
盆
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。
特
に
そ
の
当
時
、
新
聞
な
ど
に

「
盆
行
事
が
再
開
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
報
道
さ
れ
て
お
り
、
そ

こ
で
「
地
蔵
盆
」
と
い
う
呼
称
が
一
般
化
し
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
で
す
。「
地
蔵
盆
」
と
い
う
言
葉
は
昔
か
ら
あ
っ
た
の

で
す
が
、
一
般
化
し
た
の
は
こ
の
頃
で
は
な
い
か
な
と
思
わ
れ
ま

す
。

　

あ
と
村
上
さ
ん
の
著
書
で
面
白
い
指
摘
が
あ
り
ま
す
。
明
治
後

半
に
、
コ
レ
ラ
の
流
行
が
あ
り
ま
し
た
。
感
染
症
で
す
ね
。
地
蔵

盆
の
お
供
物
と
い
え
ば
そ
れ
ま
で
は
食
べ
物
が
中
心
だ
っ
た
の
で

す
が
、
コ
レ
ラ
が
流
行
し
た
と
き
、
食
べ
物
は
や
っ
ぱ
り
衛
生
上

よ
ろ
し
く
な
い
と
。
公
衆
衛
生
を
推
進
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、

お
供
物
が
日
用
品
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
り
し
た
よ
う
で
す
。
日
用

品
な
ど
の
く
じ
引
き
が
、
こ
こ
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
説
を
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
現

状
に
少
し
繋
が
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
現
代
、
す
ご
く
大
雑
把
な
言
い
方
で
す
が
、「
町
内
の

繋
が
り
」
と
し
て
の
地
蔵
盆
が
続
い
て
い
ま
す
。
戦
時
中
は
、

地
蔵
盆
を
禁
止
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
と
い
う
の図 12
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祠
の
造
り
替
え
、
移
動
と
合
祀

谷
本　
こ
れ
は
西
ノ
京
勧
北
町
の
早そ

う

縁え
ん

地
蔵
尊
で
、
こ
れ
も
タ
イ

ル
祠
だ
っ
た
の
で
す
が
、
現
在
の
写
真
が
な
く
、G

oogle

ス
ト

リ
ー
ト
ビ
ュ
ー
か
ら
拝
借
し
て
き
ま
し
た
【
図
15
】。
祠
に
は
由

緒
書
き
が
あ
り
ま
す
。
昭
和
三
〇
年
代
に
作
ら
れ
て
、
昭
和
五
〇

年
代
に
修
理
を
し
、
そ
し
て
令
和
元
年
に
タ
イ
ル
祠
が
古
び
て
傷

み
が
進
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
、
新
し
く
新
調
し
た
と
い
う
よ
う
な

こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
僕
個
人
と
し
て
は
、
モ
ノ
と
し
て
タ

イ
ル
祠
に
と
て
も
魅
力
を
感
じ
て
い
た
の
で
少
し
残
念
だ
っ
た
の

で
す
が
、
こ
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
祠
も
あ
り
ま
す
。

　

次
は
、
京
都
駅
の
東
側
、
須
原
通
に
あ
る
祠
の
姿
で
す
。
こ
の

左
の
写
真
は
、
祠
の
本
体
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
台
座
だ
け
が

残
っ
て
い
ま
す
【
図
16
】。
こ
れ
も
、
タ
イ
ル
で
装
飾
さ
れ
た
台

座
で
す
。
二
〇
年
ほ
ど
前
に
お
そ
ら
く
既
に
祠
本
体
は
な
く
な
っ

て
い
た
よ
う
で
す
。
地
域
の
方
に
聞
い
て
み
る
と
、
祠
本
体
は
、

二
〇
〇
一
年
頃
に
新
し
く
建
て
ら
れ
た
市
営
住
宅
の
敷
地
に
移
動

さ
れ
た
よ
、
と
の
こ
と
で
し
た
。
右
側
の
写
真
に
四
宇
の
祠
が
あ

り
ま
す
。
左
か
ら
二
つ
目
の
祠
が
、
ど
う
や
ら
左
の
写
真
、
青
い

タ
イ
ル
の
台
座
に
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
れ
は
、
地
域
の
方
へ
の

聞
き
取
り
か
ら
わ
か
り
ま
し
た
。
他
の
三
宇
の
祠
は
ま
た
別
の
と

こ
ろ
か
ら
持
っ
て
こ
ら
れ
て
、
今
は
、
あ
わ
せ
て
ま
つ
ら
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
近
年
は
も
う
地
蔵
盆
も
あ
ま
り
大
々
的

に
開
催
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
の
で
す
が
、
こ
こ
に
集
め
て
ま
つ

り
、
こ
こ
で
地
蔵
盆
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

５
．
地
蔵
祠
の
変
容

信
仰
対
象
か
ら
資
料
へ

谷
本　

地
蔵
祠
の
変
容
を
、
僕
が
勝
手
に
選
定
し
た
ホ
コ
ラ

三
十
三
所
を
中
心
に
、
具
体
的
な
事
例
と
し
て
い
く
つ
か
お
見
せ

し
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
京
都
文
化
博
物
館
前
に
あ
っ
た
お
地
蔵
様
で
す
【
図

13
】。
二
〇
一
四
年
、僕
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
始
め
た
頃
に
ツ
ア
ー

を
し
て
撮
っ
た
写
真
が
左
側
で
す
。
こ
の
祠
は
、
数
年
後
に
な
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
な
く
な
っ
て
、
ど
こ
に
行
っ
た
か
と
い

う
と
、
京
都
市
に
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。
祠
だ
け
で
は
な
く
、
地

蔵
盆
関
連
の
資
料
も
全
部
寄
贈
さ
れ
た
そ
う
な
ん
で
す
。
そ
し
て

二
〇
二
〇
年
に
は
京
都
市
歴
史
資
料
館
で
展
示
さ
れ
て
お
り
ま
し

た
。
大
切
に
保
管
さ
れ
た
の
で
す
が
、
信
仰
さ
れ
て
い
た
祠
が
、

資
料
に
変
化
し
て
し
ま
っ
た
事
例
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
こ
れ
は
二
条
城
の
南
あ
た
り
に
あ
る
タ
イ
ル
祠
な

の
で
す
が
、
建
物
に
埋
め
込
ま
れ
た
よ
う
な
状
態
の
祠
で
し
た

【
図
14
】。
こ
れ
も
ホ
コ
ラ
三
十
三
所
の
ひ
と
つ
で
御
詠
歌
も
つ

く
っ
た
祠
だ
っ
た
の
で
す
が
、
数
年
後
、
右
の
写
真
の
よ
う
に
建

物
が
取
り
壊
さ
れ
空
き
地
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
右
の

写
真
は
、
ち
ょ
う
ど
佐
藤
守
弘
さ
ん
と
一
緒
に
歩
い
て
る
と
き
に

見
つ
け
て
「
あ
！
」
と
驚
い
た
の
で
す
が
。
写
真
の
時
点
で
は
空

き
地
で
し
た
が
、
こ
の
後
新
し
い
家
が
建
ち
、
今
は
さ
ら
に
違
う

環
境
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
祠
だ
け
は
、
綺
麗
に
保
存
さ

れ
た
と
い
う
事
例
で
す
。

図 13

図 14

図 15

図 16
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う

―
一
〇
八
回
ま
わ
す
と
こ
ろ
が
多
い
よ
う
で
す

―
地
蔵

盆
の
代
表
的
な
し
き
た
り
で
す
ね
。

お
地
蔵
様
の
貸
し
出
し

谷
本　
最
後
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
す
。
実
は
京
都
で
は
、
お
地
蔵
様

の
貸
し
出
し
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
ス
ラ
イ
ド
は
、
地
蔵
盆
の

時
期
で
は
な
く
僕
と
中
村
さ
ん
の
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
際

の
写
真
で
す
【
図
19
】。
壬
生

寺
さ
ん
は
ご
本
尊
が
お
地
蔵

様
な
の
で
す
が
、
そ
こ
に
た

く
さ
ん
無
縁
の
石
仏
が
集
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
石
仏

を
、
壬
生
寺
さ
ん
が
貸
し
出

し
さ
れ
て
い
ま
す
。
ど
う
い

う
と
き
に
貸
し
出
す
か
と
い

う
と
、
新
興
住
宅
地
だ
と
か

マ
ン
シ
ョ
ン
、
お
地
蔵
様
の

な
い
地
域
で
地
蔵
盆
を
開
催

す
る
と
き
に
、
壬
生
寺
さ
ん

が
特
別
に
石
仏
を
貸
し
出
す
そ
う
で
す
。
通
常
は
車
で
運
ぶ
こ
と

が
多
い
と
思
う
の
で
す
が
、
僕
た
ち
は
背
負
っ
て
運
ん
で
み
ま
し

た
。
京
都
市
役
所
前
の
ゼ
ス
ト
御
池
と
い
う
地
下
街
に
お
地
蔵
様

を
運
ん
で
そ
こ
で
季
節
外
れ
の
地
蔵
盆
を
す
る
と
い
う
、
京
都
市

か
ら
依
頼
を
受
け
た
イ
ベ
ン
ト
で
し
た
。
そ
し
て
、
同
じ
く
そ

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
お
地
蔵
様
の
お
化
粧
も
し
ま
し
た
。
先
ほ

ど
化
粧
地
蔵
の
お
話
も
し
ま
し
た
が
、
こ
の
よ
う
に
子
供
た
ち
が

６
．
近
年
に
お
け
る
地
蔵
盆
の
様
子

日
程
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど

谷
本　
実
際
の
地
蔵
盆
の
様
子
も
紹
介
し
ま
す
。
た
だ
、
今
回
僕

は
京
都
の
地
蔵
盆
に
つ
い
て
お
話
を
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す

が
、
僕
自
身
、
京
都
の
地
蔵
盆
は
数
回
し
か
見
て
い
ま
せ
ん
。
ど

う
し
て
か
と
い
い
ま
す
と
、
ホ
ー
ム
グ
ラ
ウ
ン
ド
が
滋
賀
県
な
の

で
、
滋
賀
県
の
地
蔵
盆
に
参
加
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
京
都
の
地

蔵
盆
に
は
行
け
な
い
の
で
す
。
こ
れ
は
同
じ
時
期
に
行
わ
れ
る
の

で
仕
方
が
な
い
の
で
す
が
、
あ
る
種
、
こ
れ
が
地
蔵
盆
の
本
質
で

は
な
い
か
と
勝
手
に
思
っ
て
い
ま
す
。
自
分
の
地
元
の
地
蔵
盆
に

参
加
す
る
と
、
他
の
地
域
の
地
蔵
盆
を
知
る
の
は
難
し
い
。
そ
う

い
う
面
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
も
唯
一
、
京
都
で
参
加
で
き
た
地

蔵
盆
が
二
〇
一
四
年
で
し
た
。
京
都
で
町
内
を
歩
い
て
い
ま
す

と
、
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
に
、
こ
う
い
っ
た
地
蔵
盆
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
が
模
造
紙
で
貼
ら
れ
て
い
た
り
し
ま
す
【
図
17
】。
こ
れ
を
見

る
と
日
付
も
わ
か
り
ま
す
。
多
く
は
八
月
二
四
日
。
こ
の
年
は

た
ま
た
ま
日
曜
日
と
重
な
っ
て
い
た
の
で
、
八
月
二
四
日
に
行

わ
れ
た
地
域
が
多
か
っ
た
よ

う
で
す
。
も
っ
と
昔
は
、
八

月
二
三
日
か
ら
二
四
日
、
二

日
間
か
け
て
開
催
し
て
い
た

と
こ
ろ
が
多
い
よ
う
で
す
。

二
三
日
が
飾
り
付
け
で
、
お

地
蔵
様
を
祠
か
ら
出
し
て
近

く
の
ガ
レ
ー
ジ
や
ど
こ
か
に

祭
壇
を
設
け
ま
す
。
そ
し
て

そ
こ
で
二
日
間
に
わ
た
っ
て

地
蔵
盆
を
開
催
す
る
の
で
一

晩
を
越
す
う
え
で
誰
か
が
お

地
蔵
様
を
ず
っ
と
見
張
っ
て
お
き
ま
す
。
お
地
蔵
様
の
番
を
す
る

と
い
う
の
も
、
地
蔵
盆
の
風
習
と
し
て
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

こ
れ
は
実
際
に
地
蔵
盆
が
開
催
さ
れ
て
い
る
様
子
の
写
真
で
す

【
図
18
】。
右
に
見
え
る
祠
の
中
か
ら
お
地
蔵
様
が
運
ば
れ
て
、

ガ
レ
ー
ジ
奥
の
祭
壇
に
移
動
し
て
い
る
と
い
う
状
態
で
す
。
他
に

は
、
手
作
り
の
行
灯
を
作
っ
た
り
し
ま
す
。
ま
た
、
よ
く
行
わ
れ

る
の
が
数
珠
く
り
で
す
。
大
き
な
数
珠
を
み
ん
な
で
た
ぐ
る
と
い 図 17

図 18

図 19

図 20
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プ
ロ
グ
ラ
ム
２　
『
地
蔵
盆
』
と
コ
ロ
ナ
禍
を
考
え
る

パ
ネ
リ
ス
ト
・
鴛
淵
晋
一
郎
か
ら
の
報
告

鴛お
し
淵ぶ
ち
晋
一
郎　
鴛
淵
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
戦
中
の
最
後
に
生
ま

れ
ま
し
た
。
生
ま
れ
た
頃
と
、
今
の
状
況
が
、
す
ご
く
よ
く
似
て

る
の
か
な
と
。
も
ち
ろ
ん
赤
ち
ゃ
ん
の
時
で
す
か
ら
記
憶
は
あ
り

ま
せ
ん
。
た
だ
、
戦
争
で
は
な
い
で
し
ょ
う
け
ど
コ
ロ
ナ
と
い
う

こ
と
で
い
ろ
ん
な
行
事
が
な
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
わ
け
で
す
よ
ね
。

こ
れ
か
ら
そ
の
ま
ま
廃
れ
て
し
ま
う
の
か
、
そ
れ
と
も
ま
た
少
し

復
活
す
る
か
と
い
う
の
は
、
そ
れ
こ
そ
こ
う
い
う
時
代
で
す
か

ら
、
み
な
さ
ん
が
自
由
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

私
の
経
歴
と
し
て
は
、
二
〇
代
後
半
の
頃
に
副
会
長
を
二
回

―
当
時
は
七
年
ご
と
で
し
た

―
、
そ
し
て
会
長
は
五
年
ご

と
で
五
期
ぐ
ら
い
や
っ
た
の
か
な
。
各
町
内
会
も
定
年
と
い
う
も

の
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
で
会
長
を
辞
め
ま
し
た
。

戦
後
の
地
蔵
盆
と
子
供
た
ち

鴛
淵　
私
が
子
供
だ
っ
た
頃
の
目
線
か
ら
、
少
し
昔
の
思
い
出
話

を
し
ま
す
。
夏
休
み
は
、
と
に
か
く
「
な
ん
で
こ
ん
な
に
暑
い
の

か
」
と
い
う
感
じ
で
し
た
。
ク
ー
ラ
ー
も
な
い
で
す
。
そ
し
て
子

供
た
ち
は
外
に
多
か
っ
た
で
す
し
ね
。
子
供
た
ち
を
外
で
遊
ば
せ

る
、
そ
う
い
う
時
代
背
景
で
し
た
。

　

地
蔵
盆
は
「
児
童
4

4

盆
」
だ
と
、
私
は
幼
稚
園
の
頃
ず
っ
と
思
っ

て
い
ま
し
た
（
笑
）。
お
菓
子
を
も
ら
っ
た
り
し
ま
す
か
ら
。
子

供
の
頃
は
も
う
、
夏
休
み
バ
ン
ザ
イ
で
す
か
ら
。
夏
休
み
と
い
っ

て
も
、
始
め
は
い
い
ん
で
す
よ
ね
。
京
都
の
真
ん
中
で
は
祇
園
祭

を
や
っ
て
い
ま
す
が
、
小
さ
い
頃
は
あ
ん
ま
り
祇
園
祭
に
行
き

ま
せ
ん
。
ま
あ
と
に
か
く
子
供
の
頃
は
夏
休
み
に
遊
び
ほ
う
け

ち
ゃ
っ
て
。
京
都
っ
て
い
う
の
は
ま
た
よ
く
で
き
た
も
ん
で
、
大

文
字
が
ち
ょ
う
ど
夏
休
み
の
真
ん
中
へ
ん
に
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。

思
い
思
い
に
原
色
を
使
っ
て
、
お
地
蔵
様
に
お
化
粧
を
し
て
い
き

ま
し
た
【
図
20
】。
お
顔
が
は
っ
き
り
し
な
い
石
仏
な
の
で
、
こ

う
や
っ
て
、
子
供
た
ち
が
お
地
蔵
様
と
触
れ
合
う
き
っ
か
け
に
も

な
っ
た
と
言
え
ま
す
。

　

と
り
と
め
の
な
い
お
話
に
な
り
ま
し
た
が
、
以
上
で
す
。

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン　
１

信
仰
か
ら
資
料
へ
―
お
地
蔵
様
の
魂
を
抜
く

竹
内　
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
い
う
視
点
か
ら
独
特
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で

お
話
い
た
だ
き
ま
し
た
。
地
蔵
が
一
万
体
以
上
あ
る
と
い
う
こ

と
、
三
六
七
六
か
所
と
い
う
地
図
は
圧
巻
で
し
た
。
後
半
に
あ
っ

た
京
都
文
化
博
物
館
前
の
地
蔵
祠
が
移
築
さ
れ
た
と
い
う
お
話

も
、
非
常
に
印
象
的
で
し
た
。
文
化
財
に
は
な
っ
た
け
れ
ど
も
、

も
う
信
仰
の
対
象
で
は
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

佐
藤
守
弘　
京
都
市
に
納
め
ら
れ
る
と
き
、
お
坊
さ
ん
が
来
て
魂

を
抜
か
れ
ま
し
た
。
モ
ノ
に
戻
し
て
文
化
財
に
す
る
と
い
う
こ
と

が
、
京
都
市
歴
史
資
料
館
の
展
示
で
説
明
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

福
持
昌
之　
あ
れ
は
京
都
市
歴
史
資
料
館
が
担
当
し
た
お
仕
事
で

し
た
の
で
、
歴
史
資
料
館
の
職
員
が
ず
っ
と
対
応
し
て
い
ま
し
た

が
、
私
も
受
け
渡
し
や
交
渉
、
ご
相
談
の
際
に
は
同
行
し
て
い
ま

し
た
。

竹
内　
こ
れ
が
象
徴
的
な
お
話
だ
な
と
思
い
ま
す
。
文
化
財
あ
る

い
は
「
ア
ー
ト
」
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
で
す
が
、
形

あ
る
モ
ノ
の
姿
で
地
蔵
が
残
る
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
い
い
方

向
。
し
か
し
、
谷
本
さ
ん
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
も
あ
っ
た
よ
う
な
地

域
の
中
心

―
Ａ
Ｅ
Ｄ
が
示
し
て
あ
っ
た
り
、
消
化
バ
ケ
ツ
が

置
い
て
あ
る
よ
う
な

―
と
し
て
の
地
蔵
祠
、
そ
し
て
も
ち
ろ

ん
地
蔵
盆
の
中
心
的
役
割
、
そ
れ
が
魂
を
抜
か
れ
て
終
わ
っ
て
し

ま
っ
た
地
蔵
が
存
在
し
て
い
る
。
続
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
ど

う
い
う
こ
と
な
の
か
、
先
ほ
ど
の
お
話
に
と
て
も
象
徴
的
な
も
の

を
感
じ
な
が
ら
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
次
の
お
話
に
移
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
鴛お

し

淵ぶ
ち

さ
ん
は

お
子
さ
ん
の
頃
か
ら
楽
し
く
地
蔵
盆
に
参
加
さ
れ
て
い
た
の
か
と

思
う
の
で
す
が
、
実
際
に
、
地
蔵
盆
あ
る
い
は
地
蔵
を
「
守
る
」

と
い
う
立
場
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
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う
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
時
代
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。

コ
ロ
ナ
禍
の
課
題
、
時
代
の
変
化
に
よ
る
問
題

鴛
淵　
そ
し
て
、
今
度
は
コ
ロ
ナ
で
す
。
今
現
状
と
し
て
は
、
ほ

ぼ
中
止
。
私
も
何
人
か
京
都
在
住
の
方
に
お
聞
き
し
た
ん
で
す

が
、
や
っ
ぱ
り
ほ
ぼ
ほ
ぼ
中
止
。
お
坊
さ
ま
を
お
呼
び
し
て
お
経

を
唱
え
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
は
、
一
応
、
半
分
宗
教
行
事
の

よ
う
な
も
の
で
も
あ
り
ま
す
し
、
そ
れ
は
続
け
て
や
っ
て
い
る
け

ど
、
で
も
地
蔵
盆
は
ほ
と
ん
ど
今
ゼ
ロ
だ
と
。
来
年
か
再
来
年
か

わ
か
り
ま
せ
ん
け
ど
、
こ
う
い
う
時
期
が
過
ぎ
て
、
再
開
さ
れ
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
先
ほ
ど
谷
本
さ
ん
か
ら
も
そ
う
い
う
話
が
あ
り

ま
し
た
け
ど
。
宗
教
的
な
意
味
で
、
お
地
蔵
さ
ん
（
を
祀
る
こ
と

を
）
辞
め
て
し
ま
う
っ
て
い
う
の
も
、
な
ん
か
い
ろ
い
ろ
考
え
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
別
に
祟
り
と
は
言
い
ま
せ
ん
け
ど
、
片

付
け
ち
ゃ
っ
て
何
か
あ
っ
た
ら
「
そ
の
せ
い
や
」
と
な
り
、
そ
れ

は
困
っ
た
も
ん
だ
ろ
う
し
。

　

こ
ん
な
感
じ
で
、
今
非
常
に
苦
し
ん
で
い
る
と
い
う
か
、
逆
に

新
た
に
何
か
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
思
い
ま
す
。
ま
あ

言
っ
て
み
れ
ば
、
私
は
こ
の
会
に
呼
ば
れ
た
と
き
、
み
ん
な
で
ど

こ
か
一
室
に
集
ま
っ
て
し
ゃ
べ
る
の
か
と
思
っ
て
い
た
ら
、
み
ん

な
バ
ラ
バ
ラ
で
す
ね
。
お
互
い
の
お
顔
は
ず
っ
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
ん
で
す
け
ど
、
実
物
に
会
っ
て
い
な
い
と
い
う
。
バ
ー
チ
ャ

ル
空
間
に
立
た
さ
れ
、
非
常
に
不
思
議
な
感
じ
な
ん
で
す
（
笑
）。

逆
に
、
一
室
に
集
ま
っ
て
並
ん
だ
ら
、
み
な
さ
ん
の
お
顔
は
横
か

ら
し
か
見
え
な
い
け
れ
ど
、
こ
れ
は
真
正
面
の
顔
し
か
見
え
な
い

と
い
う
。
変
な
時
代
に
な
り
ま
し
た
。

　

た
だ
ひ
と
こ
と
言
い
ま
す
と
、
今
は
役
員
さ
ん
に
も
女
性
が
多

い
の
で
、
片
付
け
と
か
テ
ン
ト
（
設
置
）
と
か
、
貸
し
物
を
借
り

て
き
た
り
が
大
変
で
す
。
そ
れ
を
省
力
化
す
る
こ
と
も
何
か
こ
れ

か
ら
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
問
題
が
出
て
き
て
い

ま
す
ね
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
長
々
と
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

＊　
＊　
＊

竹
内　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
歴
史
的
な
こ
と
を
谷
本
さ

ん
か
ら
聞
い
た
う
え
で
、
鴛
淵
さ
ん
の
お
話
を
聞
く
と
ぐ
っ
と
き

ま
し
た
ね
。
マ
ジ
ッ
ク
シ
ョ
ー
な
ん
か
が
つ
い
て
い
た
地
蔵
盆
だ

大
文
字
の
送
り
火
が
消
え
る
と
ま
あ
、
子
供
心
に
寂
し
い
。
な
ん

で
寂
し
い
か
と
い
う
と
、
宿
題
が
た
く
さ
ん
残
っ
て
る
か
ら
な
ん

で
す
（
笑
）。
そ
し
て
そ
の
一
週
間
後
に
地
蔵
盆
で
す
。
土
日
に

地
蔵
盆
は
あ
り
ま
し
た
。
ま
ず
、
宿
題
の
山
を
片
づ
け
る
。
そ
れ

と
、
地
蔵
盆
で
お
や
つ
も
ら
っ
た
り
ま
た
遊
び
ほ
う
け
た
り
で
き

て
、
ま
た
そ
れ
が
ち
ょ
っ
と
楽
し
い
。
そ
う
い
う
時
代
で
し
た
。

　

戦
後
の
地
蔵
盆
で
、
当
時
は
娯
楽
も
何
も
な
か
っ
た
の
で
あ
と

づ
け
で
演
台
を
作
っ
て
喜
劇
役
者
や
漫
才
師
が
や
っ
て
き
た
り
、

マ
ジ
ッ
ク
シ
ョ
ー
を
や
っ
た
り
、
映
画
を
や
っ
た
り
ね
。
そ
う
い

う
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
と
、
よ
く
あ
ん
な
こ
と
を
や
っ
て

い
た
な
あ
と
思
う
ん
で
す
が
、
ち
ょ
っ
と
景
気
が
良
く
な
っ
た
頃

は
地
蔵
盆
に
バ
ス
ツ
ア
ー
で
ヘ
ル
ス
セ
ン
タ
ー
へ
行
っ
た
り
し
ま

し
た
。
ま
ず
は
比
叡
山
に
バ
ス
で
行
っ
て
夜
景
を
見
て
、
そ
れ
か

ら
将
軍
塚
へ
行
っ
た
り
。
今
じ
ゃ
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
や
っ
て

い
ま
し
た
。
今
同
じ
こ
と
を
す
る
と
、
も
う
危
な
く
て
し
ょ
う
が

な
い
で
し
ょ
う
。
今
や
っ
た
ら
、
保
険
も
む
ち
ゃ
く
ち
ゃ
か
け
な

い
か
ん
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
当
時
は
、
ヘ
ル
ス
セ
ン
タ
ー
に
は

ご
老
人
と
か
が
喜
ん
で
一
日
過
ご
し
て
い
た
り
、
そ
れ
か
ら
水
泳

に
行
っ
た
り
。
今
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
や
っ
て
ま
し
た
。

少
子
化
と
人
口
減
少
を
受
け
て
行
っ
た
工
夫

鴛
淵　
そ
の
後
、
だ
ん
だ
ん
規
模
が
縮
小
し
て
、
時
代
と
と
も
に

人
口
が
減
っ
て
き
た
。
子
供
の
数
が
減
っ
て
き
て
。
我
々
が
子
供

の
時
は
、
三
〇
人
ぐ
ら
い
が
道
端
で
遊
び
回
っ
て
た
ん
だ
け
ど
、

そ
の
後
、
ク
ー
ラ
ー
が
で
き
て
ね
。
地
蔵
盆
の
飾
り
付
け
に
い
る

の
は
も
う
、
ご
老
人
や
役
員
ば
っ
か
り
で
す
。
子
供
た
ち
は
ね
、

お
や
つ
も
ら
っ
た
ら
す
ぐ
家
に
帰
っ
て
、
ク
ー
ラ
ー
の
前
で
テ
レ

ビ
見
て
る
か
、
ゲ
ー
ム
し
た
り
、
そ
ん
な
様
子
で
す
。

　

た
だ
、
私
が
役
員
を
始
め
て
、
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は

工
夫
し
て
地
蔵
盆
を
す
る
こ
と
。
人
は
集
ま
り
ま
す
よ
ね
。
だ
か

ら
、
そ
こ
で
工
夫
し
て
ゲ
ー
ム
し
た
り
、
福
引
も
非
常
に
工
夫
し

て
。
役
員
に
な
っ
て
初
め
の
頃
、
ま
さ
に
今
日
い
ら
っ
し
ゃ
る
熊

本
さ
ん
の
お
父
さ
ん
が
や
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
店
を
、
二
回
ほ

ど
お
邪
魔
し
た
こ
と
あ
り
ま
す
。
女
性
陣
が
そ
う
い
う
お
も
ち
ゃ

を
買
い
に
行
っ
た
り
し
た
時
代
も
あ
り
ま
す
。
だ
ん
だ
ん
子
供
が

少
な
く
な
っ
て
き
た
ら
、
も
う
、
福
引
な
ん
て
い
う
も
の
じ
ゃ
な

く
て
、
も
う
初
め
か
ら
「
こ
の
子
に
は
こ
れ
」
と
い
う
あ
て
が
え

を
す
る
。
一
律
に
あ
げ
る
。
誰
が
引
い
た
っ
て
そ
れ
が
当
た
る
よ
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し
っ
か
り
あ
っ
て
、
み
ん
な
と
て
も
仲
良
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し

ま
す
。
そ
の
頃
で
す
か
ね
。
初
め
て
経
験
し
た
の
が
ス
イ
カ
割

り
。
お
菓
子
く
ば
り
や
お
も
ち
ゃ
の
「
ふ
ご
お
ろ
し
」
で
す
ね
。

私
に
と
っ
て
、
本
当
に
も
う
一
生
忘
れ
ら
れ
な
い
よ
う
な
思
い
出

で
す
。

コ
ロ
ナ
を
経
て
消
極
的
に
な
る
町
内
会

熊
本　

今
年
で
三
年
目
と
な
り
ま
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
に

よ
っ
て
、
お
も
ち
ゃ
屋
の
繁
忙
期
で
あ
り
ま
す
夏
休
み
の
売
上
は

激
減
し
ま
し
た
。
地
蔵
盆
も
し
か
り
、
夏
祭
り
、
そ
し
て
イ
ベ
ン

ト
の
景
品
は
も
ち
ろ
ん
、
プ
ー
ル
や
浮
き
輪
や
レ
ジ
ャ
ー
玩
具
、

そ
し
て
花
火
に
至
る
ま
で
。
夏
全
体
と
し
て
は
、（
例
年
の
）
半
分

も
い
か
な
か
っ
た
と
い
う
売
上
に
ま
で
落
ち
込
ん
で
、
こ
れ
が
実

は
、
三
年
間
続
い
て
お
り
ま
す
。

　

今
年
四
月
の
初
め
頃
だ
っ
た
か
な
。
お
店
に
来
て
い
た
だ
け
る

お
客
様
た
ち
か
ら
「
今
年
は
地
蔵
盆
で
き
そ
う
か
な
？
」「
子
供

た
ち
も
、
も
う
そ
ろ
そ
ろ
か
わ
い
そ
う
や
。
今
年
は
開
催
し
て

あ
げ
た
い
な
」
と
い
う
声
が
出
た
半
面
、「
準
備
で
き
る
の
か
な
？　

今
年
の
役
員
は
誰
や
？　

何
か
ら
し
た
ら
い
い
の
？　

面
倒
だ
な

あ
…
…
」
と
い
う
声
も
多
く
耳
に
い
た
し
ま
し
た
。
年
に
一
度
の

地
蔵
盆
が
二
年
連
続
で
中
止
に
な
っ
た
こ
と
で
、
今
年
開
催
を
し

よ
う
と
思
っ
て
も
、
町
内
会
の
役
員
さ
ん
た
ち
は
消
極
的
に
な
っ

て
い
る
ん
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。

地
蔵
盆
の
復
興
に
向
け
て
―
イ
ベ
ン
ト
の
実
施

熊
本　
こ
れ
は
な
ん
と
か
し
な
あ
か
ん
、
何
と
か
し
て
今
年
こ
そ

は
、
と
い
う
思
い
で
、
町
内
会
の
役
員
さ
ん
に
向
け
た
「
京
の
地

蔵
盆
・
夏
祭
り
相
談
会
」
と
い
う
も
の
を
七
月
一
日
か
ら
ゼ
ス
ト

御
池
で
三
日
間
行
い
ま
し
た
【
図
１
】。
私
ど
も
熊
本
玩
具
や
高

木
商
店
さ
ん
な
ど
志
を
同
じ
よ
う
に
持
っ
て
い
る
人
た
ち
、
そ
し

て
壬
生
寺
さ
ん
、
多
く
の
企
業
や
団
体
様
に
も
協
力
し
て
い
た

だ
き
ま
し
て
、
何

と
か
開
催
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し

た
。
し
か
し
、
こ

の
イ
ベ
ン
ト
告
知

が
遅
か
っ
た
こ
と

や
、
夏
頃
に
ま
た

と
か
非
常
に
盛
り
上
が
っ
た
時
期
も
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。
し

か
し
、
コ
ロ
ナ
で
大
打
撃
を
受
け
て
い
て
、
鴛
淵
さ
ん
の
周
り
で

も
、
ほ
と
ん
ど
も
う
実
施
さ
れ
て
い
る
町
が
な
い
と
い
う
よ
う
な

こ
と
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
こ
で
、
次
に
お
話
を
伺
い
た

い
の
が
熊
本
さ
ん
で
す
。
熊
本
さ
ん
は
今
鴛
淵
さ
ん
か
ら
も
お
話

い
た
だ
け
ま
し
た
が
、
お
も
ち
ゃ
屋
さ
ん
で
あ
る
熊
本
玩
具
を
経

営
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
う
ず
っ
と
前
、
昭
和
の
は
じ
め
か
ら
で

し
ょ
う
か
。
お
も
ち
ゃ
を
地
蔵
盆
に
提
供
す
る
と
い
う
よ
う
な
形

で
、
地
蔵
盆
と
関
わ
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
三
年
続
け
て
地
蔵

盆
が
ほ
ぼ
開
催
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
状
況
の
な
か
で
、
熊
本
さ

ん
が
な
さ
っ
て
き
た
活
動
に
つ
い
て
、
写
真
も
交
え
な
が
ら
伺
い

た
い
と
思
い
ま
す
。
熊
本
さ
ん
ご
自
身
も
小
さ
い
頃
に
、
地
蔵
盆

が
と
て
も
楽
し
か
っ
た
と
い
う
話
を
事
前
に
聞
か
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
体
験
も
踏
ま
え
て
お
話
い
た
だ
け
ま
す
で

し
ょ
う
か
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

パ
ネ
リ
ス
ト
・
熊
本
盛
行
氏
か
ら
の
報
告

熊
本
盛
行　
こ
ん
ば
ん
は
。
千
本
三
条
で
熊
本
玩
具
を
経
営
し
て

お
り
ま
す
。
先
ほ
ど
お
話
い
た
だ
い
た
よ
う
に
、
も
ち
ろ
ん
仕
事

で
地
蔵
盆
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
事
実
な
ん
で
す
け
ど

も
、
私
は
も
う
子
供
の
頃
か
ら
地
蔵
盆
が
大
好
き
で
し
た
。
来
年

六
〇
歳
で
還
暦
を
迎
え
る
私
な
の
で
す
が
、
小
学
校
高
学
年
ぐ
ら

い
ま
で
、
町
内
会
み
ん
な
で
集
ま
る
年
に
一
度
の
地
蔵
盆
が
本
当

に
楽
し
み
で
楽
し
み
で
、
も
う
ワ
ク
ワ
ク
し
て
お
り
ま
し
た
。

子
供
の
頃
―
町
内
で
の
子
供
ど
う
し
の
関
係

熊
本　
私
は
小
学
校
の
頃
ま
で
、
千
本
三
条
で
は
な
く
、
壬
生
馬

場
町
と
い
う
と
こ
ろ
に
住
ん
で
お
り
ま
し
た
。
私
の
兄
弟
は
五
人

い
ま
す
。
そ
し
て
こ
こ
の
町
内
に
は
、
私
の
年
齢
か
ら
上
下
、
五

〜
六
歳
を
含
め
る
と
、
先
ほ
ど
鴛
淵
さ
ん
が
言
わ
は
っ
た
よ
う
に

三
〇
人
ぐ
ら
い
は
子
供
が
い
た
ん
ち
ゃ
う
か
な
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。
町
内
会
で
は
、
み
ん
な
「
◯
◯
お
に
い
ち
ゃ
ん
」「
◯
◯
お

ね
え
ち
ゃ
ん
」
と
呼
び
合
っ
て
、
本
当
に
縦
と
横
の
繋
が
り
が図１
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デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン　

２

地
蔵
盆
に
京
都
の
大
学
生
が
参
加
す
る
こ
と
の
可
能
性

佐
藤

YouTube

に
視
聴
者
か
ら
の
質
問
が
き
て
い
ま
す
。

師
茂
樹
（
花
園
大
学
）

こ
う
い
っ
た
地
蔵
盆
イ
ベ
ン
ト
に
は
、
大
学
生
の
参
加
な
ど
は
な

か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
日
本
文
化
を
学
ぶ
留
学
生
（
コ
ロ
ナ
禍
で

は
少
な
く
な
っ
て
ま
す
が
）
や
、
仏
教
系
大
学
の
学
生
な
ど
は
、
参

加
す
る
意
義
が
あ
る
よ
う
に
も
思
い
ま
す
。

熊
本　
う
ち
の
店
舗
に
も
ア
ル
バ
イ
ト
で
大
学
生
に
来
て
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
。
そ
の
大
学
生
に
い
ろ
ん
な
話
を
聞
き
ま
す
と
、

や
っ
ぱ
り
大
学
生
も
地
蔵
盆
を
知
ら
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
京
都
の

人
間
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
全
然
記
憶
な
い
で
す
よ
」
と
か
い

う
話
を
よ
く
聞
き
ま
す
。「
せ
っ
か
く
京
都
の
大
学
に
来
て
学
ん

で
い
る
の
に
京
都
で
地
蔵
盆
を
知
ら
な
い
っ
て
、
お
か
し
い
ん

ち
ゃ
う
の
？
」
と
、
ち
ょ
っ
と
そ
ん
な
話
を
し
た
り
し
て
た
ん
で

す
け
ど
も
。
私
も
東
京
の
大
学
に
行
っ
て
い
た
も
の
で
す
か
ら
、

東
京
で
は
「
地
蔵
盆
っ
て
な
ん
や
ね
ん
？
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
し

た
。
京
都
の
大
学
生
で
あ
れ
ば
、
ぜ
ひ
参
加
し
て
や
っ
て
い
た
だ

き
た
い
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

竹
内　
開
催
さ
れ
た
イ
ベ
ン
ト
に
は
、
仏
教
系
大
学
の
学
生
が
来

た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
す
ね
。

熊
本　
な
か
っ
た
で
す
。

竹
内　
同
志
社
の
学
生
が
熊
本
さ
ん
の
イ
ベ
ン
ト
の
お
手
伝
い
を

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
い
う
話
も
聞
き
ま
し
た
。
今
日
、
そ
の
学

生
が
聞
い
て
く
れ
て
い
る
と
い
い
な
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

あ
れ
は
地
蔵
盆
と
は
関
わ
り
の
な
い
イ
ベ
ン
ト
だ
っ
た
ん
で
し
ょ

う
か
？

熊
本　

は
い
。

あ
ち
ら
こ
ち
ら

の
イ
ベ
ン
ト
が

な
く
な
っ
て
い

く
な
か
で
、
知

り
合
い
の
方
が

新
型
コ
ロ
ナ
が
拡
大
し
て
き
た
影
響
で
、
多
く
の
方
の
ご
来
場
は

叶
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
が
、
来
て
い
た
だ
い
た
方
に
は
、
非
常
に

喜
ん
で
い
た
だ
け
た
か
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
実
際
、
い
ろ
ん

な
相
談
も
受
け
ま
し
た
し
、
皆
さ
ん
の
貴
重
な
ご
意
見
を
来
年
に

生
か
し
た
い
な
と
思
っ
て
「
第
一
回
」
と
銘
打
ち
ま
し
た
の
で
、

「
来
年
に
も
開
催
し
ま
す
！
」
と
い
う
言
葉
を
皆
さ
ん
に
は
残
せ

た
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
そ
の
後
、
八
月
中
旬
に
は
「
地
蔵
盆
・
夏
祭
り
体
験
イ

ベ
ン
ト
」
を
、
同
じ
ゼ
ス
ト
御
池
で
二
日
間
開
催
し
ま
し
た
。
こ

ち
ら
も
壬
生
寺
さ
ん
や
知
り
合
い
の
会
社
・
団
体
等
に
ご
協
力
い

た
だ
い
て
、
何
と
か
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
壬
生
寺
の

お
坊
さ
ま
に
よ
る
数
珠
ま
わ
し
体
験
や
、
我
々
の
友
達
企
業
に
よ

る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
そ
し
て
私
の
大
好
き
な
お
遊
び
イ
ベ
ン

ト
、
ス
テ
ー
ジ
を
お
借
り
し
て
お
子
様
の
発
表
会
、
そ
し
て
盆
踊

り
の
や
ぐ
ら
ま
で
用
意
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
二
日
間

夜
六
時
か
ら
は
盆
踊
り
も
し
ま
し
た
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
で
地
蔵

盆
・
夏
祭
り
の
体
験
を
、
多
く
の
子
供
さ
ん
た
ち
に
楽
し
ん
で
い

た
だ
き
ま
し
た
。
二
日
間
で
延
べ
四
〇
〇
人
ぐ
ら
い
が
来
た
か
な

と
記
憶
し
て
い
ま
す
【
図
２
】。

体
験
イ
ベ
ン
ト
で
の
子
供
た
ち
の
声

熊
本　
こ
の
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
て
わ
か
っ
た
こ
と
は
、
大
き
く

二
つ
あ
り
ま
す
。
京
都
の
お
子
様
だ
け
で
な
く
、
そ
の
親
御
さ

ん
が
、
地
蔵
盆
を
知
ら
な
い
ん
で
す
よ
。「
京
都
の
人
間
と
違
う

ん
か
な
？　

地
蔵
盆
と
い
う
の
を
見
た
こ
と
な
い
の
か
な
？
」
と

思
い
ま
し
た
。
ま
た
、
本
当
に
皆
さ
ん
楽
し
ん
で
い
た
だ
き
ま
し

た
の
で
、
こ
ん
な
ふ
う
に
楽
し
く
て
安
全
な
イ
ベ
ン
ト
を
み
ん

な
が
待
っ
て
る
ん
ち
ゃ
う
か
な
と
思
い
ま
し
た
。
子
供
さ
ん
た

ち
に
、「
お
じ
ち
ゃ
ん
、
今
度
い
つ
す
ん
の
？
」
と
、
正
直
な
言

葉
を
聞
い
た
こ
と
に
対
し
て
、「
来
年
す
る
よ
！
」
と
言
い
ま
し

た
。
そ
う
い
う
勇
気
も
、
湧
い
て
き
ま
し
た
。

　

今
の
言
葉
通
り
、
来
年
は
今
年
以
上
に
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
し
た
相

談
会
と
体
験
イ
ベ
ン
ト
、
二
つ
の
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
て
、
京
都

の
伝
統
行
事
で
あ
る
私
の
大
好
き
な
地
蔵
盆
を
、
ち
ょ
っ
と
大
げ

さ
で
す
が
、
後
世
に
繋
い
で
い
く
お
手
伝
い
を
し
て
い
き
た
い
な

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
来
年
も
や
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
協
力
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

図２
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サ
ー
ク
ル
も
あ
り
ま
す
。
お
子
さ
ん
が
喜
ん
で
く
だ
さ
る
こ
と
を

目
指
し
た
活
動
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
チ
ー
ム
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て

彼
ら
は
、
何
よ
り
若
く
て
力
持
ち
で
す
の
で
、
鴛
淵
さ
ん
が
お
っ

し
ゃ
っ
て
る
よ
う
な
女
性
の
町
内
会
長
さ
ん
を
お
手
伝
い
す
る
と

い
う
の
に
は
適
切
だ
な
と
勝
手
に
思
っ
た
り
す
る
ん
で
す
が
。
佐

藤
さ
ん
の
今
の
学
生
や
前
任
校
（
京
都
精
華
大
学
デ
ザ
イ
ン
学
部
）

で
の
学
生
に
は
、
絵
を
描
く
こ
と
で
貢
献
し
た
い
と
い
う
よ
う
な

人
は
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
見
せ
る
」
祇
園
祭
／
ク
ロ
ー
ズ
ド
な
地
蔵
盆

佐
藤　
今
の
大
学
で
は
絵
を
描
い
て
い
る
学
生
は
い
な
い
ん
で
す

が
、
な
か
な
か
や
っ
ぱ
り
、
地
蔵
盆
自
体
が
認
識
さ
れ
て
い
な

い
。
も
ち
ろ
ん
、
地
蔵
盆
と
い
う
も
の
が
閉
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ

り
、
先
ほ
ど
谷
本
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
一
つ
の
地
蔵

盆
に
参
加
し
た
ら
二
つ
は
掛
け
持
ち
で
き
な
い
。
非
常
に
ク
ロ
ー

ズ
ド
な
も
の
で
は
あ
る
と
い
う
点
は
あ
り
ま
す
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
も
の
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
が
あ
る
意
味
で
開
き
に
く
い
理
由
で

は
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
で
す
。
祇
園
祭
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
山
鉾

に
大
学
生
が
参
加
す
る
と
い
う
の
が
京
都
精
華
大
学
で
も
同
志
社

大
学
で
も
あ
る
と
聞
い
て
い
ま
す
が
、
あ
れ
は
「
都
市
の
祭
り
」

な
ん
で
す
。
こ
れ
は
別
の
研
究
会
で
聞
い
た
話
で
す
が
、
柳
田
國

男
は
、
都
市
型
の
祭
り
と
村
の
祭
り
を
比
べ
た
と
き
に
都
市
型

の
祭
り
に
は
「
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
が
登
場
す
る
」
と
い
う
こ
と
を

言
っ
て
い
た
ん
で
す
。
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
に
な
る
と
い
う
か
。
祇
園

祭
も
鉾
町
ご
と
で
や
っ
て
い
る
け
ど
、
あ
る
程
度
オ
ー
プ
ン
な
部

分
が
あ
る
。

竹
内　
そ
う
で
す
ね
、
祇
園
祭
は
「
見
せ
る
も
の
」
で
す
よ
ね
。

佐
藤　
地
蔵
盆
は
そ
れ
こ
そ
町
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
強
さ
で

も
あ
り
、
も
し
か
し
た
ら
弱
さ
で
も
あ
る
の
か
な
と
。

竹
内　
実
は
私
た
ち
も
こ
の
夏
、
数
少
な
い
け
れ
ど
も
地
蔵
盆
を

開
催
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
取
材
の
申
し
込
み
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た

ん
で
す
ね
。
学
生
と
一
緒
に
行
く
こ
と
に
な
り
、
映
画
研
究
会
の

学
生
も
来
て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
が
。
最
終
的
に

は
、「
や
は
り
ち
ょ
っ
と
他
の
人
に
見
て
も
ら
う
も
の
で
は
な
い

か
ら
」
と
か
、「
閉
じ
ら
れ
た
も
の
な
の
で
」「
大
々
的
に
今
は
開

催
し
て
ま
せ
ん
か
ら
」
と
い
う
よ
う
な
声
も
あ
っ
て
、
う
ま
く
い

か
な
か
っ
た
ん
で
す
。
こ
れ
が
コ
ロ
ナ
禍
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
う

側
面
も
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
。
人
が
来
て
く
れ
る
こ
と
に
よ
る
危

立
ち
上
げ
た
イ
ベ
ン
ト
に
も
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
は
い
る
ん

で
す
け
ど
、
ど
う
し
て
も
人
手
不
足
の
と
こ
ろ
に
同
志
社
大
学
の

学
生
と
知
り
合
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
ゼ
ス
ト
御
池
で
の
、
ハ

ロ
ウ
ィ
ン
イ
ベ
ン
ト
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
し
た
。

竹
内　
大
学
生
の
参
加
と
い
う
と
こ
ろ
で
少
し
口
火
が
切
ら
れ
ま

し
た
が
、
谷
本
さ
ん
の
大
学
の
学
生
は
ど
ん
な
感
じ
で
し
ょ
う
。

谷
本　
地
蔵
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
は
当
初
は
学
生
も
関
わ
っ
て
い
ま

し
た
。
一
緒
に
合
宿
を
し
て
、
そ
し
て
地
蔵
盆
に
向
け
て
手
作
り

ラ
ン
タ
ン
を
作
っ
て
、
地
蔵
盆
の
日
に
灯
す
、
と
い
う
よ
う
な
活

動
も
し
て
い
ま
し
た
。
当
初
の
学
生
は
ど
ん
ど
ん
卒
業
し
て
し
ま

う
の
で
、
新
た
に
何
年
か
は
新
し
い
学
生
を
入
れ
て
い
た
ん
で
す

け
ど
、
だ
ん
だ
ん
と
自
分
た
ち
で
や
る
よ
う
に
な
っ
ち
ゃ
っ
て
い

ま
し
た
ね
。

竹
内　
な
る
ほ
ど
。
福
持
さ
ん
に
も
お
尋
ね
し
ま
す
。
福
持
さ
ん

は
、『
京
都
の
祭
り
・
行
事
―
地
蔵
盆
と
コ
ロ
ナ
禍
の
地
域
行
事

―
』（
京
都
ふ
る
さ
と
伝
統
行
事
普
及
啓
発
実
行
委
員
会
、
二
〇
二
二
）

と
い
う
立
派
な
冊
子
を
作
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
を
作
ら
れ
る

際
、
何
か
大
学
生
が
関
わ
る
よ
う
な
機
会
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し

た
で
し
ょ
う
か
？

福
持　
こ
の
冊
子
を
作
る
際
に
は
そ
う
い
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た

の
で
す
が
、
冊
子
の
中
心
は
、
神か

み

谷や

潔き
よ
しさ

ん
と
い
う
写
真
家
が

二
〇
〜
三
〇
年
ず
っ
と
撮
影
し
て
き
た
地
蔵
盆
で
す
。
そ
の
な
か

に
、「
名
人
・
達
人
を
招
く
」
と
い
う
写
真
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、

そ
の
な
か
を
見
る
と
、
大
学
の
落
語
研
究
会
で
あ
る
と
か
、
ア
ク

ロ
バ
ッ
ト
や
ジ
ャ
グ
リ
ン
グ
、
高
校
の
吹
奏
楽
部
と
か
、
地
元
の

主
催
者
が
そ
う
い
っ
た
グ
ル
ー
プ
に
来
て
も
ら
っ
て
子
供
さ
ん
に

見
せ
て
楽
し
ん
で
も
ら
っ
て
い
る
、
そ
う
い
う
シ
ー
ン
が
結
構
あ

り
ま
す
。
地
蔵
盆
の
運
営
そ
の
も
の
に
関
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
で
す
が
、
学
生
が
一
端
を
お
手
伝
い
し
て
い
る
、
お
楽
し
み

の
一
部
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
事
例
は
あ
り
ま
し
た
。

竹
内　

な
る
ほ
ど
。
同
志
社
の
教
員
の
み
な
さ
ん
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。
京
都
に
は
こ
れ
だ
け
地
蔵
が
あ
り
、
ま
た
京
都
に
は

大
学
が
本
当
に
た
く
さ
ん
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
二
つ
が
何
ら
か
の

繋
が
り
を
持
つ
と
い
う
の
は
、
鴛
淵
さ
ん
が
お
話
さ
れ
た
よ
う
な

一
旦
衰
退
し
て
し
ま
っ
た
も
の
が
も
う
一
度
広
が
っ
て
い
く
た
め

の
、
一
つ
の
ヒ
ン
ト
に
な
ら
な
い
か
と
考
え
た
り
し
ま
し
た
。
福

持
さ
ん
が
先
ほ
ど
お
っ
し
ゃ
っ
た
落
語
研
究
会
も
同
志
社
大
学
に

は
あ
り
ま
す
し
、
あ
と
、
ヒ
ー
ロ
ー
シ
ョ
ー
同
好
会
の
よ
う
な
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竹
内　
そ
れ
で
は
京
都
市
行
政
の
側
か
ら
の
お
話
を
福
持
さ
ん
に

伺
い
た
い
と
思
い
ま
す
。「
京
の
地
蔵
盆
」
を
「
京
都
を
つ
な
ぐ

無
形
文
化
遺
産
」
と
い
う
制
度
に
登
録
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す

が
、
こ
れ
は
い
つ
の
お
話
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

京
都
市
「
京
都
を
つ
な
ぐ
無
形
文
化
遺
産
」
へ
の
登
録

福
持　
「
京
都
を
つ
な
ぐ
無
形
文
化
遺
産
」
と
い
う
制
度
に
つ
い

て
少
し
ご
説
明
差
し
上
げ
ま
す
。
き
っ
か
け
は
、
ユ
ネ
ス
コ
無
形

文
化
遺
産
に
「
和
食
」
が
登
録
さ
れ
た
こ
と
で
し
た
。
そ
れ
に
あ

わ
せ
て
、
京
都
で
も
そ
れ
に
呼
応
し
て
盛
り
上
げ
よ
う
と
い
う
意

味
も
あ
り
ま
し
た
。
京
都
府
の
文
化
財
保
護
課
で
は
、
和
食
の
ユ

ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
登
録
に
あ
わ
せ
て
、
無
形
文
化
財
の
保
持

者
を
一
名
認
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
対
応
さ
れ
ま
し
た
。
で
は
、

京
都
市
で
は
ど
う
す
る
か
。
保
持
者
認
定
と
は
ま
た
違
う
や
り
方

で
い
こ
う
と
な
り
ま
し
た
。
ご
家
庭
で
食
べ
ら
れ
て
い
る
日
常
的

な
お
料
理
も
含
め
て
「
京
」
の
料
理
と
い
う
形
で
考
え
よ
う
と
い

う
こ
と
で
、「
京
の
食
文
化
」
と
い
う
名
前
で
守
ろ
う
と
な
り
ま

し
た
。
文
化
財
と
し
て
指
定
し
ま
す
と
、
壊
れ
た
ら
修
理
を
す
る

と
か
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
の
た
め
に
補
助
金
を
出
し
ま
す
。
補
助

金
を
受
け
る
対
象
が
誰
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
文
化
財
指
定
・

登
録
の
と
き
に
は
決
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
が
、「
京
の
食
文

化
」
に
つ
い
て
は
市
民
全
員
が
保
持
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら

補
助
金
は
出
さ
な
い
と
い
う
ル
ー
ル
に
な
り
ま
し
た
。
そ
う
す
る

と
、
従
来
の
文
化
財
保
護
法
や
京
都
市
文
化
財
保
護
条
例
に
基
づ

く
指
定
や
登
録
の
仕
組
み
と
は
違
う
仕
組
み
を
つ
く
ら
な
い
と
い

け
な
い
の
で
、
新
た
に
「
京
都
を
つ
な
ぐ
無
形
文
化
遺
産
」
と
い

う
制
度
を
平
成
二
五
年
に
つ
く
り
ま
し
た
。
何
を
す
る
か
と
い
う

と
、「
こ
う
い
う
も
の
が
京
の
食
文
化
で
す
よ
」
と
い
う
典
型
例

を
調
査
し
、
京
都
市
と
有
識
者
が
示
し
ま
す
。
そ
し
て
「
こ
れ

は
大
事
だ
か
ら
守
り
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
こ
と
で
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

を
作
っ
て
宣
伝
し
た
り
、
京
都
市
主
催
の
体
験
事
業
を
開
催
し
な

が
ら
皆
さ
ん
と
意
識
を
高
め
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま

す
。「
京
の
食
文
化
」
の
選
定
が
平
成
二
五
年
一
〇
月
で
し
た
。

そ
の
次
に
「
京
・
花
街
の
文
化　

い
ま
も
息
づ
く
伝
統
技
芸
と
お

も
て
な
し
」
が
、
平
成
二
六
年
三
月
に
選
定
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し

て
平
成
二
六
年
一
一
月
に
選
定
さ
れ
た
の
が
「
京
の
地
蔵
盆　

地

域
と
世
代
を
つ
な
ぐ
ま
ち
の
伝
統
行
事
」
で
す
。
他
に
も
、「
京

の
き
も
の
文
化
」
な
ど
い
ろ
い
ろ
選
定
さ
れ
ま
し
た
。
京
の
地
蔵

険
が
あ
っ
た
の
で
。
た
だ
、
守
弘
さ
ん
の
お
話
を
聞
い
て
い
て

思
っ
た
の
は
、
来
年
は
も
っ
と
オ
ー
プ
ン
に
地
蔵
盆
が
リ
ス
タ
ー

ト
し
た
と
し
て
、
け
れ
ど
も
そ
こ
に
学
生
な
り
、
私
達
み
た
い
な

研
究
者
が
入
っ
て
い
く
の
に
は
、
何
か
ち
ょ
っ
と
ハ
ー
ド
ル
が
あ

る
よ
う
な
…
…
。

佐
藤　
先
ほ
ど
質
問
さ
れ
た
師
先
生
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
で
す
。

数
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
地
蔵
盆
の
お
手
伝
い
を
し
て
い
る
大
学
の

サ
ー
ク
ル
は
あ
る
と
思
い
ま
す
（
花
園
大
学
の
児
童
研
究
会
は
、
い

つ
も
人
形
劇
と
か
を
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
）。

佐
藤　
な
の
で
、
大
学
生
が
参
加
す
る
可
能
性
と
い
う
の
は
あ
る

よ
う
で
す
。
閉
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
も
、
私
の
思
い
込
み
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
ち
ょ
っ
と
、
地
蔵
盆
を
や
っ
て
い
る
と
き

に
入
り
に
く
い
の
は
確
か
で
あ
っ
て
。

熊
本　
マ
ン
シ
ョ
ン
住
ま
い
の
方
が
非
常
に
増
え
て
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、
地
蔵
盆
を
知
ら
な
い
、
町
内
会
も
な
い
、
子
供
会
も

な
い
、
と
い
う
方
々
が
い
ま
す
。
夏
祭
り
の
相
談
会
で
聞
い
た

の
は
、「
も
し
体
験
会
と
か
が
あ
っ
た
ら
行
っ
て
み
た
い
わ
」
と

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
ご
家
族
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
り
。
ま
た

「
マ
ン
シ
ョ
ン
に
住
ん
で
い
る
の
で
町
内
会
の
行
事
に
は
不
参
加

だ
が
、
町
内
の
催
し
を
も
う
ち
ょ
っ
と
オ
ー
プ
ン
に
し
て
く
れ

へ
ん
か
」
と
い
っ
た
お
話
も
。
や
っ
ぱ
り
ち
ょ
っ
と
入
り
づ
ら
い

ん
で
し
ょ
う
ね
。
逆
に
、
町
内
会
長
を
し
て
い
た
方
か
ら
「
子
供

が
い
な
い
、
も
う
ほ
と
ん
ど
お
年
寄
り
の
集
ま
り
み
た
い
に
な
っ

て
き
た
」「
隣
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
は
た
く
さ
ん
子
供
い
る
ん
だ
け

ど
、
ど
う
し
た
ら
い
い
だ
ろ
う
」
と
い
っ
た
話
も
聞
か
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
そ
の
な
か
で
、
私
が
考
え
つ
い
た
の
は
、
や
っ
ぱ

り
マ
ン
パ
ワ
ー
で
す
。
先
ほ
ど
谷
本
さ
ん
の
お
話
に
あ
り
ま
し
た

よ
う
に
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
っ
た
り
。「
こ
の
町
内
で
は
こ
う
い

う
飾
り
つ
け
を
し
て
る
」
と
い
う
の
を
、
昔
の
人
は
バ
イ
ン
ダ
ー

に
写
真
を
貼
っ
て
残
し
て
い
ま
し
た
。「
こ
の
祠
は
こ
う
い
う
ふ

う
に
飾
る
ん
や
」「
こ
う
い
う
ふ
う
に
綿
帽
子
は
か
け
る
ん
や
」

と
か
、
写
真
を
貼
っ
て
バ
イ
ン
ダ
ー
を
作
っ
て
い
っ
て
た
ん
で
す

が
、
今
の
学
生
で
あ
れ
ば
デ
ジ
タ
ル
媒
体
に
落
と
せ
ま
す
。
地
蔵

盆
を
守
る
た
め
に
は
も
う
、
そ
う
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
仕
組
み
を

お
手
伝
い
い
た
だ
け
る
よ
う
な
、
学
生
の
マ
ン
パ
ワ
ー
し
か
な
い

ん
ち
ゃ
う
か
な
と
思
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
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い
の
で
す
が
、「
こ
れ
は
仏
教
の
行
事
だ
か
ら
、
仏
教
以
外
の
人

は
誘
い
に
く
い
な
」
と
思
っ
て
遠
慮
す
る
必
要
は
何
も
な
い
と
思

い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、「
こ
れ
は
私
の
信
仰
の
気
持
ち
か
ら
地
蔵

盆
を
や
っ
て
い
る
ん
だ
」
と
い
う
人
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま

す
が
、
行
政
上
は
、「
民
俗
文
化
財
で
あ
る
」
と
い
う
整
理
で
す
。

行
政
か
ら
の
補
助
金
支
援
よ
り
も
大
切
な
こ
と

福
持　
ま
た
、
少
子
高
齢
化
や
人
口
減
少
で
継
承
が
難
し
い
と
い

う
の
は
よ
く
聞
く
話
で
す
が
、
こ
れ
は
、
全
て
の
こ
と
で
同
じ
状

況
で
す
。
地
蔵
盆
以
外
の
行
事
で
も
そ
う
で
す
し
、
伝
統
工
芸
や

伝
統
技
術
、
商
店
街
の
維
持
継
承
や
世
代
交
代
な
ど
も
、「
継
ぐ

人
が
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
共
通
の
課
題
だ
と
思
い
ま
す
。
こ

れ
を
、「
少
子
高
齢
化
だ
か
ら
」「
人
口
減
少
だ
か
ら
」
と
い
う
説

明
を
し
て
し
ま
う
と
、
も
う
解
決
策
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
必
要
だ

と
思
う
こ
と
は
、
み
な
さ
ん
が
ん
ば
っ
て
続
け
て
お
ら
れ
ま
す
。

そ
の
あ
た
り
を
、
心
の
問
題
と
し
て
捉
え
直
す
必
要
が
あ
る
の
か

な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
「
地
蔵
盆
に
つ
い
て
市
に
援
助
を
し
て
ほ
し
い
」「
行
政
で
何
と

か
し
て
く
れ
な
い
か
」
と
い
う
話
を
よ
く
聞
き
ま
す
。
し
か
し
、

例
え
ば
市
内
五
〇
〇
〇
件
あ
る
地
蔵
盆
に
平
等
に
支
援
す
る
と
し

ま
す
。
冷
静
に
考
え
て
み
て
い
た
だ
く
と
、
毎
年
経
費
や
修
理

代
と
し
て
一
万
円
ず
つ
支
給
す
る
と
、
そ
れ
で
五
〇
〇
〇
万
円

の
予
算
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
五
〇
〇
〇
万
円
の
予
算
を

確
保
す
る
の
も
大
変
な
の
で
す
が
、
そ
の
五
〇
〇
〇
件
の
申
請

手
続
き
と
精
査
を
行
政
が
対
応
す
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
そ
れ

を
、
お
そ
ら
く
一
か
月
や
二
か
月
の
間
に
や
ら
な
い
と
い
け
な
い

と
考
え
る
と
、
一
件
あ
た
り
に
か
け
ら
れ
る
時
間
が
何
分
な
の
か

何
秒
な
の
か
…
…
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
き
ま
す
。
実

際
、
五
〇
〇
〇
件
の
申
請
が
出
て
き
て
も
、
そ
れ
が
実
体
を
伴
う

か
ど
う
か
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
、
五
〇
〇
〇
人
の

住
民
票
を
扱
う
ぐ
ら
い
の
規
模
の
管
理
能
力

―
つ
ま
り
人
口

五
〇
〇
〇
人
の
村
や
町
役
場
の
住
民
課
と
同
じ
ぐ
ら
い
の

―

が
な
い
と
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
数
が
多
い
の
で
、
行
政
と
し
て
は
平
等
な
支
援
が
む
ず
か

し
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
や
っ
ぱ
り
ひ
と

り
ひ
と
り
が
「
俺
が
守
る
ん
だ
」「
俺
が
続
け
て
い
く
ん
だ
」
と

か
、「
一
緒
に
頑
張
ろ
う
ね
」
と
、
人
と
人
の
繋
が
り
の
な
か
で

楽
し
み
、
負
担
の
な
い
よ
う
な
形
で
続
け
て
い
く
こ
と
が
大
事
で

盆
は
、
三
番
目
の
選
定
に
な
り
ま
し
て
、
京
都
市
と
し
て
も
非
常

に
重
要
な
行
事
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

竹
内　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
前
段
の
話
か
ら
繋
ぎ
ま
す

と
、
私
は
大
阪
人
な
の
で
地
蔵
盆
を
ま
あ
ま
あ
知
っ
て
い
ま
し
た

け
れ
ど
、
地
蔵
盆
を
知
ら
な
い
人
が
多
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
地

元
に
根
ざ
し
た
方
に
と
っ
て
は
よ
り
驚
か
れ
る
部
分
な
の
か
な
と

思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
今
こ
こ
に
お
ら
れ
る
よ
う
な
鴛
淵
さ
ん
、

熊
本
さ
ん
の
よ
う
な
、
当
た
り
前
に
楽
し
ん
で
き
た
方
は
驚
か
れ

る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
ん
で
す
が
、
今
の
学
生
に
と
っ
て
は
「
地

蔵
さ
ん
、
そ
の
辺
に
あ
る
け
ど
、
あ
れ
は
何
？
」
と
い
う
感
じ
で

す
よ
ね
。
そ
こ
で
、
京
都
市
が
行
政
の
制
度
で
無
形
文
化
遺
産
と

し
て
選
定
し
て
い
る
。
こ
れ
を
広
報
活
動
と
し
て
、
何
か
生
か
せ

な
い
の
か
な
と
も
思
い
ま
す
。

京
都
市
で
は
民
俗
行
事
と
し
て
認
定

福
持　

私
が
京
都
の
地
蔵
盆
を
見
て
近
年
特
に
思
っ
て
い
る
の

は
、
い
ろ
い
ろ
と
厳
し
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
地
蔵
の
祠
の
多
く
が
、
個
人
の
所
有
地
に
あ
る
こ
と
。
家
の

一
角
を
貸
し
て
あ
げ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
状
態
で
す
。
こ
れ
が

今
ま
で
守
ら
れ
て
き
た
理
由
の
一
つ
で
も
あ
る
の
で
す
が
、
一
方

で
、
家
を
売
る
、
更
地
に
し
た
い
と
い
う
話
が
出
て
き
た
ら
、
非

常
に
難
し
い
話
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
今
ま
で
当
た
り
前
に

そ
こ
に
あ
っ
て
、「
地
域
の
お
地
蔵
さ
ん
」
だ
と
い
う
こ
と
は
み

な
さ
ん
思
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
日
常
の
お
掃
除
と
か
は
本
当
に
限

ら
れ
た
有
志
で
行
っ
て
い
る
し
、
土
地
自
体
も
誰
か
が
敷
地
の
一

部
を
提
供
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
状
況
に
対
す
る
感
謝
と
か
、

そ
の
辺
の
共
有
や
、
共
通
認
識
が
、
少
し
忘
れ
ら
れ
て
き
て
い
る

の
か
な
、
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
お
地
蔵
さ
ん
と
か
お
盆
と
い
う
表
現
が
、
仏
教

的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
言
わ
れ
ま
す
。「
宗
教
だ
か
ら
駄
目
駄

目
」
と
い
う
こ
と
で
、「
夏
祭
り
」
に
し
よ
う
と
か
、
そ
う
い
う

と
こ
ろ
も
あ
る
よ
う
で
す
。
た
だ
、
先
ほ
ど
も
申
し
上
げ
た
こ
と

に
か
か
り
ま
す
が
、
京
都
市
が
文
化
財
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
、

あ
る
い
は
「
京
都
を
つ
な
ぐ
無
形
文
化
遺
産
」
と
し
て
選
定
を
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、「
宗
教
行
事
で
は
な
く
民
俗
行
事
で
あ

る
」
と
い
う
認
定
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
政
教
分
離
の
観
点

は
、
ク
リ
ア
に
な
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、「
い
や
私
は
（
宗

教
的
に
）
駄
目
な
ん
だ
」
と
い
う
人
を
無
理
や
り
誘
う
必
要
は
な
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タ
ル
ス
タ
ン
プ
だ
っ
た
り
デ
ジ
タ
ル
〇
〇
と
い
う
感
じ
で
、
ア
プ

リ
上
で
で
き
ま
す
。
な
の
で
、
も
し
よ
ろ
し
け
れ
ば
ア
プ
リ
開
発

で
お
手
伝
い
で
き
れ
ば
い
い
で
す
ね
。
い
わ
ゆ
る
「
お
地
蔵
さ
ん

ラ
リ
ー
」
と
し
て
、
お
地
蔵
さ
ん
ス
タ
ン
プ
を
集
め
て
い
く
、
と

い
う
よ
う
な
。
よ
く
鉄
道
会
社
で
も
そ
う
い
う
ア
プ
リ
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
を
旅
の
お
供
に
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
意
外
と
あ
あ
い
っ

た
も
の
は
高
齢
者
の
方
も
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う

意
味
で
は
、
若
い
学
生
さ
ん
に
も
知
っ
て
も
ら
え
る
し
、
な
ん
か

ゲ
ー
ム
感
覚
で
楽
し
め
る
。
そ
れ
で
い
て
、
お
地
蔵
さ
ん
と
い
う

本
来
の
京
都
の
伝
統
的
な
こ
と
を
知
れ
る
。
ま
た
、
今
は
Ｓ
Ｄ
Ｇ

ｓ
と
い
う
世
の
中
で
す
し
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
に
興
味
関
心
の
あ

る
学
生
・
Ｚ
世
代
は
、
我
々
が
思
っ
て
い
る
以
上
に
多
い
で
す
。

そ
こ
を
う
ま
く
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
て
、
コ
ラ
ボ
す
る
よ
う
な
こ
と

が
で
き
れ
ば
お
手
伝
い
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。
も
し
よ
ろ
し
け

れ
ば
ご
検
討
い
た
だ
け
れ
ば
。

竹
内　

ア
プ
リ
の
開
発
で
す
ね
。
鴛
淵
さ
ん
の
お
話
の
な
か
に

も
、
こ
う
い
う
時
代
な
の
で
み
ん
な
が
自
由
に
考
え
る
こ
と
だ
、

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
し
た
が
、
ま
さ
に
そ
の
片
鱗
を
教
え
て
い

た
だ
い
た
よ
う
で
す
。

天
野
和
夫
（
天
野
画
廊
）

何
で
も
か
ん
で
も
官
に
頼
る
の
は
お
か
し
い
と
思
い
ま
す
。
民
間
で

自
然
発
生
的
に
成
立
し
た
行
事
だ
と
思
い
ま
す
。
民
間
の
活
力
こ
そ

が
問
題
で
す
。

子
供
対
象
の
盆
行
事
だ
と
い
う
側
面
に
対
す
る
考
察
が
も
っ
と
欲
し

い
で
す
。

佐
野
明
子　
私
は
ち
ょ
っ
と
大
学
か
ら
離
れ
て
お
話
し
ま
す
。
木

津
川
市
に
あ
る
子
供
対
象
の
サ
ッ
カ
ー
ス
ク
ー
ル
で
は
、
夏
祭
り

な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
サ
ッ
カ
ー
ス

ク
ー
ル
に
入
っ
て
い
る
子
供
だ
け
で
な
く
、
誰
で
も
参
加
で
き
ま

す
。「
友
達
誘
っ
て
き
て
ね
」
と
い
う
感
じ
で
。
新
規
顧
客
獲
得

の
た
め
に
も
、
す
ご
く
い
い
こ
と
な
ん
で
す
。
そ
の
サ
ッ
カ
ー
ス

ク
ー
ル
で
の
イ
ベ
ン
ト
は
色
々
あ
っ
て
、
夏
祭
り
も
や
る
し
、
ハ

ロ
ウ
ィ
ン
パ
ー
テ
ィ
ー
も
や
り
ま
す
。
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
持
っ
て
い

る
サ
ッ
カ
ー
チ
ー
ム
な
の
で
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
上
で
、
い
ろ
ん
な

こ
と
が
で
き
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
地
蔵
盆
と
、
お
互
い
に
利
益

が
合
う
の
で
は
な
い
か
な
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
す
。
民
間
と
の

す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
ま
ず
は
京
都
市
職
員
も
、
地
域
活
動
と

し
て
自
分
た
ち
で
そ
う
い
う
行
事
を
守
っ
て
い
こ
う
と
実
際
に
手

足
を
動
か
す
こ
と
が
有
効
だ
と
思
う
の
で
す
。
自
分
に
と
っ
て
身

近
な
伝
統
行
事
を
ま
ず
守
る
と
い
う
こ
と
を
、
ひ
と
り
ひ
と
り
が

や
っ
て
い
け
ば
、
地
蔵
盆
も
そ
う
で
す
し
、
地
蔵
盆
以
外
の
行
事

も
守
っ
て
い
け
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

竹
内　
知
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
の
問
題
を
、
援
助
は
で
き

な
い
け
れ
ど
も
市
の
制
度
が
ま
ず
認
定
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。

民
俗
行
事
と
し
て
政
教
分
離
の
問
題
を
ク
リ
ア
に
し
て
く
だ
さ
っ

て
い
る
。
こ
こ
が
ま
ず
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
な
の
で
す
が
、
大
き

な
事
だ
と
思
い
ま
す
。
同
志
社
大
学
は
キ
リ
ス
ト
教
の
大
学
な
の

で
す
が
、
別
に
何
ら
問
題
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
し
、
視
聴
者

の
方
か
ら
コ
メ
ン
ト
が
あ
っ
た
よ
う
な
仏
教
系
大
学
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
宗
教
を
超
え
て
、
京
都
と
い
う
地
域
の
民
俗
信
仰
、
民

俗
行
事
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
を
、
も
っ
と
広
報
で
き
な
い

の
か
な
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
投
げ
か
け
さ
せ
て
い
た
だ
き
つ

つ
、
研
究
セ
ン
タ
ー
の
メ
ン
バ
ー
の
み
な
さ
ん
に
も
ご
発
言
い
た

だ
き
た
い
な
と
思
い
ま
す
。

町
内
会
で
は
な
い
団
体
に
よ
る
地
蔵
盆
の
可
能
性

多
田
実　
熊
本
さ
ん
の
お
話
の
な
か
で
、
学
生
に
参
加
し
て
ほ

し
い
、
マ
ン
パ
ワ
ー
が
欲
し
い
と
い
う
お
話
が
あ
っ
た
の
で
、
自

分
の
周
り
で
何
が
で
き
る
か
な
と
考
え
ま
し
た
。
も
う
顧
問
で
は

な
く
な
っ
た
の
で
す
が
、
以
前
、
人
力
車
サ
ー
ク
ル
の
顧
問
を

や
っ
て
い
た
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。
同
志
社
大
学
に
は
ヒ
ー
ロ
ー

シ
ョ
ー
同
好
会
も
あ
り
ま
す
が
、
人
力
車
サ
ー
ク
ル
「
人
力
俥

友
之
会
」
も
あ
る
ん
で
す
。
結
構
こ
れ
が
い
い
感
じ
で
、
大
学
の

指
示
に
よ
っ
て
出
張
サ
ー
ビ
ス
も
し
て
く
れ
る
ん
で
す
。
お
地
蔵

さ
ん
と
合
わ
な
い
か
な
と
は
思
い
ま
す
が
、
話
題
に
は
な
る
の
か

な
と
い
う
の
が
ひ
と
つ
。
あ
と
、
も
う
少
し
現
実
的
な
も
の
と
し

ま
し
て
、「
同
志
社
ロ
ー
ム
記
念
館
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
い
う
も

の
が
あ
り
ま
す
。
今
出
川
キ
ャ
ン
パ
ス
の
教
員
も
入
っ
て
く
れ
と

言
わ
れ
て
、
私
が
教
員
へ
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
よ
う
な
こ
と
を

や
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
ア
プ
リ
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。
要

はiPhone

やA
ndroid

で
動
く
ア
プ
リ
を
つ
く
り
、
そ
れ
で
社

会
貢
献
す
る
と
い
う
活
動
で
す
。
今
日
、
谷
本
さ
ん
の
お
話
に

あ
っ
た
、
カ
ー
ド
を
集
め
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
、
今
は
デ
ジ
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階
か
ら
。
そ
れ
が
各
地
に
広
が
っ
て
、
町
内
の
盆
踊
り
と
か
、
あ

る
い
は
夏
祭
り
に
行
き
ゃ
、
そ
れ
で
い
い
。
と
り
あ
え
ず
、
私
は

そ
う
い
う
ふ
う
に
、
ま
さ
に
生
存
確
認
の
場
で
あ
る
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。
災
害
が
起
こ
っ
た
と
き
に
、「
あ
の
人
、
あ
の
お
ば
あ

さ
ん
は
あ
そ
こ
に
い
た
よ
」
と
か
。

竹
内　
持
続
可
能
な
、
地
域
の
た
め
の
場
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

鴛
淵　

そ
の
方
は
、
本
当
に
年
に
一
回
出
て
こ
ら
れ
る
ん
で
す

よ
。
よ
っ
ぽ
ど
面
白
い
の
か
何
か
知
ら
な
い
け
ど
。
面
白
い
か
ど

う
か
は
、
そ
の
時
そ
の
時
の
、
役
員
さ
ん
の
工
夫
で
す
か
ら
。
そ

う
い
う
ふ
う
に
我
々
は
や
れ
た
ら
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

竹
内　
谷
本
さ
ん
の
お
話
で
は
健
康
を
願
う
言
葉
が
書
か
れ
た
地

蔵
祠
の
隣
に
Ａ
Ｅ
Ｄ
が
置
い
て
あ
っ
た
り
し
ま
し
た
け
ど
、
ま
さ

に
「
健
康
を
守
る
」
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
る
わ
け
で
す
ね
。

鴛
淵　
消
防
職
員
が
来
て
、
消
化
器
の
使
い
方
と
か
を
年
に
一
回

教
え
て
も
ら
う
防
災
教
室
が
あ
り
ま
す
が
、
幸
い
に
も
、
京
都
市

内
は
あ
ま
り
災
害
が
な
い
ん
で
す
。
こ
れ
が
、
逆
に
怖
い
ん
で
す

よ
。
何
か
あ
っ
た
と
き
に
大
変
だ
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い

う
こ
と
の
一
環
で
、
で
き
る
だ
け
町
内
の
顔
を
覚
え
る
。
そ
の
材

料
に
、
地
蔵
盆
は
一
つ
の
役
割
を
果
た
せ
る
と
私
は
思
っ
て
お
り

ま
す
。

行
事
や
文
化
財
で
地
域
の
活
力
を

福
持　
今
の
お
話
に
関
連
し
て
、
京
都
市
で
も
京
都
大
学
の
前
田

昌
弘
先
生
の
研
究
に
協
力
し
て
い
る
活
動
も
ご
ざ
い
ま
す
。
前
田

先
生
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
「
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
」、
地
域
の
強
さ

を
研
究
さ
れ
て
い
る
方
な
の
で
す
が
、
近
年
の
研
究
成
果
で
、
地

域
の
あ
る
一
定
の
行
事
の
な
か
で
最
も
参
加
者
が
多
い
行
事
が
地

蔵
盆
な
の
だ
と
示
さ
れ
ま
し
た
。
町
内
会
が
主
催
で
も
、
町
内
会

に
入
っ
て
な
い
人
も
こ
の
日
は
来
て
い
い
よ
と
い
う
地
域
が
ち
ら

ほ
ら
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
普
段
そ
こ
に
は
住
ん
で
い
な
い
息

子
さ
ん
の
ご
夫
婦
、
外
孫
、
そ
う
い
っ
た
よ
う
な
人
た
ち
も
呼
ん

で
、
ぐ
っ
と
人
が
集
ま
る
と
の
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
魅
力
が
地

域
の
強
靭
性
に
繋
が
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

私
ど
も
は
文
化
財
保
護
法
の
も
と
で
文
化
財
を
守
る
と
い
う
こ

と
を
行
政
の
仕
事
と
し
て
や
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
文
化
財
が

残
っ
て
い
て
も
、
住
民
が
ゼ
ロ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
駄
目
な
わ

け
で
す
。
行
事
や
文
化
財
が
あ
る
こ
と
で
、
地
域
に
活
力
が
あ

る
。
そ
う
い
う
状
態
が
円
満
な
形
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
っ
て
い
ま

コ
ラ
ボ
も
も
し
よ
ろ
し
け
れ
ば
お
考
え
い
た
だ
け
れ
ば
。
き
っ
と

う
ま
く
い
く
か
も
し
れ
な
い
な
と
思
い
ま
し
た
。

竹
内　
木
津
川
市
は
、
京
都
市
の
ど
真
ん
中
よ
り
も
、
ど
ん
ど
ん

若
い
世
代
が
増
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

佐
野　
そ
う
な
ん
で
す
。
二
〇
二
一
年
の
総
務
省
調
査
で
は
、
全

国
で
九
番
目
に
人
口
増
加
が
多
い
市
区
で
す
。

地
蔵
盆
の
ド
ー
ナ
ツ
化
現
象

佐
藤　
一
つ
の
問
題
は
確
か
に
、
少
子
化
と
ド
ー
ナ
ツ
化
現
象
。

京
都
市
の
物
価
が
高
く
な
っ
て
周
り
に
人
が
逃
げ
て
い
る
と
い
う

の
は
よ
く
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
京
都
市
周
辺
の
自
治
体
に
は
、
今

す
ご
く
人
口
が
伸
び
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
み
た
い
で
す
。
地
蔵

盆
と
い
う
も
の
が
、
京
都
市
の
中
心
部
か
ら
な
く
な
っ
て
、
そ
れ

が
周
辺
に
伸
び
て
い
く
と
い
う
未
来
も
考
え
ら
れ
る
の
か
な
と
い

う
気
は
し
ま
す
。
悲
観
的
な
こ
と
を
言
っ
た
ら
、
京
都
市
に
は
痕

跡
と
し
て
の
地
蔵
の
祠
だ
け
が
残
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

か
な
り
前
に
聞
い
た
の
で
す
が
、
確
か
太
秦
と
か
で
は
、
す
ご

く
巨
大
な
地
蔵
盆
が
行
わ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
ア
パ
ー
ト
や
団

地
が
三
つ
か
四
つ
、
町
が
合
同
で
グ
ラ
ウ
ン
ド
か
何
か
で
地
蔵
盆

が
行
わ
れ
て
い
る
と
。
そ
う
い
う
意
味
で
、「
地
蔵
盆
の
ド
ー
ナ

ツ
化
」
な
ん
て
い
う
の
は
、
起
こ
っ
て
い
く
こ
と
も
考
え
ら
れ
る

し
、
そ
れ
は
そ
れ
で
一
つ
の
時
代
の
変
遷
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
か
な
と
い
う
気
も
し
ま
す
。

生
存
確
認
と
し
て
の
役
割
を
町
内
会
が
担
っ
て
い
る

鴛
淵　
広
が
る
と
い
う
こ
と
と
逆
行
す
る
ん
で
す
け
ど
、
私
ど
も

は
町
内
会
の
会
長
を
兼
ね
て
い
た
わ
け
で
す
。
地
蔵
盆
以
外
に
、

地
域
の
運
動
会
も
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
こ
う
い
っ
た
行
事
は
、
生

存
確
認
な
ん
で
す
。
一
〇
〇
歳
の
方
ま
で
、
杖
つ
い
て
来
て
お
ら

れ
た
ん
で
す
よ
ね
。
そ
し
て
、
そ
の
方
が
、
暑
い
の
に
帰
ら
な

い
。
子
供
た
ち
は
み
ん
な
帰
っ
ち
ゃ
う
ん
で
す
け
ど
ね
。
そ
の
方

に
は
、
よ
っ
ぽ
ど
面
白
か
っ
た
よ
う
で
。
だ
か
ら
要
す
る
に
、
お

金
を
か
け
な
い
で
も
面
白
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、

ド
ー
ナ
ツ
化
と
は
別
で
、
町
内
会
そ
れ
ぞ
れ
の
工
夫
で
、
要
す
る

に
楽
し
く
す
り
ゃ
帰
ら
な
い
。
ク
ソ
暑
い
中
で
も
帰
ら
な
い
。
そ

れ
は
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
お
金
を
か
け
な
い
で
も
面
白
く
す

る
。
一
万
円
を
五
〇
〇
〇
件
に
配
っ
て
ど
う
の
こ
う
の
と
い
う
よ

り
も
、
ま
あ
と
に
か
く
工
夫
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
や
る
と
い
う
段
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か
ら
も
そ
の
担
い
手
で
い
い
の
か
、（
担
い
手
の
）
多
様
性
も
考
え

て
い
い
の
で
は
な
い
か
な
と
い
う
気
が
し
ま
し
た
。
と
い
う
の

は
、
町
内
会
自
体
の
問
題
が
さ
ま
ざ
ま
に
あ
り
ま
す
。
そ
こ
を
外

し
て
こ
の
議
論
は
や
っ
ぱ
り
決
着
を
見
な
い
だ
ろ
う
と
。

　

現
代
日
本
の
自
治
会
・
町
内
会
に
つ
い
て
、
こ
う
い
う
巨
大
な

調
査
・
研
究＊

２（
書
籍
の
表
紙
を
見
せ
な
が
ら
）
も
あ
る
ん
で
す
。
こ

う
い
う
研
究
を
見
る
と
、
や
っ
ぱ
り
自
治
会
や
町
内
会
へ
の
参
加

率
は
全
国
各
地
で
落
ち
て
い
ま
す
。
地
域
に
よ
っ
て
は
も
う
、
六

割
と
か
五
割
と
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
補
助
金
に
つ
い
て

も
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
例
え
ば
行
政
が
町
内
会
に
補
助
金
を
出
し
て

い
る
自
治
体
も
あ
り
ま
す
。
大
津
市
は
巨
額
な
補
助
金
が
出
て
い

ま
す
が
、
一
方
で
関
西
で
は
京
都
市
や
神
戸
市
は
補
助
金
が
出
て

い
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
行
政
と
町
内
会
の
関
係
と
い
う
の
も
そ

れ
ぞ
れ
違
う
し
、
そ
れ
か
ら
町
内
会
（
自
体
の
在
り
方
）
も
そ
れ

ぞ
れ
で
す
。
例
え
ば
鴛
淵
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
は
す
ご
く
仲
の
良
い

町
内
会
が
存
在
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
町
内
会
も
い
っ

ぱ
い
あ
る
。
そ
こ
に
は
地
蔵
盆
が
あ
り
伝
統
も
あ
る
と
い
う
の
は

確
か
な
の
で
す
が
、
担
い
手
が
町
内
会
で
あ
る
限
り
は
、
町
内
会

の
問
題
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
と
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。

　

そ
こ
が
も
う
少
し
流
動
的
に
な
れ
ば
、
佐
野
さ
ん
の
お
話
の
よ

う
に
、
例
え
ば
サ
ッ
カ
ー
チ
ー
ム
が
地
蔵
盆
の
担
い
手
で
も
い
い

ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
か
。
そ
う
な
っ
て
い
く
と
、
地
蔵
盆
自
体
も

多
様
化
す
る
。
多
様
性
に
応
じ
た
も
の
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

「
地
蔵
盆
を
や
っ
て
い
い
で
す
よ
」
と
委
任
や
委
嘱
す
る
町
内
会

が
あ
れ
ば
、
大
学
の
方
で
引
き
取
っ
た
り
、
サ
ッ
カ
ー
チ
ー
ム
が

引
き
取
っ
た
り
。

　

そ
れ
か
ら
、
い
ろ
ん
な
町
内
会
が
一
緒
に
集
ま
っ
て
管
理
す
る

こ
と
や
、（
外
部
の
組
織
・
団
体
に
）
委
任
し
て
地
蔵
盆
を
や
っ
て

も
い
い
と
な
っ
て
い
け
ば
、
い
ろ
ん
な
ア
イ
デ
ィ
ア
が
広
が
っ

て
、
初
め
て
、
地
域
の
そ
れ
ぞ
れ
の
人
の
も
の
に
な
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

町
内
会
や
自
治
会
の
敷
居
が
高
い
と
か
閉
鎖
的
だ
と
思
っ
て
い

る
方
が
、
今
は
と
て
も
多
い
と
思
う
ん
で
す
ね
。
よ
く
問
題
に
な

る
の
は
、「
お
金
が
ど
う
な
っ
て
る
の
か
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う

こ
と
。「
み
ん
な
の
町
内
会
に
な
っ
て
い
な
い
」
と
感
じ
て
い
る

人
が
、
特
に
若
い
人
に
は
多
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

当
然
な
が
ら
、
イ
ベ
ン
ト
に
は
お
金
が
ど
う
し
て
も
か
か
る
。
そ

れ
か
ら
、
地
蔵
祠
の
維
持
管
理
で
さ
え
何
ら
か
の
お
金
が
か
か
る

す
。
つ
ま
り
、
地
域
が
永
続
し
て
い
く
、
あ
る
い
は
発
展
し
て
い

く
と
い
う
こ
と
に
文
化
財
が
役
に
立
つ
べ
き
で
、
地
蔵
盆
は
そ
う

い
う
魅
力
が
あ
る
と
思
い
ま
す
し
、
地
域
の
シ
ン
ボ
ル
で
も
あ
り

ま
す
。
だ
か
ら
、
ド
ー
ナ
ツ
化
現
象
に
な
っ
て
人
が
い
な
く
な
っ

て
も
地
蔵
盆
は
続
け
る
場
合
、
こ
れ
は
こ
れ
で
素
敵
で
大
事
な
取

組
で
す
。
た
だ
、
僕
ら
が
子
供
の
頃
に
過
ご
し
て
楽
し
か
っ
た
あ

の
地
蔵
盆
は
、
京
都
の
あ
の
町
で
、
あ
そ
こ
の
路
地
で
や
っ
た

と
い
う
記
憶
が
、
強
烈
に
素
敵
な
の
で
す
。
そ
れ
は
大
人
が
こ
そ

演
出
し
て
あ
げ
る
、
動
機
づ
け
を
し
て
あ
げ
る
必
要
が
あ
る
の
で

す
。
そ
れ
に
尽
力
す
る
の
は
、
町
の
将
来
に
、
す
ご
く
関
係
し
て

く
る
と
思
う
ん
で
す
。
素
敵
な
思
い
出
を
作
る
た
め
に
。
大
学
生

が
関
わ
る
の
も
い
い
話
で
す
。「
大
学
の
と
き
に
僕
は
あ
そ
こ
に

四
年
間
、
地
蔵
盆
を
手
伝
い
に
行
っ
た
わ
」
と
か
「
あ
そ
こ
、
今

は
ど
な
い
な
っ
て
る
ん
や
ろ
な
」
と
か
い
う
思
い
出
。
そ
こ
に

行
っ
た
グ
ル
ー
プ
で
仲
良
く
な
っ
て
結
婚
す
る
と
か
…
。
そ
ん
な

こ
と
に
な
っ
た
ら
も
う
そ
の
場
所
は
聖
地
で
す
。
地
蔵
盆
を
続
け

る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
地
蔵
盆
を
取
り
巻
く
い
ろ
ん
な
楽
し
い
こ

と
が
あ
り
、
そ
れ
で
こ
そ
続
い
て
い
く
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
い

ま
す
。

竹
内　

非
常
に
美
し
く
福
持
さ
ん
に
ま
と
め
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
天
野
さ
ん
か
ら
も
う
一
度
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

天
野
和
夫

矛
盾
の
多
い
大
人
社
会
へ
の
仲
間
入
り
と
い
う
側
面
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
推
察
し
ま
す
。

町
内
会
に
つ
い
て
の
オ
ー
プ
ン
な
議
論
を

竹
内　
福
持
さ
ん
の
先
ほ
ど
の
お
話
と
逆
の
印
象
で
す
が
、
し
か

し
、
持
つ
意
味
は
一
緒
で
す
よ
ね
。
非
常
に
印
象
深
い
行
事
で
あ

り
子
供
心
に
何
か
が
残
る
。
そ
う
い
う
、
魅
力
の
あ
る
行
事
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
、
ま
ず
は
大
切
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
な

と
思
い
ま
す
。
今
、
予
定
の
時
間
よ
り
超
過
し
て
し
ま
っ
て
い
ま

す
が
が
、
小
黒
さ
ん
い
か
が
で
す
か
。

小
黒
純　
皆
さ
ん
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
聞
い
て
い
ろ
ん
な

こ
と
を
考
え
て
お
り
ま
し
た
。
ち
ゃ
ぶ
台
返
し
み
た
い
に
な
る
か

も
し
れ
な
い
の
で
す
が
、
そ
も
そ
も
、
地
蔵
盆
や
地
蔵
祠
の
管
理

が
、
町
内
会
単
位
で
行
わ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
れ
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様
々
な
立
場
・
専
門
を
持
つ
方
々
が
集
っ
て
話
す
こ
と
こ
そ
が
、

持
続
可
能
な
地
蔵
祠
・
地
蔵
盆
の
た
め
に
必
要
な
の
か
も
し
れ
な

い
で
す
ね
。
本
当
は
こ
こ
に
学
生
も
い
て
ほ
し
か
っ
た
。
次
回
は

学
生
も
交
え
て
、
そ
し
て
地
域
の
方
も
、
特
に
町
内
会
役
員
の
女

性
に
も
入
っ
て
い
た
だ
く
と
い
い
で
す
ね
。
地
蔵
盆
な
る
も
の
が

い
つ
始
ま
っ
た
か
は
今
日
教
え
て
い
た
だ
け
た
の
で
、
今
後
、
ど

う
い
う
形
で
の
継
承
が
あ
り
得
る
の
か
を
継
続
し
て
考
え
ま
し
ょ

う
。
私
自
身
は
、
今
日
聞
い
た
ア
イ
デ
ィ
ア
は
、
ど
れ
も
こ
れ

も
自
分
一
人
で
は
思
い
も
つ
か
な
か
っ
た
こ
と
だ
っ
た
の
で
、
手

前
味
噌
で
は
あ
り
ま
す
が
こ
の
よ
う
な
会
を
や
っ
て
よ
か
っ
た
な

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か
も
、Zoom

を
使
っ
た
や
り
方
で
。

一
人
ず
つ
バ
ラ
バ
ラ
で
参
加
す
る
不
思
議
と
鴛
淵
さ
ん
も
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
手
法
自
体
と
て
も
奇
妙
な
の
で
す

が
、
こ
の
奇
妙
な
方
法
で
、
地
蔵
盆
な
り
地
蔵
祠
な
り
を
語
る
と

い
う
こ
と
が
、
逆
に
次
に
繋
が
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
し

て
、YouTube

同
時
配
信
で
し
た
の
で
、
ま
た
別
の
世
界
か
ら

聞
い
て
く
だ
さ
っ
て
る
方
も
お
ら
れ
ま
す
。
コ
メ
ン
ト
な
ど
で
ご

発
言
も
頂
け
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
こ

れ
は
録
画
さ
れ
て
い
る
の
で
、
後
ほ
ど
聞
い
て
い
た
だ
く
方
も
お

ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
は
紙
媒
体
で
も
広
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
何

よ
り
、
知
っ
て
も
ら
う
た
め
の
行
動
を
お
こ
す
必
要
が
あ
る
。
そ

れ
を
私
も
声
高
に
伝
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

お
よ
そ
二
時
間
、
不
思
議
な
会
で
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
私
の
記

憶
に
も
と
っ
て
も
残
り
ま
し
た
し
、
み
な
さ
ん
の
記
憶
に
も
残
る

と
い
い
な
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
こ
そ
が
、
地
蔵
祠
が
残
っ
て
い
く

こ
と
な
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
結
論
が
出
た
わ
け
で
は
ご
ざ
い
ま

せ
ん
が
、
今
日
は
こ
ん
な
形
で
閉
会
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

わ
け
で
す
。
な
の
で
、
普
段
ず
っ
と
町
内
会
が
維
持
管
理
し
て
い

る
な
か
で
、
何
か
の
イ
ベ
ン
ト
の
と
き
だ
け
「
自
由
に
誰
で
も
」

と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
う
い
う
お
金
の
問
題
も
ど
う
し

て
も
発
生
す
る
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

地
蔵
盆
や
地
蔵
祠
を
市
民
の
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
や
は
り

そ
う
い
う
こ
と
を
オ
ー
プ
ン
に
議
論
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な

い
だ
ろ
う
と
感
じ
ま
し
た
。

竹
内　
そ
う
で
す
ね
。
今
、
視
聴
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
森
篤
さ

ん
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
で
す
。

森
篤

町
内
会
に
入
っ
て
い
な
い
ご
家
庭
の
た
め
に
、
学
区
で
地
蔵
盆
を
や

ら
れ
た
と
こ
ろ
が
コ
ロ
ナ
禍
の
前
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
際
に
大
学

生
の
サ
ー
ク
ル
が
協
力
し
た
と
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ま
と
め

竹
内　
最
初
に
地
蔵
祠
の
歴
史
を
谷
本
さ
ん
か
ら
お
話
い
た
だ
き

ま
し
た
が
、「
あ
の
形
で
守
っ
て
い
か
な
あ
か
ん
」
と
思
っ
て
い

た
地
蔵
祠
・
地
蔵
盆
が
実
は
明
治
以
降
に
つ
く
ら
れ
た
と
い
う
こ

と
の
発
見
は
と
て
も
大
き
か
っ
た
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
何
も
「
伝

統
的
」
と
は
い
え
守
ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
形
が
「
こ
れ
だ
」
と
決

ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
し
て
み
な

さ
ん
と
お
話
し
て
い
る
う
ち
に
、
地
蔵
盆
の
ド
ー
ナ
ツ
化
現
象
と

い
う
言
葉
が
出
て
き
た
の
が
印
象
的
で
し
た
。
確
か
に
、
地
蔵
盆

を
ド
ー
ナ
ツ
化
さ
せ
る
の
が
ひ
と
つ
の
生
き
残
ら
せ
る
道
で
あ
る

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
い
く
つ
か
出
た
案
で
は
デ
ジ
タ
ル

を
使
っ
た
地
蔵
の
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
と
い
う
新
し
い
手
法
も
興
味

深
く
、
文
化
を
継
承
す
る
ヒ
ン
ト
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ

ま
し
た
。
ま
た
、
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
鴛
淵
さ
ん
が
お
っ

し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
新
し
い
世
代
が
繋
い
で
い
く
方
法
を
考
え
な

け
れ
ば
未
来
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
の
な
い
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
、
先
ほ
ど
小
黒
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
と
も
や
は
り

リ
ン
ク
し
て
く
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

研
究
分
野
が
全
く
違
う
教
員
が
集
ま
っ
た
研
究
会
に
、
元
町
内

会
長
、
地
域
の
経
営
者
、
そ
し
て
市
職
員
の
方
、
そ
し
て
今
日
は

発
言
し
て
い
た
だ
く
時
間
を
取
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
の
西
村
さ
ん
に
も
来
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
う
い
う

＊
２　

辻
中
豊
、
ロ
バ
ー
ト
・
ペ
ッ
カ
ネ
ン
、
山
本
英
弘
『
現
代
日
本
の
自
治
会
・
町
内
会

―
第
１
回
全
国
調
査
に
み
る
自
治
力
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
』

（
木
鐸
社
、
二
〇
〇
九
）
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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
終
え
て

谷
本
研
（
成
安
造
形
大
学
）

　

昨
年
（
二
〇
二
二
年
）
末
、
私
た
ち
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
ご
覧

に
な
っ
た
と
い
う
方
が
成
安
造
形
大
学
に
電
話
を
く
だ
さ
い
ま
し

た
。
北
来
町
町
内
会
の
副
会
長
を
さ
れ
て
い
る
方
で
、
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
の
中
で
紹
介
し
た
、
私
の
つ
く
っ
た
御
詠
歌
を
町
内
会
の

六
三
軒
に
配
り
た
い
と
い
う
お
話
で
し
た
。

　
実
は
北
来
町
で
も
多
分
に
漏
れ
ず
、
現
在
、
町
内
の
子
供
の
数

が
三
人
だ
け
で
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
も
あ
っ
て
、
地
蔵
盆
や
祠
自

体
の
存
続
も
ど
う
す
る
か
町
内
会
と
し
て
悩
ん
で
い
る
現
状
と
の

こ
と
。
祠
の
維
持
費
と
し
て
年
間
一
〇
万
円
ほ
ど
必
要
な
の
で
す

が
、
二
〜
三
年
地
蔵
盆
が
で
き
て
い
な
い
の
で
寄
付
も
集
め
る
こ

と
が
で
き
ず
、
祠
の
「
供
養
じ
ま
い
」
も
含
め
て
考
え
て
お
ら
れ

た
の
だ
そ
う
で
す
。

　
そ
ん
な
矢
先
に
開
か
れ
た
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
地
蔵

盆
や
地
蔵
祠
の
存
続
を
前
向
き
に
考
え
て
い
く
話
の
流
れ
で
、
し

か
も
、
私
の
つ
く
っ
た
御
詠
歌
で
「
北
来
町
」
が
第
一
番
に
う
た

わ
れ
て
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
が
、「
存
続
す
べ
き
」
と

い
う
思
い
と
、「
供
養
じ
ま
い
す
る
し
か
な
い
」
と
い
う
現
状
の

間
で
悩
ん
で
い
る
町
内
会
へ
の
問
い
か
け
の
様
に
感
じ
ら
れ
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
い
ず
れ
に
せ
よ
ま
ず
は
町
内
の
方
々

に
お
地
蔵
様
に
対
し
て
意
識
を
向
け
て
も
ら
う
必
要
が
あ
る
と
考

え
、
御
詠
歌
を
配
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

　
そ
し
て
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
年
末
年
始
に
、
奇
し
く
も
北
来
町
の

祠
が
あ
る
の
と
同
じ
堀
川
通
沿
い
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
私
が
個
展
を

し
て
い
ま
し
た
の
で
、
町
内
会
の
役
員
の
方
々
に
ご
来
場
い
た
だ

き
、
御
詠
歌
を
お
渡
し
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

私
と
し
て
は
、
も
ち
ろ
ん
祠
の
存
続
を
望
み
、
も
し
自
分
の

作
っ
た
御
詠
歌
が
そ
の
こ
と
に
何
ら
か
の
力
を
発
揮
で
き
る
と
う

れ
し
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
と
は
い
え
ど
も
地
蔵
盆
の
一
番
の
対
象

で
あ
る
子
供
の
数
が
減
少
す
る
中
で
、
祠
を
残
す
こ
と
だ
け
が
目

的
化
す
る
の
は
本
意
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
ど
う
い
う
方
向
に
な
る
に
し
て
も
、
御
詠
歌
と
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

か
ら
繋
が
っ
た
ご
縁
と
し
て
北
来
町
地
蔵
祠
の
今
後
の
あ
り
方
を

取
材
し
て
い
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
今
回
の
み
な

さ
ま
と
の
取
り
組
み
の
一
環
と
し
て
も
、
北
来
町
の
今
後
の
動
向

は
興
味
深
い
事
例
の
一
つ
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま

す
。

追
記
：

　
そ
の
後
北
来
町
で
は
、
新
し
く
町
内
会
則
を
印
刷
し
て
会
員

の
皆
さ
ん
に
配
布
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
最
後
の
ペ
ー
ジ
に
、

私
の
つ
く
っ
た
御
詠
歌
を
町
内
の
達
筆
な
方
の
書
に
し
て
掲

載
し
て
く
だ
さ
っ
た
そ
う
で
す
。
作
品
と
し
て
私
が
勝
手
に
つ

く
っ
た
も
の
が
、
こ
う
し
て
地
元
に
馴
染
ん
で
い
く
と
い
う
の

は
、
本
当
に
う
れ
し
く
幸
せ
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

「北来町町内会会則　第 3 版（令和 5 年 2 月 15 日改訂）」
  の最終ページに掲載された御詠歌
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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
終
え
て

鴛
淵
晋
一
郎
（
壬
生
東
淵
田
町
町
内
会
元
町
内
会
長
）

　
コ
ロ
ナ
感
染
症
に
よ
る
影
響
は
、
こ
の
三
年
間
、
京
都
で
は
三

大
祭
も
神
事
の
み
継
続
さ
れ
、
外
的
な
行
事
は
、
ほ
ぼ
中
止
、
な

い
し
は
縮
小
さ
れ
て
い
た
の
は
ご
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
状

況
は
約
八
〇
年
前
に
太
平
洋
戦
争
下
に
お
け
る
状
況
と
パ
タ
ー
ン

が
類
似
し
て
い
る
と
思
え
る
。
地
域
の
地
蔵
盆
行
事
も
例
外
で
は

な
く
、
中
止
や
縮
小
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
問
題
は
コ
ロ
ナ
終
息

後
、
元
の
よ
う
に
町
内
に
地
蔵
盆
が
戻
っ
て
く
る
の
か
ど
う
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
。
例
え
れ
ば
、「
コ
ロ
ナ
後
」
は
い
か
に

な
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。

　
戦
中
生
ま
れ
で
あ
る
小
生
が
経
験
し
た
子
供
の
目
線
か
ら
の
地

蔵
盆
の
記
憶
を
若
干
た
ど
り
た
い
。
小
学
校
低
学
年
の
こ
ろ
、
先

ず
は
「
夏
休
み
バ
ン
ザ
イ
！
」
で
遊
び
呆
け
た
あ
と
、
お
盆
の
大

文
字
の
送
り
火
が
消
え
る
と
悲
し
く
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
残
さ

れ
た
夏
休
み
の
宿
題
の
山
。
そ
こ
で
、
小
休
止
と
も
な
る
地
蔵

盆
行
事
に
興
ず
る
こ
と
と
な
る
。「
児
童
ボ
ン
」
と
は
よ
く
言
っ

た
も
の
だ
。（
地
蔵
と
い
う
言
葉
を
知
ら
な
か
っ
た
だ
け
だ
が
）
ま
さ

に
子
供
の
お
祭
り
。
そ
の
あ
と
は
宿
題
を
片
付
け
る
作
業
に
追
わ

れ
、
よ
り
一
層
悲
し
さ
も
増
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
夏
の
暑
い
盛
り
の
こ
と
。
も
と
も
と
は
中
断
し
て
い
た
地
蔵
盆

行
事
も
、
戦
後
、
娯
楽
の
少
な
か
っ
た
時
代
に
子
供
た
ち
が
少
し

で
も
明
る
く
過
ご
せ
る
よ
う
に
と
、
当
時
の
町
内
会
の
役
員
さ
ん

方
が
知
恵
と
そ
の
労
力
を
絞
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
空
き
地
に
は

舞
台
が
設
置
さ
れ
、
そ
こ
で
演
芸
大
会
が
催
さ
れ
た
こ
と
も
あ

る
。
そ
の
時
点
で
は
、
町
内
だ
け
で
は
な
く
、
う
わ
さ
を
聞
き
付

け
た
他
の
町
内
か
ら
の
人
び
と
も
集
ま
り
、
数
百
人
の
大
会
が
開

催
さ
れ
た
わ
け
だ
。
盆
踊
り
、
漫
談
や
歌
謡
シ
ョ
ー
、
映
画
鑑

賞
な
ど
も
さ
れ
た
と
記
憶
す
る
。
ま
た
、
手
品
師
・
マ
ジ
シ
ャ

ン
が
手
に
持
つ
花
束
の
芯
か
ら
飛
び
出
し
た
傘
を
開
く
と
、
そ
こ

か
ら
キ
ャ
ン
デ
ィ
ー
が
あ
ふ
れ
出
て
き
て
、
投
げ
ら
れ
た
キ
ャ
ン

デ
ィ
ー
に
子
供
た
ち
が
群
が
る
と
い
う
構
図
。
手
品
・
マ
ジ
ッ
ク

と
は
な
ん
と
素
晴
ら
し
い
も
の
か
と
子
供
心
に
、
目
に
焼
き
付
け

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
甘
い
も
の
が
欠
乏
し
て
い
た
時
代
の
お
話

し
で
あ
る
が
。
二
日
間
に
わ
た
り
催
さ
れ
た
地
蔵
盆
で
は
袋
菓
子

な
ど
が
、
朝
、
昼
、
三
時
に
配
ら
れ
、
そ
れ
も
楽
し
い
思
い
出
と

な
っ
た
。
夜
に
は
道
端
や
空
き
地
で
花
火
に
興
じ
た
も
の
で
あ

る
。

　

日
本
の
景
気
も
や
や
上
向
き
に
な
っ
た
こ
ろ
に
は
、
バ
ス
ツ

ア
ー
が
組
み
込
ま
れ
、
先
ず
は
「
東
山
・
将
軍
塚
一
〇
〇
万
ド
ル

の
夜
景
」
が
定
番
と
な
っ
た
と
記
憶
す
る
。
そ
れ
が
比
叡
山
山
頂

へ
の
納
涼
バ
ス
ツ
ア
ー
へ
と
格
上
げ
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
日
本
の

経
済
状
況
も
神
武
景
気
な
ど
が
到
来
し
、
バ
ス
ツ
ア
ー
も
地
蔵
盆

行
事
も
拡
大
。
子
供
た
ち
は
琵
琶
湖
畔
の
大
型
ヘ
ル
ス
セ
ン
タ
ー

（
当
時
の
レ
ジ
ャ
ー
施
設
）
の
大
プ
ー
ル
で
く
た
く
た
に
な
る
ほ
ど

遊
び
興
ず
る
間
に
、
大
人
や
ご
老
人
た
ち
は
室
内
の
大
演
芸
場
で

地
方
回
り
の
歌
手
た
ち
の
歌
声
や
様
々
な
シ
ョ
ー
に
ひ
と
と
き
の

娯
楽
を
楽
し
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
地
蔵
盆
の
夜
は
特
別
で
、
多
く
の
子
供
た
ち
は
遅
く
ま

で
、「
ド
ロ
・
ケ
イ
」
鬼
ご
っ
こ
に
興
じ
て
い
た
記
憶
も
あ
る
。

ま
た
、
時
代
の
変
遷
に
反
映
し
て
、
団
体
行
動
の
行
事
の
難
し

さ
、
そ
し
て
危
険
や
事
故
が
取
り
沙
汰
さ
れ
る
に
つ
れ
、
地
蔵
盆

行
事
も
次
第
に
内
向
き
に
な
り
、
そ
の
上
、
少
子
化
、
高
齢
化
も

加
わ
っ
て
、
行
事
の
規
模
も
次
第
に
縮
小
さ
れ
る
経
緯
を
た
ど
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
社
会
も
安
定
期
に
差
し
掛
か
り
、
地
域

に
よ
っ
て
は
集
合
住
宅
も
増
加
し
、
町
内
会
・
自
治
会
そ
の
も
の

自
体
の
存
続
ま
で
も
が
問
題
と
な
っ
た
と
き
く
。

　
さ
て
、
小
生
は
三
〇
代
前
半
に
、
た
ま
た
ま
七
年
お
き
の
自
治

会
副
会
長
に
選
出
さ
れ
、
そ
の
後
、
五
年
お
き
の
自
治
会
・
町
内

会
長
を
五
回
ほ
ど
経
た
わ
け
だ
が
、
少
子
化
、
高
齢
化
、
独
居
老

人
の
増
加
傾
向
と
と
も
に
、
一
日
と
な
っ
た
地
蔵
盆
行
事
で
は
、

子
供
た
ち
だ
け
で
は
な
く
、
大
人
た
ち
も
楽
し
め
る
よ
う
に
と
工
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夫
し
た
わ
け
で
あ
る
。
少
子
化
で
は
、
子
供
の
福
引
き
と
い
っ

て
も
、
ほ
ぼ
景
品
は
初
め
か
ら
個
別
に
決
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な

も
の
だ
。
そ
れ
と
同
時
に
お
昼
は
母
親
方
の
負
担
を
軽
減
し
よ
う

と
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
な
ど
の
軽
食
も
配
布
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ

れ
は
と
も
か
く
、
あ
の
猛
暑
の
な
か
の
行
事
進
行
で
は
、
お
や
つ

を
も
ら
う
と
、
即
、
子
供
た
ち
は
ク
ー
ラ
ー
の
効
い
た
涼
し
い
家

に
立
ち
戻
り
、
ゲ
ー
ム
な
ど
に
興
じ
る
。
残
る
は
役
員
と
組
長
な

ど
。
こ
れ
で
は
、
夏
の
暑
い
盛
り
の
行
事
が
先
細
り
に
な
る
の
は

時
間
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
役
員
の
成
り
手
の
減
少
に
は
高

齢
化
と
独
身
者
の
増
加
も
拍
車
を
か
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
そ
ん
な
状
況
の
中
で
も
、
行
事
に
お
い
て
は
、
ま
ず
は
役
員
た

ち
が
「
楽
し
か
っ
た
」
と
い
え
る
行
事
を
目
標
に
努
め
た
。
役
柄

を
苦
に
な
っ
て
は
マ
イ
ナ
ス
と
な
る
。
少
な
く
と
も
役
員
が
楽
し

い
と
思
え
ば
、
行
事
に
参
加
す
る
人
び
と
も
楽
し
い
は
ず
に
違
い

な
い
。
そ
れ
に
は
創
意
工
夫
も
必
要
で
あ
る
が
。
日
本
人
が
好
む

の
は
、
福
引
き
だ
と
か
ビ
ン
ゴ
ゲ
ー
ム
で
も
、
空
ク
ジ
な
し
、
つ

ま
り
景
品
は
少
し
で
も
良
い
か
ら
、
空
手
で
帰
し
て
は
な
ら
な
い

の
が
原
則
で
、
輪
投
げ
に
し
て
も
、
夏
だ
か
ら
ジ
ュ
ー
ス
や
飲
料

に
輪
を
直
接
投
げ
入
れ
る
と
い
う
よ
う
な
ゲ
ー
ム
も
考
案
し
た
こ

と
が
あ
る
。
そ
の
時
、
日
本
人
的
射
幸
心
は
無
く
な
る
も
の
で
は

な
さ
そ
う
だ
と
も
知
っ
た
。
あ
る
大
人
は
「
ビ
ー
ル
！　

ビ
ー

ル
！
」
と
大
声
で
叫
ん
で
い
た
。
形
に
残
ら
な
い
も
の
を
景
品
に

す
る
の
が
良
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
た
。
つ
ま
り
お
腹
に
入
れ
れ

ば
、
そ
の
時
の
楽
し
い
記
憶
し
か
残
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
。

　

戦
後
、
物
の
無
い
時
代
に
は
日
用
品
な
ど
も
景
品
に
さ
れ
た

が
。
地
蔵
盆
は
本
来
、
限
ら
れ
た
町
内
予
算
と
寄
付
金
な
ど
で
成

り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
時
代
の
流
れ
と
同
時
に
、
地
蔵
盆
の
規
模

も
次
第
に
内
向
き
に
な
り
、
元
来
自
前
の
テ
ン
ト
の
構
築
か
ら
、

飾
り
付
け
な
ど
に
お
い
て
も
、
貸
し
出
し
テ
ン
ト
や
テ
ー
ブ
ル
・

イ
ス
利
用
で
、
出
来
る
だ
け
役
員
の
負
担
を
減
ら
そ
う
と
い
う
傾

向
と
な
る
。
外
で
の
行
事
な
の
で
天
候
に
は
左
右
さ
れ
る
が
、
幸

い
小
生
担
当
時
に
は
台
風
な
ど
の
襲
来
は
な
か
っ
た
。

　
こ
ん
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
あ
る
時
、
誰
で
も
参
加
で
き
る

ビ
ン
ゴ
ゲ
ー
ム
と
輪
投
げ
、
そ
し
て
全
所
帯
向
け
の
恒
例
の
福
引

き
を
同
時
進
行
し
た
こ
と
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル

の
主
で
あ
り
、
か
つ
て
戦
時
中
は
自
治
会
で
活
躍
さ
れ
高
齢
の
女

性
で
、
普
段
は
無
表
情
の
お
方
が
福
引
き
を
終
わ
ら
れ
退
出
さ
れ

た
の
だ
。
し
ば
ら
く
す
る
と
ま
た
戻
っ
て
来
ら
れ
じ
っ
と
ゲ
ー
ム

な
ど
の
成
り
行
き
に
注
視
さ
れ
て
い
た
の
に
は
役
員
、
顔
を
見
合

せ
て
驚
い
た
も
の
だ
。「
面
白
そ
う
な
の
で
、
福
引
き
景
品
を
自

宅
へ
置
い
て
、
ま
た
来
ら
れ
た
そ
ん
な
例
」
も
あ
っ
た
。

　
地
蔵
盆
行
事
に
は
も
う
一
つ
の
役
割
り
が
あ
る
。
そ
れ
は
普
段

お
見
掛
け
し
な
い
町
内
の
住
人
の
方
々
や
、
ご
挨
拶
だ
け
で
お
話

し
す
る
機
会
も
少
な
い
方
々
と
の
交
流
も
あ
り
、
そ
れ
は
他
の
行

事
、
消
火
器
訓
練
や
地
元
の
体
育
祭
と
同
様
、
あ
る
種
の
生
存
安

全
確
認
の
一
助
と
も
な
る
。
幸
い
京
都
は
近
年
、
大
災
害
に
は
遭

遇
し
て
い
な
い
が
、
特
に
高
齢
居
住
者
に
は
そ
れ
な
り
の
配
慮
が

必
要
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
お
顔
を
知
っ
て
い
る
こ
と
も
大
切
と
思

わ
れ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
過
去
の
経
緯
が
あ
る
が
、
そ
れ
も
期
せ
ず
し
て
遭

遇
し
た
コ
ロ
ナ
時
期
、
地
蔵
盆
の
今
後
の
あ
り
方
も
町
内
自
治
会

に
お
い
て
余
儀
な
く
見
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
遭
遇
し
た
の

で
あ
る
。
た
だ
し
相
当
、
内
向
き
の
傾
向
と
と
も
に
、
果
た
し
て

再
生
が
可
能
か
と
い
う
問
題
が
そ
れ
ぞ
れ
の
町
内
自
治
会
で
語

ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
長
野
県
な
ど
の
道
祖
神
信

仰
と
同
様
で
、
現
在
、
厳
然
と
地
蔵
尊
は
各
町
内
に
残
さ
れ
て
お

り
、
近
い
将
来
は
規
模
も
縮
小
さ
れ
て
も
何
ら
か
の
形
で
継
続
、

存
続
さ
れ
る
の
が
穏
当
と
も
思
え
る
の
だ
が
、
将
来
に
関
し
て
は

未
知
数
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
曲
が
り
角
に
差
し
掛
か
っ
て
い
る

時
代
で
も
あ
る
。
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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
終
え
て

熊
本
盛
行
（
熊
本
玩
具
社
長
）

Revive

地
蔵
盆
の
提
案“All KYOTO 
でNEW

 STYLE”

地
蔵
盆
を
新
し
い
形
で
蘇
ら
せ
る

京
都
を
つ
な
ぐ
無
形
文
化
遺
産
「
京
の
地
蔵
盆
」
を
未
来
に
繋
ぐ
為

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、「
地
蔵
盆
」

だ
け
で
な
く
京
都
の
ほ
と
ん
ど
の
地
域
行
事
や
お
祭
り
は
こ
の
三

年
間
、
中
止
や
縮
小
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。　
し
か
し
、
昨

年
末
よ
り
政
府
に
よ
る
国
民
の
行
動
制
限
が
緩
和
さ
れ
る
こ
と
と

な
り
、
今
年
か
ら
は
い
ろ
ん
な
イ
ベ
ン
ト
が
復
活
し
て
い
く
で
あ

ろ
う
と
期
待
し
て
お
り
ま
す
。
特
に
京
都
の
町
内
各
地
で
行
わ
れ

て
い
た
伝
統
行
事
「
地
蔵
盆
」
も
今
年
こ
そ
は
開
催
し
て
も
ら
い

た
い
も
の
で
す
。
し
か
し
年
に
一
度
の
行
事
が
三
年
連
続
で
中
止

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
昔
ど
お
り
に
実
施
す
る
に
は
と
て
も
困
難

で
あ
り
多
く
の
問
題
が
山
積
み
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。・
打
ち
合

せ
（
総
会
）・
担
当
者
の
決
定
・
案
内
文
・
人
数
確
認
・
買
い
物
・

プ
ロ
グ
ラ
ム
作
成
・
準
備
・
設
営
・
当
日
段
取
り
等
、
過
去
の
実

績
か
ら
引
っ
張
り
出
す
だ
け
で
も
大
変
な
こ
と
で
す
。

こ
の
ま
ま
で
は
京
の
地
蔵
盆
の
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
る
と
思
い
、

二
〇
二
二
年
七
月
に
は
こ
れ
に
少
し
で
も
お
役
に
立
て
れ
ば
の
思

い
で
私
ど
も
業
者
数
社
が
中
心
と
な
り
「
地
蔵
盆
・
夏
祭
り
相
談

会
」
を
ゼ
ス
ト
御
池
に
て
開
催
い
た
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
も
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
事

業
に
は
我
々
の
関
係
者
だ
け
で
な
く
、
京
都
市
さ
ま
を
含
め
多
く

の
企
業
さ
ま
や
団
体
さ
ま
の
後
援
や
ご
協
賛
、
ご
協
力
を
頂
く
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
皆
さ
ま
口
を
揃
え
て
「
良
い
企
画
だ
、
京
都

独
自
の
伝
統
文
化
を
守
っ
て
ほ
し
い
」
と
言
っ
て
く
だ
さ
る
と
共

に
快
く
ご
協
力
・
ご
協
賛
を
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　
こ
の
期
待
に
お
応
え
す
る
よ
う
努
力
す
る
つ
も
り
で
は
あ
り
ま

し
た
が
、
残
念
な
が
ら
六
月
下
旬
頃
よ
り
新
型
コ
ロ
ナ
の
増
加
傾

向
が
続
い
て
第
七
波
が
夏
休
み
を
直
撃
す
る
こ
と
と
な
り
、
各
町

内
会
さ
ま
の
地
蔵
盆
の
開
催
意
欲
も
下
が
り
、
残
念
な
が
ら
前
回

の
来
場
者
は
少
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
後
の
熊
本
玩
具
の
お
客
様
デ
ー
タ
に
よ
る
と
、
こ
の
年
に
地
蔵

盆
を
実
施
し
た
町
内
会
は
コ
ロ
ナ
前
の
三
〇
％
未
満
に
し
か
な
ら

な
か
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
相
談
会
に
お
い
て
京

都
人
の
気
持
ち
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
そ
こ
で
私
た
ち
は
「
地
蔵
盆
・
夏
祭
り
の
請
負
人
」
と
し
て
、

二
〇
二
三
年
も
昨
年
同
様
、「
第
２
回
地
蔵
盆
・
夏
祭
り
相
談

会
」
を
今
年
は
六
月
中
旬
に
開
催
す
る
予
定
で
す
（
ご
町
内
の
地

蔵
盆
の
相
談
時
期
を
鑑
み
）。
今
年
の
目
標
は
、
地
蔵
盆
で
必
要
な

物
や
そ
の
買
い
方
を
紹
介
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
実
際
に
来

場
者
が
「
楽
し
そ
う
」「
や
り
た
い
」「
こ
れ
な
ら
で
き
る
」
と
ま

で
思
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
相
談
会
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。
昨
年
の
相
談
会
で
多
く
お
聞
き
し
た
町
内
会
さ
ま
の

お
悩
み
は
、
準
備
す
る
物
や
買
い
物
と
い
っ
た
地
蔵
盆
に
必
要
な

「
モ
ノ
」
で
は
な
く
、「
誰
が
？
」「
ど
う
や
っ
て
？
」「
何
を
す

れ
ば
？
」「
ど
こ
で
？
」
と
い
う
方
法
「
コ
ト
」
が
多
か
っ
た
と

思
い
ま
す
。
こ
の
「
コ
ト
」
に
つ
い
て
町
内
会
の
皆
さ
ま
と
一
緒

に
な
っ
て
考
え
、
解
決
し
て
い
け
る
よ
う
な
第
２
回
の
地
蔵
盆
・

夏
祭
り
相
談
会
に
し
た
い
と
考
え
ま
し
た
。
こ
こ
に
そ
の
提
案
内

容
を
記
載
い
た
し
ま
す
。

①
「
誰
が
？
」

　
町
内
会
の
少
子
高
齢
化
に
伴
い
、
こ
の
地
蔵
盆
を
実
施
す
る
担

当
者
や
こ
れ
に
参
加
す
る
子
供
た
ち
の
人
数
も
減
り
つ
つ
あ
り
ま

す
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
地
域
住
民
の
親
睦
の
機
会
や
地
域
社
会
を

健
全
に
維
持
す
る
機
能
の
一
部
を
担
っ
て
き
た
こ
の
伝
統
行
事
が

消
滅
し
か
ね
ま
せ
ん
。
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
一
一
番
目
の
項
目
「
住
み
続
け
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ら
れ
る
ま
ち
づ
く
り
」
を
目
標
と
し
て
、
こ
の
課
題
を
解
決
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
京
都
の
大
学
に
通
っ
て
い
る
大
学
生
た
ち
の
力
を
借

り
れ
な
い
も
の
か
と
考
え
ま
し
た
。
私
は
仕
事
柄
、
い
ろ
ん
な
場

所
で
学
生
た
ち
と
接
す
る
機
会
が
あ
り
ま
す
。（
ア
ル
バ
イ
ト
の
雇

用
や
い
ろ
ん
な
イ
ベ
ン
ト
会
場
で
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
す
る
学
生
等
）

そ
の
学
生
た
ち
に
「
地
蔵
盆
っ
て
知
っ
て
い
る
？
」
と
尋
ね
る

と
、
京
都
府
民
で
な
い
方
は
も
ち
ろ
ん
知
ら
な
い
方
が
九
割
以
上

で
す
が
、　
子
供
の
こ
ろ
か
ら
京
都
に
住
ん
で
い
る
学
生
で
す
ら

「
知
ら
な
い
」「
し
た
経
験
が
無
い
」と
答
え
る
方
も
大
半
で
す
。

　

せ
っ
か
く
京
都
に
来
て
い
る
の
だ
か
ら
と
、
こ
の
地
蔵
盆
の

「
コ
ト
」
を
お
話
す
る
と
大
抵
の
学
生
た
ち
は
興
味
を
も
っ
て
く

れ
ま
し
た
。

　
も
し
、
こ
の
学
生
た
ち
と
一
緒
に
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
目
標
と
し
て
取
り

組
む
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
大
き
な
革
命
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
？　

そ
し
て
、
今
年
の
地
蔵
盆
・
夏
祭
り
相
談
会
を

「Revive 

地
蔵
盆
」
活
動
と
し
て
京
都
の
学
生
た
ち
が
中
心
に

な
り
開
催
す
る
こ
と
が　
で
き
れ
ば
、
京
都
の
無
形
文
化
遺
産
と

な
っ
た
「
京
の
地
蔵
盆
」
を
持
続
可
能
に
す
る
こ
と
が
可
能
に
な

る
の
で
は
と
考
え
ま
し
た
。

②
「
ど
う
や
っ
て
？
」「
何
を
す
れ
ば
」

　

地
蔵
盆
を
開
催
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
町
内
会
に

様
々
な
問
題
点
が
あ
り
ま
す
。
昨
年
の
相
談
会
で
私
が
聞
い
た
だ

け
で
も　
「
人
数
が
少
な
く
子
供
も
い
な
い
」「
引
継
ぎ
が
上
手
く

い
か
な
い
」「
町
内
会
費
の
問
題
」「
マ
ン
シ
ョ
ン
自
治
体
と
の
関

係
性
」
等
、
し
か
し
、
考
え
方
次
第
で
や
り
方
は
い
く
ら
で
も
あ

る
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、「
隣
接
す
る
数
町
内
会
で
の
共
同
開

催
」
や
「
参
加
者
を　
募
っ
て
そ
の
参
加
費
を
と
る
」
等
、
行
事

の
内
容
や
そ
の
や
り
方
次
第
で
地
域
住
民
が
一
つ
に
ま
と
ま
る
こ

と
が
出
来
る
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
取
り
組
み
と
し
て
京
都
の
学
生
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
を
募
集
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
今
回
の
相
談
会
を
学
生

た
ち
に
よ
る
「
地
蔵
盆
・
夏
祭
り
の
相
談
会
」
と
位
置
づ
け
、
グ

ル
ー
プ
ご
と
に
町
内
会
の
問
題
点
や
相
談
事
を
聞
い
て
い
た
だ

く
。
そ
の
後
、
各
グ
ル
ー
プ
が
問
題
解
決
案
を
作
っ
た
上
で
そ
れ

ぞ
れ
の
町
内
会
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
だ
け
で
な
く
、
担
当
し

た
町
会
の　
地
蔵
盆
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
参
加
し
お
手
伝
い

を
し
て
成
功
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
の
グ
ル
ー
プ
の
Ｓ
Ｄ
Ｇ

ｓ
目
標
達
成
と
す
る
。
そ
ん
な
活
動
が
で
き
な
い
で
し
ょ
う
か
。

・
こ
の
京
都
の
学
生
た
ち
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
京
都
の
企

業
が
応
援
す
る

　

大
小
に
か
か
わ
ら
ず
京
都
の
会
社
経
営
者
に
は
「Revive 

地

蔵
盆
」
の
趣
旨
を
ご
理
解
い
た
だ
け
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
学

生
た
ち
の
活
動
を
応
援
し
て
く
だ
さ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
こ
の
活
動
に
ご
協
賛
や
ご
協
力
を
い
た
だ
く
こ
と
が
、「ALL 

KYOTO

」、
京
都
独
特
の
伝
統
行
事
を
新
し
い
形
で
蘇
ら
せ
る
こ

と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
も
し
か
し
た
ら
、
企
業
の
新
し
い
人
材
発

掘
の
手
段
に
も
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
ご
協
力
を

ぜ
ひ
頂
き
た
く
思
っ
て
い
ま
す
。

③
「
ど
こ
で
？
」

　
地
蔵
盆
行
事
を
開
催
す
る
場
所
？
こ
れ
も
大
き
な
問
題
で
す
。

　
一
つ
の
町
内
会
で
こ
じ
ん
ま
り
と
開
催
す
る
の
で
あ
れ
ば
問
題

な
い
の
で
す
が
、「
新
し
い
形
の
地
蔵
盆
」
と
し
て
よ
り
多
く
の

町
内
や
自
治
体
が
参
加
で
き
る
行
事
に
し
て
い
く
の
に
は
、
よ
り

広
い
場
所
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
幸
い
に
も
京
都
に
は
神
社
仏
閣

が
多
数
点
在
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
一
区
間
を
年
に
一
〜
二

日
間
お
借
り
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
地
域
の
住
民
が
集
え
る
最

適
な
場
所
に
な
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
神
社
さ
ま
や
お

寺
さ
ま
に
と
っ
て
も
、
地
域
住
民
と
の
親
睦
を
深
め
る
き
っ
か
け

に
な
る
の
で
は
と
勝
手
な
が
ら
考
え
て
お
り
ま
す
。
無
形
文
化
遺

産
で
も
あ
る
「
京
の
地
蔵
盆
」
は
宗
教
と
関
係
な
い
伝
統
行
事

で
す
。
こ
れ
を
ご
寺
社
仏
閣
の
皆
様
に
も
理
解
い
た
だ
き
「ALL 

KYOTO

」
と
し
て
ご
協
力
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
①
〜
③
の
内
容
で
第
２
回
「
地
蔵
盆
・
夏
祭
り
の
相
談
会
」
を

実
施
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
学
生
た
ち
へ
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募

集
や
企
業
さ
ま
や
神
社
仏
閣
さ
ま
へ
の
ご
支
援
や
ご
協
力
の
お
願

い
を
早
々
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
京
都
市
、
ゼ
ス

ト
御
池
地
下
街
の
皆
さ
ま
に
は
す
で
に
共
催
の
ご
意
向
を
い
た
だ

い
て
い
る
と
共
に
、
中
小
企
業
家
同
友
会
や
同
志
社
大
学
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
サ
ー
ク
ル
ア
ス
ビ
ッ
ト
等
の
皆
さ
ま
に
も
ご
協
力
い
た

だ
け
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
よ
り
多
く
の
か
た
に
こ
の

よ
う
な
活
動
を
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
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以
上
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
地
蔵
祠
・
地
蔵
盆
は
今
」
を
引
き
継

ぐ
も
の
と
し
て
、
こ
ち
ら
に
提
案
を
記
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
よ
り
多
く
の
皆
さ
ま
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
き
、
ご
支
援

と
ご
協
力
い
た
だ
け
ま
し
た
ら
幸
い
で
す
。

「
地
蔵
盆
・
夏
祭
り
請
負
人
」
実
行
委
員
長　
熊
本
盛
行

　
ご
意
見
、
ご
支
援
、
地
蔵
盆
開
催
に
お
困
り
の
町
内
会
さ
ま
の

お
問
い
合
わ
せ
は
こ
ち
ら
に
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

電
話

０
７
５
―
８
４
１
―
８
６
２
５
（
熊
本
玩
具
）

「
京
の
地
蔵
盆
」
特
設
ペ
ー
ジ

 
 

https://w
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せ
る
風
習
が
あ
る
。
こ
の
地
蔵
信
仰
は
、
日
本
に
古
く
か
ら
定
着
し
た
信
仰
、
風
習
で
あ
る
。『
新

纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
の
「
地
蔵
信
仰
」
の
項
は
、「
地
蔵
菩
薩
に
対
す
る
信
仰
。（
中
略
）
庶
民
の
間

で
も
篤
く
信
仰
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
は
、
地
蔵
は
弱
者
を
救
う
と
す
る
信
仰
か
ら
、
子
ど

も
の
守
護
者
の
性
格
が
付
加
さ
れ
、
子
安
地
蔵
の
信
仰
に
結
び
つ
い
て
ゆ
く
。
ま
た
地
蔵
は
道
祖
神

信
仰
と
も
習
合
し
、
現
世
と
他
界
の
境
界
を
守
護
す
る
塞
さ
い
の
神
と
し
て
の
性
格
も
帯
び
る
よ
う

に
な
る
」
と
あ
る1

＊

。

ま
た
仏
教
説
話
の
「
賽
の
河
原
」
は
有
名
で
あ
る
。
三
途
の
川
の
手
前
に
あ
る
賽
の
河
原
で
、
親

よ
り
も
早
く
死
ん
だ
幼
い
子
供
達
が
石
を
積
み
上
げ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
積
み
上
げ
た
石
は
、
鬼

に
蹴
飛
ば
さ
れ
、
子
ど
も
た
ち
は
一
日
中
石
を
積
み
上
げ
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
子
ど
も

た
ち
を
救
済
す
る
の
が
、
地
蔵
菩
薩
で
あ
る
。

こ
う
し
て
地
蔵
菩
薩
は
子
ど
も
た
ち
を
守
護
す
る
象
徴
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
賽
の
河
原

を
舞
台
と
す
る
よ
う
に
、
地
蔵
菩
薩
は
現
世
と
他
界
の
間
に
位
置
す
る
仏
像
と
し
て
認
識
さ
れ
て
き

た
。第

２
章　
京
都
の
都
市
と
地
蔵
信
仰

こ
の
地
蔵
信
仰
は
、
京
都
の
都
市
形
成
と
深
く
関
係
し
て
い
る
。
京
都
市
内
中
心
部
は
両
側
町
と

い
う
自
治
会
が
形
成
さ
れ
て
い
る2

＊

【
図
１
】。

近
世
期
、
こ
の
「
両
側
町
」
は
京
都
の
都
市
の
統
治
シ
ス
テ
ム
と
し
て
完
成
し
た
。
京
都
洛
中
の

図１　両側町である南四条町（歴彩館所蔵）

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
京
都
市
下
京
区
「
前
田
東
町
」
の
地
蔵
盆
の
変
容樋

口
摩
彌

は
じ
め
に

本
稿
は
、
地
蔵
信
仰
関
連
す
る
近
世
期
の
都
市
形
成
史
の
視
点
を
取
り
入
れ
て
、
現
代
の
京
都
の

町
内
で
執
り
行
わ
れ
る
地
蔵
盆
の
風
景
に
コ
ロ
ナ
禍
が
与
え
た
影
響
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
１
章
で
は
論
考
の
前
提
と
し
て
、
地
蔵
信
仰
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。
第
２
章
で
は
、
近
世
期
の

京
都
の
都
市
形
成
の
風
景
で
あ
る
両
側
町
の
誕
生
と
地
蔵
信
仰
の
関
わ
り
を
述
べ
る
。
第
３
章
と
第

４
章
で
は
、
京
都
市
下
京
区
に
あ
る
「
前
田
東
町
」
の
町
内
会
の
運
営
か
ら
、
コ
ロ
ナ
禍
前
後
の
地

蔵
盆
の
風
景
を
描
く
。

第
１
章　
地
蔵
信
仰
の
風
景

日
本
国
内
の
各
地
に
は
「
地
蔵
尊
」
が
祀
ら
れ
て
お
り
、
人
々
は
「
お
地
蔵
さ
ん
」
に
手
を
合
わ
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地
蔵
盆
が
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
こ
か
ら
の
論
考
は
、
京
都
市
下
京
区
の
町
で
あ
る
「
前
田
東
町
」
の
コ
ロ
ナ
禍
の
前
後
で
、
地

蔵
盆
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
筆
者
の
実
家
が
位
置
す
る
京
都
市
下
京
区

「
前
田
東
町
」
は
、
五
条
通
と
櫛
笥
通
の
交
差
点
を
南
に
入
っ
た
、
西
側
に
位
置
す
る
町
内
で
あ

る
。
五
条
通
は
全
八
車
線
の
大
通
り
、
櫛
笥
通
は
北
行
一
方
通
行
の
細
い
通
り
で
あ
る
。
近
世
期
、

「
洛
中
」
と
「
洛
外
」
の
南
の
境
の
通
は
松
原
通
で
あ
っ
た
。
五
条
通
り
は
松
原
通
か
ら
二
筋
南
に

位
置
し
て
お
り
、
近
世
期
に
お
い
て
は
い
わ
ゆ
る
「
洛
外
」
で
あ
っ
た
地
域
で
あ
る
。
よ
っ
て
櫛
笥

通
の
西
側
の
み
が
前
田
東
町
で
あ
る
よ
う
に
、
近
世
期
の
洛
中
で
完
成
し
た
よ
う
な
、
通
り
を
挟
ん

だ
両
側
を
町
と
し
て
形
成
し
た
町
内
で
は
な
い
。

町
内
の
規
模
を
み
る
と
、
二
〇
二
一
年
（
令
和
三
年
）
の
町
内
の
世
帯
は
四
五
世
帯
で
町
内
会
員
世

帯
は
四
三
軒
で
会
員
数
は
九
六
％
で
あ
る
。
京
都
市
に
よ
る
調
査
、
推
定
を
み
る
と3

＊

、
下
京
区
の

町
内
会
加
入
率
は
七
二
％
で
あ
る
の
で
、
前
田
東
町
の
加
入
率
は
か
な
り
高
い
。
前
田
東
町
の
町
内

の
年
会
費
は
三
六
〇
〇
円
で
あ
る
。
な
お
こ
の
年
会
費
は
各
町
で
異
な
り
、
例
え
ば
祇
園
祭
の
鉾
が

あ
る
京
都
市
内
の
「
田
の
字
」
地
区
の
町
内
で
は
、
年
会
費
が
一
万
円
を
越
え
る
町
内
も
あ
る
。

町
内
の
役
員
は
、「
相
談
役
」「
会
長
」「
副
会
長
（
二
名
）」「
体
育
振
興
委
員
」「
少
年
補
導
委
員
」

「
保
健
衛
生
委
員
」「
防
火
防
災
委
員
」「
社
会
福
祉
委
員
」「
女
性
班
班
長
」
が
あ
る
。
年
間
の
町

内
の
様
々
な
業
務
に
あ
た
る
の
は
、「
三
役
」
と
呼
ば
れ
る
「
会
長
」「
副
会
長
（
二
名
）」
で
あ
る
。

「
体
育
振
興
委
員
」
は
、
複
数
の
町
内
が
出
場
し
て
開
催
さ
れ
る
学
区
（
前
田
東
町
は
光
徳
学
区
）
の

安
全
に
直
結
す
る
治
安
の
維
持
や
衛
生
管
理
、
火
災
を
起
こ
さ
な
い
こ
と
な
ど
は
、
各
町
の
責
任
で

あ
っ
た
。
と
く
に
夜
の
治
安
の
維
持
ま
た
衛
生
管
理
は
、
重
大
事
項
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
町
内
で

は
な
い
人
物
が
、
何
ら
か
の
事
情
に
よ
っ
て
町
内
で
死
亡
し
た
場
合
、
そ
の
衛
生
管
理
を
含
む
死
体

処
理
は
、
こ
の
町
内
の
仕
事
と
な
る
。
こ
れ
は
町
内
に
と
っ
て
予
定
外
の
負
担
と
な
る
。
こ
う
し
た

事
態
を
回
避
し
た
い
各
町
内
は
、
夜
間
の
衛
生
管
理
、
治
安
維
持
の
た
め
に
、
日
が
暮
れ
る
と
各
町

の
境
に
あ
る
木
戸
を
閉
じ
、
部
外
者
の
侵
入
を
防
い
だ
。
そ
の
木
戸
あ
た
り
に
は
祠

ほ
こ
ら

と
と
も
に
、
地

蔵
菩
薩
が
祀
ら
れ
た
。
こ
れ
は
あ
の
世
と
こ
の
世
の
境
の
賽
の
河
原
で
地
蔵
信
仰
が
機
能
し
た
よ
う

に
、
各
町
の
境
の
木
戸
に
は
、
地
蔵
尊
が
祀
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
町
内
の
形
成
に
、
地
蔵
菩
薩
に
よ

る
地
蔵
信
仰
が
見
て
取
れ
る
。

第
３
章　
「
前
田
東
町
」
の
地
蔵
盆
の
運
営

こ
の
各
町
内
に
あ
る
地
蔵
菩
薩
は
、
明
治
期
、
子
ど
も
の
守
護
者
と
し
て
の
役
割
を
強
め
、
地
蔵

盆
と
し
て
の
役
割
を
強
め
た
。
前
述
の
『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
に
は
、「
明
治
以
降
に
は
、
特
に

京
都
を
中
心
に
地
蔵
信
仰
が
盆
行
事
と
結
び
つ
き
、
子
ど
も
を
主
体
と
す
る
地
蔵
盆
の
行
事
と
し
て

定
着
す
る
。
そ
れ
は
や
が
て
関
西
周
辺
の
広
い
地
域
へ
と
普
及
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
」
と
あ
る
。

明
治
初
年
、
町
内
に
あ
っ
た
地
蔵
菩
薩
は
、
明
治
政
府
が
推
し
進
め
た
廃
仏
毀
釈
に
よ
っ
て
廃
棄
、

撤
去
さ
れ
た
。
し
か
し
明
治
中
期
に
は
町
内
に
地
蔵
菩
薩
の
姿
が
戻
り
始
め
る
。
や
が
て
各
町
内
で

は
、
お
盆
の
後
の
土
日
に
、
町
内
の
路
地
や
空
き
地
な
ど
に
ゴ
ザ
が
敷
か
れ
て
テ
ン
ト
が
張
ら
れ
、
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会
と
し
ま
す
」
と
あ
り
、
地
蔵
信
仰
と
こ
ど
も
が
主
役
の
会
が
合
体
し
た
お
祭
り
で
あ
る
こ
と
が
み

て
と
れ
る
。

さ
て
、「
地
蔵
盆
の
ご
案
内
」
の
「
地
蔵
盆
行
事
予
定
」、
お
よ
び
筆
者
の
記
憶
に
基
づ
き
、
当
時

の
風
景
を
描
く
【
図
４
】。
前
夜
祭
が
執
り
行
わ
れ
る
八
月
二
二
日
、
昼
食
が
す
ぎ
た
一
五
時
頃
、
町

内
の
夫
婦
が
一
〇
組
ほ
ど
集
ま
っ
て
く
る
。
そ
し
て
男
性
が
中
心
と
な
り
、
町
内
の
倉
庫
に
収
納
さ

れ
て
い
る
パ
イ
プ
テ
ン
ト
を
組
み
建
て
ら
れ
た
。
ま
た
ロ
ウ
ソ
ク
が
立
て
ら
れ
る
高
さ
三
〇
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
程
度
の
直
方
体
の
木
の
骨
組
み
に
、
子
ど
も
た
ち
が
絵
を
描
い
た
半
紙
を
糊
付
け
し
た
行

灯
が
、
各
世
帯
に
配
ら
れ
る
。
こ
の
行
灯
は
各
家
庭
の
玄
関
先
に
配
布
さ
れ
、
町
内
は
年
に
一
度
の

地
蔵
盆
の
光
景
に
な

る
。
行
灯
に
は
ロ
ウ

ソ
ク
が
立
て
る
こ
と

が
で
き
る
が
、
火
災

を
防
ぐ
た
め
に
、
実

際
に
火
を
点
け
て
い

る
世
帯
は
ほ
と
ん
ど

な
か
っ
た
。

夕
方
、
一
旦
路
地

は
静
か
に
な
る
が
、

図３　前田東町の地蔵盆が行われる路地（筆者撮影）

図４　2010 年の前田町東の地蔵盆の案内（前田東町所持）

運
動
会
の
世
話
役
を
担
当
す
る
。
た
だ
し
、
平
成
二
一
年
度
に
は
、
町
内
会
の
高
齢
化
も
あ
り
、
運

動
会
は
不
参
加
と
な
っ
て
い
る
。「
保
健
衛
生
委
員
」「
防
火
防
災
委
員
」
は
近
世
期
に
成
熟
し
た
両

側
町
の
役
割
を
踏
襲
し
て
い
る
。
ま
た
町
内
は
六
組
に
分
け
ら
れ
、
毎
月
、
古
紙
回
収
や
地
蔵
尊
の

掃
除
を
担
当
し
て
い
る
。

第
４
章　
地
蔵
盆
の
コ
ロ
ナ
禍
前
後
の
比
較

で
は
地
蔵
盆
は
ど
の
よ
う
に
運
営
さ
れ
て
い
た
か
。「
前
田
東
町
内
会
会
則
」﹇
地
蔵
尊
祭
り
﹈

「
第
10
条
」
に
よ
る
と
、「
①
地
蔵
尊
祭
り
は
、
信
者
の
お
供
金
に
よ
っ
て
の
み
で
運
営
す
る
。
②

地
蔵
尊
祭
り
は
、
そ
の
時
の
都
合
に
よ
っ
て
、
従
来
の
お
祭
り
２
日
制
を
１
日
制
に
す
る
こ
と
も
有

り
得
る
。」
と
あ
る
。

ま
ず
、
コ
ロ
ナ
禍
以
前
で
あ
る
二
〇
一
〇
年
（
平
成
二
二
年
）
に
実
施
さ
れ
た
地
蔵
盆
の
様
子
を
、

各
家
庭
に
配
布
さ
れ
た
「
平
成
22
年
度
事
業
計
画
（
案
）」、「
地
蔵
盆
の
ご
案
内
」
の
資
料
に
基
づ

き
【
図
２
】、
適
宜
筆
者
の
記
憶
（
筆
者
は
当
時
満
二
四
歳
）
で
補
完
し
て
、
以
下
に
ま
と
め
る
。

二
〇
一
〇
年
（
平
成
二
二
年
）、
地
蔵
盆
は
八
月
二
三
日
の
日
曜
日
に
実
施
さ
れ
た
。
前
日
の
八
月

二
二
日
土
曜
日
に
は
、
前
夜
祭
が
行
わ
れ
た
。
前
田
東
町
の
地
蔵
盆
は
、
町
内
の
地
蔵
尊
が
あ
る
路

地
の
一
部
広
く
な
っ
て
い
る
場
所
が
、
地
蔵
盆
が
開
催
さ
れ
る
場
所
で
あ
る
【
図
３
】。

二
〇
一
〇
年
（
平
成
二
二
年
）
の
中
学
生
以
下
の
子
ど
も
の
人
数
は
一
二
名
で
あ
る
。「
平
成
22
年

度
事
業
計
画
（
案
）」
の
「
７
．
地
蔵
盆
に
つ
い
て
」
に
よ
る
と
、「
庵あ

ん
じ
ゅ主

さ
ん
の
お
参
り
と
、
子
供

図２　2010 年から 2021 年までの前田東町の議事録（前田東町所持）
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た
。午

前
一
二
時
頃
に
は
、
地
蔵
尊
の
お
下
が
り
の
み
た
ら
し
団
子
が
各
世
帯
に
配
布
さ
れ
る
。

そ
し
て
午
後
一
時
頃
、
大
人
の
福
引
が
行
わ
れ
、
米
や
洗
剤
、
近
所
の
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の

商
品
券
が
配
ら
れ
る
。

そ
し
て
そ
れ
が
終
わ
る
と
す
ぐ
に
パ
イ
プ
テ
ン
ト
は
解
体
さ
れ
、
町
内
の
路
地
は
普
段
の
日
常
に

戻
る
。

ま
た
、「
平
成
21
年
度
地
蔵
会
決
算
報
告
書
」
に
よ
る
と
、「
お
供
え
金
」
に
よ
る
収
入
が

一
六
万
七
〇
〇
〇
円
。
支
出
小
計
が
一
五
万
九
七
三
八
円
で
、
前
述
し
た
「
前
田
東
町
内
会
会
則
」

「
①
地
蔵
尊
祭
り
は
、
信
者
の
お
供
金
に
よ
っ
て
の
み
で
運
営
す

る
。」
と
符
合
す
る
。

支
出
か
ら
さ
ら
に
細
か
く
見
て
み
る
と
、
清
聚
院
の
庵
主
へ
の

お
布
施
が
五
〇
〇
〇
円
、
お
供
花
が
四
〇
〇
〇
円
と
、
地
蔵
信
仰

に
関
わ
る
支
出
が
九
〇
〇
〇
円
で
あ
っ
た
。

子
ど
も
の
前
夜
祭
用
ゲ
ー
ム
に
二
八
九
八
円
、
子
ど
も
用

の
福
引
の
玩
具
に
二
万
七
二
一
〇
円
、
子
ど
も
の
お
や
つ
や

昼
食
代
に
六
九
一
二
円
。
子
ど
も
関
連
へ
の
支
出
を
合
計
す
る

と
。
三
万
七
〇
二
〇
円
で
あ
っ
た
。
他
、
各
世
帯
へ
の
福
引
に

七
万
六
三
二
四
円
、
大
人
の
前
夜
祭
の
飲
食
費
は
三
万
一
九
六
〇

図５
2020 年コロナ禍による地蔵盆縮小の告知

（前田東町所持）

一
八
時
こ
ろ
か
ら
準
備
の
た
め
に
ま
た
人
が
集
ま
り
始
め
る
。
路
地
の
テ
ン
ト
の
下
に
は
ゴ
ザ
が

ひ
か
れ
、「
子
ど
も
の
遊
び
」
の
た
め
の
輪
投
げ
や
ス
ー
パ
ー
ボ
ー
ル
す
く
い
の
た
め
の
水
を
張
っ

た
ビ
ニ
ル
プ
ー
ル
や
、「
大
人
の
集
い
」
の
た
め
の
ビ
ー
ル
や
ジ
ュ
ー
ス
、
お
つ
ま
み
が
準
備
さ
れ

た
。
そ
し
て
一
九
時
頃
か
ら
子
ど
も
た
ち
が
遊
ぶ
横
で
、
大
人
た
ち
の
宴
会
が
行
わ
れ
る
。
二
一
時

頃
に
は
子
ど
も
た
ち
は
帰
り
、
二
二
時
頃
に
は
大
人
の
宴
会
も
終
わ
っ
た
。
こ
れ
で
前
日
の
前
夜
祭

が
終
了
で
あ
る
。
な
お
「
前
田
東
町
」
か
ら
徒
歩
圏
内
の
別
の
町
内
で
も
、
同
日
に
地
蔵
盆
が
開
催

さ
れ
て
い
る
事
が
多
く
、
町
内
周
辺
は
に
ぎ
や
か
な
夜
で
あ
る
。

翌
日
の
地
蔵
盆
当
日
、
午
前
八
時
頃
、
朝
食
な
ど
朝
の
支
度
を
終
え
た
各
家
庭
の
女
性
や
子
ど
も

が
集
ま
り
始
め
る
。
子
ど
も
た
ち
は
、
町
内
を
走
り
回
っ
た
り
、
各
家
か
ら
お
も
ち
ゃ
を
持
ち
寄
っ

た
り
し
て
遊
ぶ
。
な
お
、
櫛
笥
通
は
と
き
お
り
一
般
車
両
が
通
過
す
る
。
路
地
か
ら
急
に
飛
び
出
す

子
ど
も
と
車
両
の
接
触
事
故
な
ど
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
、
常
に
大
人
た
ち
が
子
ど
も
た
ち
か
ら
目

を
離
さ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
は
、
親
以
外
の
大
人
に
叱
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

午
前
九
時
頃
に
、
櫛
笥
通
り
の
東
側
の
寺
院
で
あ
る
清
聚
院
か
ら
庵
主
が
訪
れ
、
地
蔵
尊
に
読
経

が
行
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
数
珠
ま
わ
し
を
行
う
。

午
前
一
〇
時
頃
に
、
子
ど
も
に
お
や
つ
が
配
ら
れ
、
み
ん
な
で
食
べ
る
。

午
前
一
一
時
頃
に
、
子
ど
も
た
ち
の
福
引
が
行
わ
れ
る
。
な
お
こ
の
景
品
は
、
地
蔵
盆
の
一
週
間

ほ
ど
前
に
、
町
内
の
三
役
が
事
前
に
子
ど
も
た
ち
の
親
に
希
望
の
お
も
ち
ゃ
を
尋
ね
て
お
き
、
そ
れ

ら
を
町
内
か
ら
車
で
一
五
分
ほ
ど
の
玩
具
屋
に
買
い
に
行
く
。
な
お
こ
の
玩
具
屋
も
現
在
は
閉
店
し
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ず
、
地
蔵
盆
を
代
表
す
る
町
内
の
行
事
は
ほ
と
ん
ど
執
り
行
わ
な
く
な
っ
た
。

ま
と
め

京
都
の
町
の
様
子
は
、
コ
ロ
ナ
禍
以
前
か
ら
、
ど
ん
ど
ん
様
変
わ
り
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
き
た
。
具
体
的
に
は
、
ホ
テ
ル
の
建
設
、
高
齢
化
に
よ
っ
て
増
加
す
る
空
き
家
、
そ
の
空
き
家
が

中
国
国
籍
の
経
営
者
に
よ
っ
て
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
に
な
っ
た
り
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
中
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
を
う
け
、
京
都
の
夏
の
風
物
詩
で
あ
る
地
蔵
盆
の
行
事
は
縮
小

し
つ
つ
あ
る
。
地
蔵
盆
の
前
夜
祭
、
そ
し
て
地
蔵
盆
は
、
町
内
会
の
親
交
の
場
で
あ
っ
た
。
こ
の
親

交
の
場
が
な
く
な
る
こ
と
は
、
町
内
会
の
関
係
が
希
薄
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

で
は
コ
ロ
ナ
禍
が
収
束
す
れ
ば
、
こ
の
解
決
す
る
か
、
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
コ
ロ
ナ
禍
に

よ
っ
て
町
内
の
行
事
が
縮
小
し
た
こ
と
に
対
し
て
、「
仕
事
が
減
っ
た
」「
楽
に
な
っ
た
」
と
い
う
声

も
聞
く
。
こ
う
し
た
中
、
コ
ロ
ナ
禍
が
収
束
し
た
後
、
数
年
に
わ
た
り
中
断
さ
れ
て
い
た
地
蔵
盆
が

再
開
さ
れ
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。

京
都
の
町
内
会
が
形
成
し
て
き
た
「
子
ど
も
た
ち
を
地
域
で
育
て
る
」
風
景
、
門
掃
き
で
表
さ
れ

る
京
都
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
こ
う
し
た
町
内
行
事
が
培
っ
て
き
た
文
化
で
あ
る
。
町
内
行
事
の
継

続
は
負
担
な
面
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
と
し
て
の
価
値
は
大
き
い
。
コ
ロ
ナ
禍
が
収

束
し
た
後
、
コ
ロ
ナ
禍
以
前
よ
り
も
良
好
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
見
守
り
た

い
。

円
で
あ
っ
た
が
、
寄
付
さ
れ
た
ビ
ー
ル
券
二
〇
枚
を
支
払
い
、
現
金
の
支
払
額
は
一
万
四
一
二
〇
円

で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
「
平
成
21
年
度
地
蔵
会
決
算
報
告
書
」
全
体
を
概
観
す
る
と
、
子
ど
も
に
関
連
す
る

支
出
の
項
目
が
多
い
こ
と
、
ま
た
全
体
の
支
出
の
二
三
％
を
締
め
て
い
る
こ
と
が
み
て
と
れ
、
地
蔵

盆
は
子
ど
も
を
主
役
と
し
た
行
事
で
あ
る
こ
と
が
伺
え
る
。

さ
て
続
い
て
二
〇
二
〇
年
度
（
令
和
二
年
度
）
の
前
田
東
町
の
地
蔵
盆
の
様
子
を
み
て
み
る
。

こ
の
年
度
か
ら
、
コ
ロ
ナ
対
策
と
し
て
地
蔵
盆
は
大
幅
に
縮
小
さ
れ
た
。

ま
ず
二
〇
二
〇
年
六
月
、「
２
０
２
０
年　

前
田
東
町　

地
蔵
盆
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ
」
が
町

内
に
告
知
さ
れ
た
【
図
５
】。
そ
れ
に
よ
る
と
、
①
地
蔵
盆
法
要
は
実
施
、
②
前
夜
祭
な
ど
は
す
べ

て
中
止
、
③
小
学
生
ま
で
は
お
菓
子
を
準
備
（
た
だ
し
、
町
内
に
籍
が
あ
る
児
童
に
限
る
。
三
役
が
各
家
庭
に

配
布
す
る
）、
④
福
引
を
中
止
し
て
プ
レ
ゼ
ン
ト
と
す
る
、
⑤
小
学
生
以
下
の
子
ど
も
が
い
る
家
庭
に

は
一
人
三
〇
〇
〇
円
ま
で
の
補
助
が
で
る
の
で
、
各
家
庭
に
購
入
の
後
、
領
収
書
を
三
役
ま
で
に

持
参
、
⑤
中
学
生
に
は
図
書
券
を
配
布
、
と
あ
る
。
事
実
、「
令
和
２
年
度
前
田
東
町
内
会
行
事
報

告
」
に
よ
る
と
、「
８
月
・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予
防
の
た
め
、
お
菓
子
と
プ
レ
ゼ
ン
ト
の

配
布
、
清
聚
院
住
職
に
よ
る
お
参
り
の
実
施　

＊
プ
レ
ゼ
ン
ト
に
関
し
て
は
、
本
年
度
は
町
籍
の
あ

る
お
子
様
の
み
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
」「
そ
の
他　

本
年
度
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
予
防
・
自
粛
の
た
め
に
、
当
初
予
定
し
て
お
り
ま
し
た
行
事
の
殆
ど
の
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま

し
た
」
と
あ
る
。
ま
た
「
令
和
２
年
度
決
算
報
告
書
」
に
も
、
地
蔵
会
に
関
す
る
支
出
は
記
録
さ
れ
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樋
口
摩
彌
（
ひ
ぐ
ち
・
ま
や
）

同
志
社
大
学
、
立
命
館
大
学
、
佛
教
大
学
、
四
天
王
寺
大
学
非
常
勤
講
師
。

二
〇
一
六
年
同
志
社
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
メ
デ
ィ
ア
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
満
期

大
学
、
二
〇
一
七
年
メ
デ
ィ
ア
学
博
士
（
同
志
社
大
学
）
取
得
。
専
門
は
メ
デ
ィ
ア
史
、
博

士
論
文
の
題
目
は
「
明
治
前
期
の
京
都
に
お
け
る
新
聞
発
行
史
に
関
す
る
研
究
」。
近
世
後

期
や
明
治
初
期
の
古
文
書
な
ど
の
一
次
史
料
に
基
づ
く
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
論
、
近
世
史
、
近

代
史
、
都
市
論
の
視
点
を
用
い
、
ま
た
生
ま
れ
も
育
ち
も
京
都
と
い
う
「
地
元
の
京
都
人

の
感
覚
」
を
生
か
し
て
学
際
的
な
研
究
を
実
施
し
て
い
る
。

 1　
『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』「
地
蔵
信
仰
」
の
項
目
。（
浄
土
宗
、
二
〇
一
六
年
三
月
）

 2　

樋
口
摩
彌
「
明
治
初
年
に
お
け
る
「
新
聞
」
受
容
の
風
景
：『
京
都
府
布
令
書
』
を
手
が
か
り
に
」『
メ
デ
ィ
ア
史
研
究
』
36
号

（
二
〇
一
四
）

 3　
「
令
和
３
年
度

自
治
会
・
町
内
会
ア
ン
ケ
ー
ト

報
告
書　

京
都
市
」https://w

w
w
.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cm

sfi les/

contents/0000300/300511/houkokusyo.pdf

（
二
〇
二
三
年
二
月
一
日
閲
覧
）
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の
特
殊
な
形
態
と
し
て
「
建
築
物
」
が
定
義
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
で
は
、
路
傍
祠
は
工
作
物

か
建
築
物
か
。
法
律
に
関
し
て
は
完
全
な
門
外
漢
で
あ
る
私
が
建
築
基
準
法
を
読
む
だ
け
で
は
、
そ

れ
は
分
か
ら
な
い
。
ウ
ェ
ブ
を
検
索
し
て
み
て
も
な
か
な
か
分
か
ら
な
い1

＊

。
な
ん
と
い
っ
て
も
そ

こ
に
人
間
が
住
む
こ
と
は
な
い
の
だ
か
ら
、
お
そ
ら
く
は
建
築
物
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
同
じ

よ
う
に
人
間
が
そ
の
中
で
は
活
動
し
な
い
犬
小
屋
で
あ
っ
て
も
、
規
模
や
構
造
に
よ
っ
て
は
建
築
物

と
な
る
と
い
う
意
見
も
あ
る2

＊

の
で
、
祠
も
建
築
物
と
見
な
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
る
。
ど
ち
ら
に
せ

よ
、
本
稿
で
は
、
法
律
の
言
う
「
屋
根
及
び
柱
若
し
く
は
壁
を
有
す
る
」
と
い
う
文
言
を
盾
に
と
っ

て
、
路
傍
祠
、
と
く
に
京
都
の
街
な
か
に
点
在
す
る
地
蔵
祠
を
、
建
築
と
し
て
見
て
い
き
た
い
と
思

う
。で

は
そ
こ
に
住
む
の
は
誰
か
と
い
う
と
、
石
造
り
の
地
蔵
尊
以
外
に
は

な
い
。
地
蔵
祠
と
は
、
人
間
で
は
な
く
、
聖
な
る
者
の
住
ま
う
構
造
物
と

い
う
意
味
で
は
じ
め
て
建
築
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
本
稿
で

は
、
地
蔵
祠
の
建
築
を
、
そ
れ
を
構
成
す
る
要
素
ご
と
に
で
き
る
限
り
丁

寧
に
見
て
い
く
こ
と
で
、
聖
な
る
者
の
小
さ
な
住
ま
い
を
読
み
解
い
て
い

き
た
い
と
思
う
。

ま
ず
標
準
的
な
祠
を
見
て
み
よ
う
【
図
１
】。「
標
準
的
」
と
い
う
に
は
、

あ
ま
り
に
も
立
派
す
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
建
築
的
な
諸
要
素
が
分
か

り
や
す
い
の
で
こ
れ
を
選
ん
だ
。
四
条
烏
丸
近
く
の
京
都
市
中
京
区
元
法

図１　
京都市中京区錦小路通東洞院東入ル元法然寺町の
地蔵祠、著者撮影

地
蔵
祠
―
路
傍
の
建
築

佐
藤
守
弘

路
傍
の
祠
を
〈
建
築
〉
と
し
て

4

4

4

考
え
て
み
た
い
。「
と
し
て
」
と
わ
ざ
わ
ざ
書
く
の
は
、
そ
れ
ら

が
普
通
は
建
築
物
と
は
見
な
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
〈
建
築
〉
と
は
何
か
と
い
う

大
問
題
は
、
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
建
築
家
や
歴
史
家
や
理
論
家
や
批
評
家
が
真
摯
に
考
え
、
論

じ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、「
建
築
（architecture

）」
と
い
う
概
念
が
発
祥
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

で
は
、
そ
れ
は
総
合
芸
術
と
し
て
伝
統
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
芸
術
の
最
上
位

―
「
諸
芸
術
の
母
」

―
と
さ
れ
て
き
た
。
と
な
れ
ば
、
街
の
路
傍
の
あ
ち
こ
ち
に
あ
る
石
の
地
蔵
を
祀
っ
た
祠
の
よ

う
な
あヴ

ァ

ナ

キ

ュ

ラ

ー

り
ふ
れ
て
と
る
に
足
ら
な
い
モ
ノ
が
、
偉
大
な
人
間
精
神
の
精
華
と
さ
れ
る
大
芸
術
の
系
譜

に
並
べ
ら
れ
る
訳
も
な
い
だ
ろ
う
。

で
は
、
も
う
少
し
卑
近
な
レ
ヴ
ェ
ル
で
日
本
の
法
律
を
見
て
み
よ
う
。「
建
築
基
準
法
」
の
第
二

条
の
一
は
、
建
築
物
と
は
「
土
地
に
定
着
す
る
工
作
物
の
う
ち
、
屋
根
及
び
柱
若
し
く
は
壁
を
有
す

る
も
の
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、「
土
地
に
定
着
す
る
工
作
物
」
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土
地
の
所
有
者
、
あ
る
い
は
町
内
の
強
い
意
志
を
感
じ
ら
れ
る
。
照
明
の
た
め
に
電
灯
も
付
け
ら

れ
、
向
か
っ
て
左
を
見
る
と
そ
れ
用
の
電
線
が
背
後
の
ビ
ル
か
ら
引
か
れ
て
い
る
の
も
観
察
で
き

る
。
よ
く
見
る
と
向
か
っ
て
右
側
の
内
壁
に
フ
ッ
ク
が
取
り
付
け
ら
れ
、
掃
除
用
の
箒
が
ぶ
ら
下
げ

ら
れ
て
い
る
の
も
見
え
る
。

と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
立
派
な
上
屋
だ
け
で
は
な
い
。
も
っ
と
簡
素
な
も
の
も
あ
る
。
堀
川
御

池
に
ほ
ど
近
い
こ
の
祠
【
図
２
】
は
、
基
部
に
金
属
製
の
柵
を
直
接
取
り
付
け
、
透
明
な
樹
脂
製
の

波
板
を
屋
根
、
お
よ
び
周
囲
に
張
っ
て
保
護
し
て
い
る
。
祠
が
敷
地
ぎ
り
ぎ
り
に
建
っ
て
い
る
の

で
、
独
立
し
た
上
屋
を
建
て
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
元
法
然
寺
町
の
手
の
込
ん
だ
木

造
上
屋
と
比
べ
る
と
あ
り
あ
わ
せ
の
建
材
で
作
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
と
は
い
え
、
現
代
風
の
手

に
入
り
や
す
い
建
材
を
使
っ
て
い
る
か
ら
と
言
っ
て
も
、
祠
を

護
っ
て
後
世
に
伝
え
て
い
こ
う
と
い
う
意
志
が
弱
い
わ
け
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
読
み
取
れ
る
の
が
、
道
路
側
に
向
か
っ

て
柵
が
途
中
か
ら
張
り
出
し
て
い
る
様
子
で
あ
る
。
よ
く
観
察

す
る
と
入
母
屋
造
の
祠
の
屋
根
が
公
道
に
少
し
掛
か
っ
て
い
る

の
が
分
か
る
が
、
そ
の
屋
根
を
削
る
こ
と
な
く
保
護
す
る
た
め

に

―
そ
れ
で
い
て
法
律
に
触
れ
な
い
よ
う
に

―
途
中
か
ら

張
り
出
さ
せ
た
と
い
う
細
か
い
配
慮
が
読
み
取
れ
る
。
そ
れ
に

気
づ
く
と
、
一
見
簡
素
に
見
え
た
上
屋
が
、
脇
に
あ
る
町
内
安

図２
京都市中京区御池通岩上西入ル三坊猪熊町北組の地蔵祠、
著者撮影

然
寺
町
に
あ
る
こ
の
延
命
地
蔵
大
菩
薩
の
祠
は
、
大
き
く
分
け
る
と
三
つ
の
要
素
か
ら
な
っ
て
い
る

―
す
な
わ
ち
上う

わ
や屋

、
基
部
、
そ
し
て
祠
本
体
で
あ
る
。「
上
屋
」

―
と
仮
に
名
付
け
よ
う

―

は
、
祠
全
体
を
覆
う
構
造
物
で
あ
る
。
必
ず
し
も
祠
本
体
と
同
じ
時
期
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
は
な

く
、
祠
を
保
護
し
、
劣
化
を
防
ぐ
た
め
に
、
む
し
ろ
後
に
建
て
ら
れ
た
場
合
も
多
い
と
考
え
ら
れ

る
。
路
傍
の
祠
で
、
ま
ず
目
に
入
っ
て
く
る
の
は
こ
れ
で
あ
る
。
基
部
は
木
材
、
石
、
モ
ル
タ
ル
な

ど
で
製
作
さ
れ
、
祠
本
体
を
支
え
、
人
間
の
眼
の
高
さ
に
嵩
上
げ
す
る
機
能
を
持
つ
。
そ
し
て
そ
の

上
に
乗
っ
て
い
る
の
が
祠
の
本
体
で
、
厳
密
に
言
え
ば
、
こ
れ
の
み
を
祠
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
祠
本

体
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
は
木
造
で
、
フ
ァ
サ
ー
ド
は
多
く
の
場
合
格
子
を
は
め
ら
れ
、
中
に
収
め

ら
れ
て
い
る
石
仏
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

上
屋

こ
の
祠
の
上
屋
は
立
派
な
木
造
建
築
で
、
金
属
板
で
覆
わ
れ
た
切
妻
屋
根
を
有
し
て
い
る
。
私
が

見
て
き
た
限
り
で
は
切
妻
屋
根
が
多
い
よ
う
に
思
え
る
が
、
同
じ
切
妻
で
も
こ
の
祠
の
よ
う
な
妻
入

だ
け
で
は
な
く
、
平
入
も
確
認
で
き
る
し
、
入
母
屋
造
も
あ
る
。
ま
た
後
に
見
る
よ
う
な
唐
破
風
の

祠
は
多
く
見
ら
れ
る

―
寺
院
建
築
の
影
響
で
あ
ろ
う
。
こ
の
屋
根
の
上
に
は
、
シ
ン
プ
ル
な
形

状
で
あ
る
が
棟
瓦
と
鬼
瓦
も
乗
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
も
と
も
と
は
瓦
葺
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
さ
ら
に
観
音
開
き
の
金
属
製
の
門
扉
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
形
状
か
ら
サ
イ
ズ
に
合

う
既
製
品
を
近
年
に
取
り
つ
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
立
派
な
祠
を
な
ん
と
し
て
も
護
ろ
う
と
い
う
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見
て
き
た
限
り
で
は
成
形
の
し
易
さ
か
ら
か
、
モ
ル
タ
ル
製
が
多
い
よ
う
で
あ
る

―
モ
ル
タ
ル

に
覆
わ
れ
た
基
礎
は
煉
瓦
な
ど
の
場
合
も
あ
る
よ
う
だ
。
二
条
城
の
南
、
中
京
区
最
上
町
の
祠
【
図

４
】
は
、
私
た
ち
が
「
タ
イ
ル
ホ
コ
ラ
」
と
呼
ん
で
い
る
タ
イ
プ
で
、
基
部
も
上
屋
も
、
お
そ
ら
く

モ
ル
タ
ル
で
作
ら
れ
、
そ
の
上
に
ピ
ン
ク
、
水
色
、
黒
と
色
と
り
ど
り
の
凝
っ
た
意
匠
の
タ
イ
ル
が

貼
ら
れ
て
い
る
（
モ
ノ
ク
ロ
図
版
な
の
で
分
か
り
に
く
い
が
）。
さ
ら
に
上
屋
の
屋
根
は
、
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ

ク
な
唐
破
風
に
仕
立
て
上
げ
ら
れ
、
そ
の
下
の
梁
の
部
分
に
は
、
タ
イ
ル
を
切
っ
て
飾
り
を
つ
け
る

と
い
う
細
か
い
細
工
が
施
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
建
築
で
も
、
元
法
然
寺
町
の
祠
の
よ
う
な
木
製
の
場

合
は
大
工
が
製
作
し
た
の
だ
ろ
う
が
、
モ
ル
タ
ル
製
の
場
合
は
左
官
業
の
領
域
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て

は
街
の
あ
ち
こ
ち
に
い
た
左
官
業
者
が
す
べ
て
を
請
け
負
い
、
お
そ
ら
く
は
手
持
ち
の
タ
イ
ル
を
組

図３　
京都市上京区室町通今出川上ル築山北半町の地蔵祠、
著者撮影

図４
中京区猪熊通御池上ル最上町の地蔵祠、著者撮影

全
の
灯
籠
の
古
い
石
造
り
と
は
好
対
照
な
コ
ン
ク
リ
ー
ト
打
放
し
で
ま
る
で
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
の
よ

う
に
も
見
え
る
基
部
と
相
ま
っ
て
、
あ
る
種
の
機
能
美
が
感
じ
取
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

上
屋
は
、
必
ず
し
も
独
立
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
そ
の
土
地
の
建
物
の
一
部
が
上
屋
の
役
目
を

果
た
す
こ
と
も
あ
る
。
同
志
社
大
学
近
く
の
上
京
区
築
山
北
半
町
に
あ
る
祠
【
図
３
】
は
、
近
年
建

て
ら
れ
た
住
宅
の
一
部
に
、
ま
る
で
ビ
ル
ト
＝
イ
ン
の
よ
う
な
状
態
で
安
置
さ
れ
て
い
る
。
敷
地

い
っ
ぱ
い
に
住
宅
を
建
て
た
い
と
い
う
気
持
ち
と
祠
を
遺
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
志
を
両

立
さ
せ
た
結
果
か
も
し
れ
な
い
。
住
宅
の
外
壁
に
ア
ル
コ
ー
ヴ
を
作
り
、
き
ち
ん
と
雨
除
け
の
屋
根

も
張
り
出
さ
せ
て
祠
を
護
っ
て
い
る
。
住
宅
が
地
蔵
祠
を
取
り
込
ん
だ
と
い
う
よ
り
、
祠
が
本
体
で

そ
れ
に
住
宅
が
付
随
し
て
い
る
と
考
え
て
み
た
ら
楽
し
い
。

基
部

元
法
然
寺
町
の
祠
【
図
１
】
に
戻
ろ
う
。
こ
の
祠
の
基
部
は
、
上
屋
や
祠
本
体
に
負
け
な
い
よ
う

な
立
派
な
石
造
り
で
あ
る
。
前
部
に
張
り
出
し
た
部
分
に
は
、
香
炉
が
設
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を

支
え
る
の
は
、
下
部
が
二
つ
に
別
れ
た
石
彫
で
、
雲
型
の
凝
っ
た
彫
刻
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
図

版
で
は
門
扉
に
隠
さ
れ
て
い
る3

＊

が
、
香
炉
の
真
下
に
は
、
地
蔵
祠
に
つ
き
も
の
の
卍
字
と
法
輪
が

二
つ
な
が
ら
浅
浮
き
彫
り
で
彫
刻
さ
れ
て
い
る
。
手
練
の
石
工
に
よ
っ
て
丁
寧
に
作
ら
れ
た
作
品
で

あ
ろ
う
。

こ
の
祠
の
基
部
は
石
造
り
で
あ
る
が
、
基
部
の
材
料
も
上
屋
と
同
じ
く
幅
が
広
い
。
と
は
い
え
、
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で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
つ
る
つ
る
の
表
面
は
、
実
用
性
に
と
ど
ま
ら
ず
、
人
間
の
知
覚
に
訴
え

る
独
特
の
美
的
な
質
を
も
具
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
極
め
て
人
工
的
な
タ
イ
ル
を
、
た
と
え
ば
谷
崎

潤
一
郎
は
、「
ケ
バ
ケ
バ
し
い6

＊

」
と
非
難
し
た
が
、
京
都
の
街
の
人
び
と
は
聖
な
る
祠
に
そ
れ
を
貼

り
、
派
手
に
装
わ
せ
た

―
こ
こ
に
あ
る
種
の
美
を
見
出
し
た
の
に
違
い
な
い
。
伝
統
と
近
代
の

不
思
議
な
出
会
い
が
生
み
だ
し
た
奇
妙
な
美
の
か
た
ち
を
見
出
す
こ
と
が
、
地
蔵
祠
を
見
て
歩
く
楽

し
み
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。

祠最
後
に
見
て
み
た
い
の
が
、
基
部
に
乗
せ
ら
れ
、
上
屋
に
護
ら
れ

た
祠
の
本
体
で
あ
る
。
元
法
然
寺
町
の
祠
で
ま
ず
目
を
惹
く
の
は
、

丁
寧
な
柿

こ
け
ら

葺
き
の
屋
根
で
あ
る
【
図
５
】。
よ
く
見
る
と
柿
板
が
五
層

に
重
ね
ら
れ
て
い
る
本
格
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ

こ
そ
、
祠
が
地
蔵
を
住
人
と
す
る
建
築
と
言
い
た
く
な
る
こ
と
が
理

解
し
て
い
た
だ
け
る
事
例
だ
と
思
う
。
中
央
部
の
扁
額
に
は
、「
地

蔵
尊
」「
大
日
尊
」
と
仏
の
名
号
が
書
か
れ
て
い
る

―
そ
れ
ぞ
れ

下
部
の
卍
字
と
法
輪
と
対
応
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
一
口
に
「
地
蔵

祠
」
と
呼
ぶ
が
、
実
の
と
こ
ろ
さ
ま
ざ
ま
な
仏
に
擬
せ
ら
れ
て
い

て
、
そ
の
多
く
は
地
蔵
菩
薩
と
大
日
如
来
に
大
別
さ
れ
る
。
し
か

図５　
京都市中京区錦小路通東洞院東入ル元法然寺町の
地蔵祠の屋根部分、著者撮影

み
合
わ
せ
て
作
り
上
げ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る4

＊

。

近
代
的
な
タ
イ
ル
と
古
来
よ
り
続
く
地
蔵
信
仰
の
組
み
合
わ
せ
は
、
一
見
奇
異
に
見
え
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
異
質
と
思
わ
れ
る
も
の
が
出
会
う
場
が
ヴ
ァ
ナ
キ
ュ
ラ
ー

（vernacular
）
と
言
わ
れ
る
領
域
で
あ
る
。
ヴ
ァ
ナ
キ
ュ
ラ
ー
と
は
、
本
来
、
た
と
え
ば
中
世
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ラ
テ
ン
語
の
よ
う
な
普
遍
的
な
言
語
に
対
し
て
、
地
方
地
方
で
話
さ
れ
て
い
た
言

葉

―
の
ち
に
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ド
イ
ツ
語
な
ど
に
な
っ
て
い
く

―
の
こ
と
を
指
し
て
い

た
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
に
固
有
の
も
の
、
ア
マ
チ
ュ
ア
や
素
人
、
小
規
模
の
業
者

に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
も
の
、
市
場
経
済
の
外
で
動
く
も
の
な
ど
が
ヴ
ァ
ナ
キ
ュ
ラ
ー
と
言
わ
れ
、
建

築
や
写
真
の
批
評
言
語
と
し
て
二
〇
世
紀
の
終
わ
り
頃
か
ら
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
テ
ク

ス
ト
の
は
じ
め
に
、「
あ
り
ふ
れ
て
と
る
に
足
ら
な
い
」
と
い
う
言
葉
に
「
ヴ
ァ
ナ
キ
ュ
ラ
ー
」
と

い
う
ル
ビ
を
振
っ
た
の
は
、
路
傍
祠
と
い
う
も
の
こ
そ
、
ヴ
ァ
ナ
キ
ュ
ラ
ー
建
築
と
言
え
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

祠
の
外
装
に
タ
イ
ル
が
導
入
さ
れ
た
理
由
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
手
入
れ
の
し
易
さ
か
ら
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
。
敷
瓦
な
ど
の
よ
く
似
た
先
行
例
は
あ
る
に
せ
よ
、
タ
イ
ル
と
は
西
洋
か
ら
近
代
日
本
に

取
り
入
れ
ら
れ
た
物
質
文
化
で
あ
る

―
な
お
二
〇
二
二
年
は
「
タ
イ
ル
」
と
い
う
名
称
に
統
一

さ
れ
た
一
〇
〇
周
年
で
あ
っ
た5

＊

。
タ
イ
ル
が
日
本
の
生
活
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
は
じ
め
は
、

そ
の
釉
薬
が
掛
け
ら
れ
た
つ
る
つ
る
と
し
た
表
面
が
耐
水
性
に
優
れ
、
汚
れ
を
落
と
し
や
す
い
か
ら

で
あ
り
、
屋
外
に
あ
っ
て
汚
れ
や
す
い
祠
の
表
面
を
保
護
す
る
の
に
最
適
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
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混
じ
っ
て
前
掛
け
を
ま
と
っ
た
一
石
五
輪
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
【
図
６
】。
地
下
か
ら
掘
り
出
さ
れ

た
石
造
物
は
、
前
掛
け
と
い
う
石
地
蔵
と
関
連
す
る
換
喩
的
な
記
号
を
ま
と
う
こ
と
で
、
地
蔵
尊
と

な
る
4

4

。
祠
も
同
じ
機
能
を
果
た
す
だ
ろ
う
。
祠
と
い
う
建
築
に
安
置
さ
れ
る

―
住
む

―
こ
と

に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
石
は
地
蔵
に
な
る
4

4

の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
祠
と
は
そ
の
中
に

安
置
さ
れ
た
石
と
い
う
物
質
に
聖
性
を
与
え
る
装
置
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

本
稿
で
は
、
地
蔵
祠
を
〈
建
築
〉
と
し
て
見
て
み
た
。
と
は
い
え
、
私
は
あ
く
ま
で
も
写
真
を

中
心
と
す
る
メ
デ
ィ
ア
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
視
覚
／
物
質
文
化
の
研
究
者
で
あ
る
の
で
、
ど
こ
ま

で
そ
の
目
的
が
達
成
で
き
た
か
ど
う
か
は
、
は
な
は
だ
心
も
と
な
い
。
だ

か
ら
、
こ
の
テ
ー
マ
は
、
ぜ
ひ
建
築
の
専
門
家
に
取
り
組
ん
で
も
ら
い
た

い
と
思
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
地
蔵
が
住
ま
う
祠
の
建
築
様
式
の
、
い
く

つ
か
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
紹
介
し
て
き
た
が
、
こ
の
紙
幅
で
は
紹
介

し
き
れ
な
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
ス
タ
イ
ル
の
祠
が
存
在
す
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。
こ
う
し
た
路
傍
の
小
さ
な
建
築
物
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
を
た

ど
っ
て
き
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
様
式
の
広
が
り
が
認
め
ら
れ
る
の
か
、

地
域
社
会
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
て
き
て
／
い
る
の
か
。

問
い
た
い
こ
と
は
、
数
限
り
な
く
あ
る
。

図６
京都市左京区岩倉上蔵町の目無地蔵尊脇石仏群、
著者撮影

し
、
こ
の
祠
の
よ
う
に
両
方
同
時
に
祀
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
真
新
し
い
提
灯
に

は
「
延
命
地
蔵
大
菩
薩
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
祀
り
拝
む
人
び
と
の
仏
に
対
す
る
認
識

が
ど
こ
か
の
時
点
で
変
わ
っ
た
こ
と
を
示
す
の
か
も
し
れ
な
い
。

京
都
の
多
く
の
町
内
と
同
じ
く
、
こ
の
地
蔵
祠
が
町
の
人
び
と
に
大
切
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

花
瓶
に
花
が
活
け
ら
れ
、
コ
ッ
プ
に
水
が
供
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
分
か
る
。
定
期
的
に
花
や
水

は
入
れ
替
え
ら
れ
、
先
述
の
箒
で
綺
麗
に
掃
き
清
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
祠
は
、
間
違
い

な
く
生
き
て

4

4

4

い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
格
子
の
奥
に
は
本
尊
た
る
石
仏
が
安
置
さ
れ
て
い
る

―

本
稿
の
主
旨
か
ら
言
う
と
「
住
ん
で
い
る
」
と
言
っ
た
方
が
い
い
だ
ろ
う
か
。
豪
勢
な
裂
地
に
隠
さ

れ
て
よ
く
は
確
認
で
き
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
二
尊
祀
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
し
た
石
仏

た
ち
に
と
っ
て
、
祠
と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

京
都
の
地
蔵
お
よ
び
地
蔵
盆
の
歴
史
を
丹
念
に
探
っ
た
村
上
紀
夫
は
、
お
そ
ら
く
は
中
世
に
制
作

さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
石
仏
が
、
近
世
に
な
っ
て
工
事
や
井
戸
掘
り
な
ど
に
よ
っ
て
地
中
か
ら
多
く
発

見
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
数
多
く
の
史
料
に
見
出
し
て
い
る
。
当
時
は
地
中
と
い
う
も
の
は
一
種
の

他
界
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
説
か
ら
彼
が
推
測
す
る
の
は
、「
地
」
に
「
蔵お

さ

」
め
ら
れ
て
い
た

石
造
物
は
、
た
と
え
そ
れ
が
石
仏
で
な
く
と
も
霊
験
あ
ら
た
か
な
「
地
蔵
」
と
見
な
さ
れ
た
の
で
は

な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
五
輪
塔
の
よ
う
な
も
の
が
、
赤
い
前
掛
け

を
か
け
て
石
仏
と
と
も
に
「
地
蔵
尊
」
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
不
思
議
な
光
景
も
そ
れ
で
説
明
が
つ

く
の
で
は
な
い
か
と
彼
は
言
う7

＊

―
た
と
え
ば
岩
倉
上
蔵
町
の
目
無
地
蔵
尊
の
脇
に
は
、
石
仏
に
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た
だ
し
、
国
税
庁
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
は
、「
庭
内
神
し
〔
祠
〕」
の
定
義
が
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「「
庭
内
神
し
」
と
は
、

一
般
に
、
屋
敷
内
に
あ
る
神
の
社
や
祠
等
と
い
っ
た
ご
神
体
を
祀
り
日
常
礼
拝
の
用
に
供
し
て
い
る
も
の
を
い
い
、
ご
神
体
と
は
不

動
尊
、
地
蔵
尊
、
道
祖
神
、
庚
申
塔
、
稲
荷
等
で
特
定
の
者
又
は
地
域
住
民
等
の
信
仰
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
い
ま
す
」。

こ
こ
で
は
「
庭
内
」
と
あ
る
が
、
庭
に
あ
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
公
道
に
面
し
て
い
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
の
で
、
地

蔵
祠
は
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
含
ま
れ
る
と
考
え
て
い
い
の
で
は
な
い
か
。
国
税
庁
「
庭
内
神
し
の
敷
地
等
」、https://w

w
w
.nta.

go.jp/law
/shitsugi/sozoku/04/02.htm

、
二
〇
二
三
年
一
月
三
一
日
ア
ク
セ
ス
。

 2　

平
野
ゆ
か
り
「
ひ
そ
か
な
ブ
ー
ム
！
「
小
屋
」
を
建
て
る
際
の
注
意
点
。
建
築
確
認
は
？
固
定
資
産
税
は
？
」、『A

ll A
bout N

ew
s

』、

二
〇
一
五
年
一
〇
月
二
九
日
、https://new

s.allabout.co.jp/articles/d/89149/

、
二
〇
二
三
年
一
月
三
一
日
ア
ク
セ
ス
。

 3

G
oogle M

ap

に
は
、
こ
の
祠
が
マ
ー
ク
さ
れ
て
い
て
、
そ
こ
に
は
門
扉
が
開
け
ら
れ
て
い
る
状
態
を
含
め
て
複
数
の
写
真
が
ア
ッ

プ
ロ
ー
ド
さ
れ
て
い
る
。G

oogle M
ap

「
元
法
然
寺
町
地
蔵
尊
大
日
尊
」、https://goo.gl/m

aps/ZW
JiU

kB1PQ
YdzzU

k6

、

二
〇
二
三
年
一
月
三
一
日
ア
ク
セ
ス
。
な
お
、
本
稿
で
は
、G

oogle M
ap

の
表
記
に
従
い
「
元
法
然
寺
町
」
と
し
て
い
る
が
、
町

域
と
し
て
は
隣
の
坂
東
屋
町
に
属
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
の
で
、「
坂
東
屋
町
の
祠
」
と
し
た
方
が
適
切
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

 4　

中
村
裕
太
「
タ
イ
ル
ホ
コ
ラ
ツ
ー
リ
ズ
ム

―
信
仰
を
観
光
す
る
」（『A

M
eeT

』、https://w
w
w
.am

eet.jp/colum
n/225/

、

二
〇
一
四
年
一
一
月
二
一
日
、
三
ペ
ー
ジ
、
二
〇
二
三
年
一
月
三
一
日
ア
ク
セ
ス
）
に
は
、
京
都
市
中
京
区
朱
雀
第
三
壬
生
賀
陽
御

所
町
に
あ
る
タ
イ
ル
ホ
コ
ラ
の
調
査
の
結
果
、
町
内
の
左
官
屋
が
そ
れ
を
制
作
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

る
。
な
お
中
村
は
、
本
報
告
書
に
も
登
場
す
る
谷
本
研
と
と
も
に
、「
タ
イ
ル
と
ホ
コ
ラ
と
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
と
い
う
ア
ー
ト
・
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
二
〇
一
四
年
以
来
行
っ
て
い
る
。「
タ
イ
ル
と
ホ
コ
ラ
と
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「「
白
川
道
中
膝
栗
毛
」

に
つ
い
て
」（
菊
地
暁
、
佐
藤
守
弘
編
『
学
校
で
地
域
を
紡
ぐ

―
『
北
白
川
こ
ど
も
風
土
記
』
か
ら
』、
小
さ
子
社
、
二
〇
二
〇

年
、
三
二
八
〜
三
三
二
ペ
ー
ジ
）
を
参
照
の
こ
と
。

 5　

全
国
タ
イ
ル
業
協
会
／
全
国
タ
イ
ル
工
業
組
合
『Touch The Tiles
｜
タ
イ
ル
名
称
統
一
百
周
年
記
念
サ
イ
ト
』、https://

touchthetiles.jp/

、
二
〇
二
三
年
一
月
三
一
日
ア
ク
セ
ス
。

 6　

谷
崎
潤
一
郎
「
陰
翳
礼
讃
」、『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
』
第
二
十
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
六
八
年
、
五
一
九
ペ
ー
ジ
。「
ケ
バ
ケ
バ
し
い
」

と
い
う
の
は
、
否
定
的
な
言
い
方
で
は
あ
る
が
、
美
学
に
お
い
て
は
こ
れ
も
「
美
的
／
感
性
的
質
」
と
見
な
さ
れ
る
。
な
お
前
述
の

中
村
裕
太
は
、谷
崎
の
タ
イ
ル
嫌
悪
を
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
、《
豆
腐
と
油
揚
げ
》（
二
〇
〇
九
年
）
と
い
う
作
品
を
制
作
し
て
い
る
。

 7　

村
上
紀
夫
『
京
都
地
蔵
盆
の
歴
史
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
七
、四
六
〜
五
二
ペ
ー
ジ
。

佐
藤
守
弘
（
さ
と
う
・
も
り
ひ
ろ
）

一
九
六
六
年
京
都
生
。
同
志
社
大
学
文
学
部
美
学
芸
術
学
科
教
授
。
写
真
を
中
心
と
し
た

視
覚
文
化
と
メ
デ
ィ
ア
の
研
究
を
主
と
し
て
近
現
代
の
日
本
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
行
っ
て
い

る
。
著
書
に
『
ト
ポ
グ
ラ
フ
ィ
の
日
本
近
代

―
江
戸
泥
絵
・
横
浜
写
真
・
芸
術
写
真
』

（
単
著
、
青
弓
社
、
二
〇
一
一
）、『
学
校
で
地
域
を
紡
ぐ
―
『
北
白
川
こ
ど
も
風
土
記
』
か

ら
』（
共
編
著
、
小
さ
子
社
、
二
〇
二
〇
）
な
ど
。
翻
訳
に
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
バ
ッ
チ
ェ
ン
『
写

真
の
ア
ル
ケ
オ
ロ
ジ
ー
』（
共
訳
、
青
弓
社
、
二
〇
一
〇
）
な
ど
。
最
近
は
、「
パ
ン
ク
の
視
覚

文
化
」（『AM

eeT

』
二
〇
二
一
）、「
ル
ー
デ
ィ
た
ち
の
ス
タ
イ
ル
と
デ
ザ
イ
ン

―
２
ト
ー

ン
と
視
覚
文
化
」（『AM

eeT

』
二
〇
二
二
）
な
ど
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
カ
ル
チ
ャ
ー
／
サ
ブ
カ
ル

チ
ャ
ー
に
関
す
る
テ
ク
ス
ト
も
執
筆
。
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お
地
蔵
様
と
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー  

：
身
近
な
「
子
ど
も
の
守
り
神
」

佐
野
明
子

は
じ
め
に

奈
良
県
吉
野
町
へ
二
〇
二
二
年
四
月
に
訪
れ
た
と
き
、
お
地
蔵
様
の
横
に
ピ
カ
チ
ュ
ウ
の
石
像
が

並
ん
で
い
た
【
図
１
】。
お
地
蔵
様
と
ピ
カ
チ
ュ
ウ
と
は
、
新
旧
の
意
外
な
組
み
合
わ
せ
だ
と
思
い
よ

く
見
る
と
、
そ
こ
は
あ
る
石
材
店
だ
っ
た
。
た
し
か
に
い
ま
、
石
材
店
の
な
か
に
は
、
ア
ン
パ
ン
マ

ン
、
ド
ラ
え
も
ん
、
キ
テ
ィ
ち
ゃ
ん
、
ス
ヌ
ー
ピ
ー
、
ピ
ン
グ
ー
な
ど
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
石
像
を
販

売
し
て
い
る
店
が
あ
る1

＊

。
筆
者
は
二
人
の
子
ど
も
（
五
才
と
八
才
）
を
育
て
て
い
て
、
ア
ン
パ
ン
マ
ン

や
ド
ラ
え
も
ん
の
グ
ッ
ズ
に
八
年
間
も
囲
ま
れ
続
け
て
き
た
が
、
そ
の
と
き
「
お
地
蔵
様
と
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
は
似
て
い
る
」
と
も
感
じ
た
。
両
者
は
等
身
が
低
く
丸
み
を
帯
び
た
形
状
が
近
い
。
ま
た
、

お
地
蔵
様
は
「
子
ど
も
の
守
り
神
」
と
し
て
信
仰
さ
れ
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
子
ど
も
文
化
に
定
着
し

て
お
り
、「
子
ど
も
」
と
い
う
接
点
も
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
お
地
蔵
様
と
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と

図 1　ピカチュウとお地蔵様
（奈良県吉野町、著者撮影）

い
う
、
古
か
ら
の
信
仰
と
現
代
文
化
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

お
地
蔵
様
と
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
接
続

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
像
は
、『
ゲ
ゲ
ゲ
の
鬼
太
郎
』
の
水
木
し
げ
る
ロ
ー
ド
や
、『
そ
れ
い
け
！
ア

ン
パ
ン
マ
ン
』
の
香
美
市
立
や
な
せ
た
か
し
記
念
館
な
ど
【
図
２
、３
】、
各
地
の
観
光
名
所
に
設
置

さ
れ
て
い
る
。『
も
に
ゅ
キ
ャ
ラ
巡
礼
』
と
い
う
本
に
、
石
像
、
ブ
ロ
ン
ズ
像
、
Ｆ
Ｒ
Ｐ
像
（
グ
ラ
ス

フ
ァ
イ
バ
ー
を
混
ぜ
た
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
）
を
含
め
、
全
国
二
六
ヶ
所
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
像
が
紹
介
さ
れ

て
い
る
が
、
像
の
分
類
の
一
つ
が
「
地
蔵
型
」2

＊

と
名
指
さ
れ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。「
地
蔵
型
」

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
像
は
、
高
さ
一
メ
ー
ト
ル
以
下
で
、
道
端
に
た
た
ず
み
、
街
角
を
静
か
に
見
守
る

も
の
で
、
た
と
え
ば
東
急
電
鉄
「
桜
新

町
駅
」
前
の
カ
ツ
オ
と
ワ
カ
メ
像
が
そ

れ
に
あ
た
る
。
冒
頭
で
と
り
あ
げ
た
ピ

カ
チ
ュ
ウ
の
よ
う
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の

石
像
も
、
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
ア
イ
テ
ム
と

し
て
庭
先
に
飾
っ
た
り
、
玄
関
前
に
置

い
た
り
す
る
家
庭
用
品
と
し
て
販
売
さ

れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
も
ま
た
、
家
や
近

所
の
人
々
を
見
守
る
「
地
蔵
型
」
と
い

図２　たたかうアンパンマン像
（高知県香美市、著者撮影）

図３　やなせ兎とアンパンマンたちの銅像
（高知県香美市、著者撮影）
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え
る
だ
ろ
う
。
お
地
蔵
様
と
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
、
等
身
が
低
く
丸
み
を
帯
び
た
フ
ォ
ル
ム
や
、
人
々

に
親
し
ま
れ
て
い
る
共
通
点
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
地
蔵
信
仰
と
現
代
文
化
が
接
続
す
る
さ
ま
が
み
ら

れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
人
々
が
自
ら
作
る
「
参
加
型
文
化
」3

＊

と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
、
お
地
蔵
様
と
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
に
通
底
す
る
特
徴
だ
。
既
成
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
物
語
や
映
像
を
人
々
が
思
い
思
い
に
制
作
す

る
「
二
次
創
作
」
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
お
地
蔵
様
の
二
次
創
作
も
あ
る
。pixiv

（
イ
ラ
ス
ト

や
小
説
の
投
稿
サ
イ
ト
）
で
「
地
蔵
」
を
検
索
す
る
と
三
八
九
件
ヒ
ッ
ト
し
、「
パ
ン
ク
地
蔵
」「
地
蔵

ち
ゃ
ん
腐
女
子
に
な
る
」
な
ど
テ
ー
マ
の
多
彩
さ
や
、
漫
画
、
水
彩
画
、
版
画
、
写
真
、
折
り
紙

な
ど
ス
タ
イ
ル
の
多
様
さ
が
目
を
引
く
。
若
者
が
お
地
蔵
様
を
「
エ
モ
い
」「
レ
ト
ロ
か
わ
い
い
」

と
い
っ
た
価
値
を
見
出
し
て
い
る
事
例
の
ひ
と
つ
と
み
な
せ
る
だ
ろ
う
（
多
田
論
考
を
参
照
）。
マ
ス
メ

デ
ィ
ア
で
も
「
お
自
動
さ
ん
」
と
い
う
地
蔵
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
Ｃ
Ｍ
が
か
つ
て
ヒ
ッ
ト
し
て
お
り

（
竹
内
論
考
を
参
照
）、
企
業
や
市
井
の
人
々
が
協
働
し
て
お
地
蔵
様
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
創
出
し

受
容
す
る
サ
イ
ク
ル
が
み
ら
れ
る
。
デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
以
外
で
も
、
木
や
粘
土
で
お
地
蔵
様
を
作

る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
大
山
寺
（
鳥
取
県
大
山
町
）
な
ど
で
開
催
さ
れ
て
き
た
。
酬
恩
庵
一
休
寺
（
京

都
府
京
田
辺
市
）
の
「
二
十
世
紀
の
森
」
に
は
、
信
者
た
ち
が
掘
っ
た
石
像
が
七
二
体
並
ん
で
お
り
、

そ
の
な
か
に
お
地
蔵
様
の
よ
う
な
石
像
も
あ
る
【
図
４
】。
こ
の
お
地
蔵
様
に
は
頭
に
賽
銭
が
の
せ
ら

れ
て
お
り
、
参
拝
客
か
ら
親
し
ま
れ
て
い
る
さ
ま
が
伺
え
る
だ
ろ
う
。「
地
蔵
盆
」
の
よ
う
な
行
事

（
小
黒
、
樋
口
論
考
を
参
照
）、「
地
蔵
祠
」
の
建
築
（
佐
藤
論
考
を
参
照
）
も
含
め
て
、
人
々
が
積
極
的
に

お
地
蔵
様
へ
関
わ
っ
て
き
た
か
ら
こ
そ
、
お
地
蔵
様
は
今
日
も
親
し
ま
れ
続
け
て
い
る
。

子
ど
も
を
守
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

お
地
蔵
様
と
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
は
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
な
接
点
が
あ
る
。
し
か
し
現
在
、

人
々
の
よ
り
身
近
に
い
る
の
は
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
（
グ
ッ
ズ
）
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
お
地
蔵
様
は
そ

も
そ
も
、
道
祖
神
と
し
て
道
端
に
祀
ら
れ
た
り
、
水
子
地
蔵
と
し
て
墓
場
に
置
か
れ
た
り
す
る
た

め
、
基
本
的
に
屋
外
に
い
る
。
い
っ
ぽ
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
、「
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
」4

＊

と
よ
ば
れ

る
多
メ
デ
ィ
ア
展
開
で
市
場
規
模
が
比
較
的
大
き
く
、
雑
誌
書
籍
や
映
像
、
玩
具
、
生
活
用
品
な
ど

ポ
ー
タ
ブ
ル
な
商
品
も
多
い
た
め
、
商
品
や
宣
伝
が
大
量
に
生
活
空
間
に
入
り
込
ん
で
い
る
。

二
〇
一
九
年
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
商
品
小
売
市
場
は
一
兆
五
五
〇
〇
億
円

だ
が
、「
そ
れ
い
け
！
ア
ン
パ
ン
マ
ン
」
が
第
一
位
、「
ポ
ケ
ッ
ト
モ
ン
ス

タ
ー
」
が
第
二
位
、「
ミ
ッ
キ
ー
マ
ウ
ス
」
が
第
三
位
、「
ス
ヌ
ー
ピ
ー
（
ピ
ー

ナ
ッ
ツ
）」
が
第
四
位
、「
ハ
ロ
ー
キ
テ
ィ
」
が
第
五
位
を
占
め
た
の
は
興
味

深
い5

＊

。
い
ず
れ
も
乳
幼
児
が
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
含
ま
れ
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
だ

か
ら
だ
。
そ
し
て
、
一
位
の
ア
ン
パ
ン
マ
ン
の
お
も
な
支
持
層
は
五
才
以
下

の
乳
幼
児
で
あ
り
、
ア
ン
パ
ン
マ
ン
が
ト
ッ
プ
を
占
め
た
こ
と
は
、
乳
幼
児

向
け
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
商
品
の
需
要
の
高
さ
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
ア
ン

パ
ン
マ
ン
の
グ
ッ
ズ
展
開
は
多
岐
に
わ
た
り
、
公
式
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
で
は

図４　お地蔵様風の石像
（京都府京田辺市、著者撮影）
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「
お
も
ち
ゃ
」「
書
籍
・
Ｃ
Ｄ
／
Ｄ
Ｖ
Ｄ
」「
食
品
」「
雑
貨
・
イ
ン
テ
リ
ア
」「
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
」

「
デ
ジ
タ
ル
」「
サ
ー
ビ
ス
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る6

＊

。
寝
起
き
の
時
の
寝
具
や
衣
服
、
食
べ
る
時
の

食
器
や
食
品
、
遊
ぶ
時
の
玩
具
や
文
具
、
排
泄
の
時
の
オ
ム
ツ
や
お
ま
る
、
怪
我
・
病
気
の
時
の
薬

品
ま
で
、
乳
幼
児
の
生
活
用
品
の
多
く
が
ア
ン
パ
ン
マ
ン
グ
ッ
ズ
と
し
て
商
品
化
さ
れ
て
い
る
の

だ
。ア

ン
パ
ン
マ
ン
は
「
お
な
か
が
す
い
た
り
、
こ
ま
っ
て
い
る
ひ
と
が
い
た
ら
、
ど
こ
で
も
と
ん
で

い
く　

み
ん
な
の
ヒ
ー
ロ
ー
」7

＊

で
あ
る
。
ま
た
、
ア
ニ
メ
の
主
題
歌
「
ア
ン
パ
ン
マ
ン
の
マ
ー
チ
」

の
歌
詞
は
、
ア
ン
パ
ン
マ
ン
の
作
者
・
や
な
せ
た
か
し
に
よ
る
も
の
だ
が
、
最
後
は
「
行
け　

み
ん

な
の
夢　

守
る
た
め
」
と
締
め
括
ら
れ
て
い
る
。
ア
ン
パ
ン
マ
ン
は
子
ど
も
を
「
守
る
」
存
在
な
の

だ
。
子
ど
も
の
様
々
な
生
活
シ
ー
ン
に
お
い
て
、
ア
ン
パ
ン
マ
ン
は
グ
ッ
ズ
の
か
た
ち
で
子
ど
も
を

物
理
的
に
助
け
る
と
き
も
あ
れ
ば
、
心
理
的
に
支
え
る
と
き
も
あ
る
だ
ろ
う
。

「
ワ
ン
オ
ペ
育
児
」
か
ら
母
子
を
守
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

も
ち
ろ
ん
、
グ
ッ
ズ
を
買
う
の
は
お
も
に
保
護
者
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
保
護
者
は
、「
子
ど
も
が

ア
ン
パ
ン
マ
ン
を
好
き
だ
か
ら
」
グ
ッ
ズ
を
購
入
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？　

ア
ン
・
ア
リ
ソ
ン

は
、
日
本
に
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
グ
ッ
ズ
が
多
い
の
は
、
そ
れ
が
子
ど
も
と
大
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
促
す
か
ら
だ
と
い
う8

＊

。
た
し
か
に
、「
ワ
ン
オ
ペ
育
児
」（
一
人
で
育
児
・
家
事
を
担
う
こ
と
。
担
い

手
の
多
く
は
母
親
）
が
定
着
し
て
い
る
日
本
に
お
い
て
、
母
子
の
閉
塞
し
た
空
間
の
な
か
で
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
と
い
う
第
三
者
が
風
穴
を
開
け
る
さ
ま
を
推
察
で
き
る
。
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
グ
ッ
ズ
は
、
子
ど
も

の
機
嫌
が
良
く
な
っ
た
り
、
子
ど
も
の
注
意
が
向
か
っ
た
り
す
る
、
母
親
に
と
っ
て
役
立
つ
ツ
ー
ル

だ
か
ら
こ
そ
売
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

松
田
青
子
は
育
児
エ
ッ
セ
イ
で
、「「
ワ
ン
オ
ペ
」
こ
と
ワ
ン
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
ど
れ
だ
け
恐

ろ
し
い
こ
と
か
と
震
撼
さ
せ
ら
れ
る
」「
私
の
実
感
だ
と
、
最
低
で
も
三
人
は
欲
し
い
。
二
人
で
も

い
っ
ぱ
い
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
に
、
世
間
で
は
「
ワ
ン
オ
ペ
」
が
普
通
の
か
た
ち

と
さ
れ
て
い
て
（
中
略
）
多
く
の
女
性
は
、「
ワ
ン
オ
ペ
」
に
苦
し
さ
や
限
界
を
覚
え
な
が
ら
も
、
そ

れ
以
外
の
選
択
肢
が
無
い
」9

＊

と
現
状
を
鋭
く
指
摘
し
た
。
じ
っ
さ
い
、
二
〇
一
六
年
に
お
け
る
六
才

未
満
の
子
ど
も
を
持
つ
夫
婦
の
家
事
・
育
児
関
連
時
間
を
七
カ
国
で
比
較
す
る
と
、
日
本
は
妻
が
夫

の
約
五
．
五
倍
で
男
女
格
差
が
最
も
高
く
、
次
点
の
フ
ラ
ン
ス
は
妻
が
夫
の
約
二
．
二
倍
、
男
女

格
差
が
最
も
低
い
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
妻
が
夫
の
一
．
六
倍
の
時
間
を
一
日
あ
た
り
に
費
や
し
て
い

る10
＊

。「
キ
ャ
ラW

alker

」
と
い
う
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
並
ぶ
「
ス
ヌ
ー
ピ
ー
な
ど
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

が
マ
マ
を
サ
ポ
ー
ト
！
」「
子
ど
も
と
過
ご
す
時
間
が
増
え
る
夏
休
み
シ
ー
ズ
ン
。
ち
ょ
っ
と
し
た

お
悩
み
や
負
担
を
解
消
し
て
く
れ
る
、
か
わ
い
い
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
グ
ッ
ズ
の
力
を
借
り
て
、
毎
日
を

楽
し
く
過
ご
そ
う
！
」11

＊

と
い
っ
た
フ
レ
ー
ズ
は
、
た
ん
な
る
誇
張
さ
れ
た
宣
伝
文
句
で
は
な
く
、
母

親
た
ち
の
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
手
も
借
り
た
い
」
多
忙
さ
を
指
し
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

い
っ
ぽ
う
、
岸
田
文
雄
首
相
が
二
〇
二
三
年
一
月
二
七
日
の
参
院
本
会
議
で
「
育
休
中
の
学
び
直

し
を
後
押
し
す
る
」
旨
の
答
弁
を
し
て
問
題
視
さ
れ
た
よ
う
に12

＊

、
育
児
の
過
剰
負
担
は
未
だ
十
分
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に
認
識
さ
れ
て
い
な
い
。
二
〇
二
一
年
の
女
性
就
業
率
は
七
一
．
三
％
に
の
ぼ
る
い
っ
ぽ
う
（
一
五

―
六
四
才
女
性
）13

＊

、
女
性
ひ
と
り
で
仕
事
と
家
事
・
育
児
・
介
護
・
看
護
を
全
て
担
う
「
新
・
性
別
役

割
分
担
」14

＊

が
日
本
に
お
い
て
当
然
視
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
二
〇
年
に
お
け
る
女
性
の
非
正
規
雇
用
労

働
者
は
五
四
．
四
％
（
男
性
は
二
二
．
二
％
）
だ
が15

＊

、
こ
の
数
値
が
示
す
の
は
、
女
性
は
パ
ー
ト
タ
イ

ム
労
働
か
、
正
社
員
で
も
出
産
す
る
と
「
時
短
勤
務
」
を
選
択
し
、
男
性
が
長
時
間
労
働
で
家
に
い

な
い
間
に
女
性
が
家
事
と
ケ
ア
労
働
を
こ
な
す
か
た
ち
が
定
着
し
て
い
る
日
本
の
現
状
だ
。

こ
う
し
た
こ
と
が
、
乳
幼
児
向
け
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
商
品
の
需
要
を
も
た
ら
し
て
い
る
一
因
で
は
な

い
か
。
ア
ン
パ
ン
マ
ン
を
は
じ
め
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
、
子
ど
も
や
母
親
の
そ
ば
に
い
て
子
育
て
の
一

助
に
な
る
、
現
代
の
「
守
り
神
」
と
し
て
も
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 1　

た
と
え
ば
「
有
限
会
社　

秋
元
石
材
店
」
で
は
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
石
像
の
ほ
か
、
タ
イ
ル
、
ペ
ー
パ
ー
ウ
ェ
イ
ト
、
表
札
も
扱
っ
て

い
る
。https://akim

otosekizai.com
/character-stone

（
二
〇
二
二
年
二
月
一
日
確
認
）。
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
ス
ト
ー
ン
の
グ
ッ
ズ

販
売
に
特
化
し
た
通
販
店
も
あ
る
。「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
ス
ト
ー
ン
シ
ョ
ッ
プTA

KAO

」https://w
w
w
.stone-char.jp/item

/item
_

other.htm
l 

（
二
〇
二
二
年
二
月
一
日
確
認
）。

 2　

楠
見
清
、
南
信
長
（
二
〇
一
七
）『
も
に
ゅ
キ
ャ
ラ
巡
礼　

銅
像
に
な
っ
た
マ
ン
ガ
＆
ア
ニ
メ
キ
ャ
ラ
た
ち
』
扶
桑
社
、
一
〇
頁
。

 3

Jenkins, H
enry (2006) C

onvergence C
ulture: W

here O
ld and N

ew
 M

edia C
ollide, N

ew
 York U

niversity Press. 

 4　

マ
ー
ク
・
ス
タ
イ
ン
バ
ー
グ
は
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
「
一
つ
の
作
品
や
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
、
物
語
世
界
を
複
数
の
メ
デ
ィ
ア

や
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
翻
訳
ま
た
は
展
開
す
る
こ
と
（
再
利
用
と
も
い
う
）、
お
よ
び
、
複
数
の
作
品
を
相
乗
的
に
利
用
し
て
、

同
じ
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
や
グ
ル
ー
プ
内
の
他
の
作
品
を
販
売
す
る
こ
と
と
い
う
、
二
つ
の
興
味
深
い
現
象
が
あ
る
」
と
言
及
し
て

い
る
（Steinberg, M

arc(2012) Anim
e’s M

edia M
ix: Franchising Toys and C

haracters in Japan, M
inneapolis: U

niversity of 

M
inesota Press, p.142.

）

 5　
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
・
デ
ー
タ
バ
ン
ク　
『CharaBiz D

ATA
 2020(19)

』
を
発
刊　

キ
ャ
ラ
ラ
ン
ク
３
位
は
ミ
ッ
キ
ー
、
２
位
は
ポ
ケ
モ

ン
、
１
位
は
・
・
・
」『PRIN

T&
PRO

M
O
TIO

N

』https://p-prom
.com

/prom
otion/?p=42419  

（
二
〇
二
三
年
二
月
一
日
確

認) 

 6　
『
そ
れ
い
け
！
ア
ン
パ
ン
マ
ン
』https://w

w
w
.anpanm

an.jp/　
（
二
〇
二
三
年
二
月
一
日
確
認
）

 7　
「
ア
ン
パ
ン
マ
ン
に
つ
い
て
」『
そ
れ
い
け
！
ア
ン
パ
ン
マ
ン
』https://w

w
w
.anpanm

an.jp/about/friends/4zvqlpab9ixejb6d.

htm
l 　
（
二
〇
二
三
年
二
月
一
日
確
認
）

 8

A
llison A

nne(2006) M
illennial M

onsters: Japanese Toys and the G
lobal Im

agination, B
erkeley and Los A

ngeles: U
niversity of 

C
alifornia Press, p.91. 

 9　

松
田
青
子
（
二
〇
二
一
）『
自
分
で
名
付
け
る
』
集
英
社
、
一
一
五
―
一
一
六
頁
。

 10　
「
コ
ラ
ム
１　

図
表
２
―
２　

６
歳
未
満
の
子
供
を
持
つ
夫
婦
の
家
事
・
育
児
関
連
時
間
（
週
全
体
平
均
）（
１
日
当
た
り
，
国
際
比

較
）」『
内
閣
府
男
女
共
同
参
画
局
』https://w

w
w
.gender.go.jp/about_danjo/w

hitepaper/r02/zentai/htm
l/zuhyo/



お地蔵様とキャラクター： 身近な「子どもの守り神」 論考・エッセイ

91 90

zuhyo01-c01-02-2.htm
l 

（
二
〇
二
三
年
二
月
一
日
確
認
）

 11　
『
キ
ャ
ラW

alker

』https://sp.w
alkerplus.com

/charaw
alker/topics/topics_1041878/ 

（
二
〇
二
三
年
２
月
一
日
確
認
）

 12　
「
岸
田
首
相
「
育
休
中
の
学
び
直
し
支
援
」
発
言
に
批
判
続
出　
「
希
望
が
前
提
」
釈
明
」『
京
都
新
聞
』
二
〇
二
三
年
一
月
三
一
日　

https://w
w
w
.kyoto-np.co.jp/articles/-/964840　

（
二
〇
二
三
年
二
月
一
日
確
認
）

 13　
「
第
２
図　

女
性
就
業
率
の
推
移
」『
内
閣
府
男
女
共
同
参
画
局
』https://w

w
w
.gender.go.jp/about_danjo/w

hitepaper/r04/

zentai/htm
l/zuhyo/zuhyo02-02.htm

l　
（
二
〇
二
三
年
二
月
一
日
確
認
）

 14　

上
野
千
鶴
子
（
一
九
九
〇
）『
家
父
長
制
と
資
本
制　

マ
ル
ク
ス
主
義
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
地
平
』
岩
波
書
店
、
二
一
四
頁
。

 15　
「
第
一
節　

就
業
を
め
ぐ
る
状
況
」『
内
閣
府
男
女
共
同
参
画
局
』https://w

w
w
.gender.go.jp/about_danjo/w

hitepaper/r03/

zentai/htm
l/honpen/b1_s02_01.htm

l　
（
二
〇
二
三
年
二
月
一
日
確
認
）

佐
野
明
子
（
さ
の
・
あ
き
こ
）

同
志
社
大
学
文
化
情
報
学
部
准
教
授
。JoM

A

メ
ン
バ
ー
唯
一
の
京
田
辺
キ
ャ
ン
パ
ス
に

二
〇
二
〇
年
着
任
。
学
生
時
代
は
農
学
部
獣
医
学
科
に
所
属
す
る
い
っ
ぽ
う
映
画
に
熱
中

し
、
大
阪
の
プ
ラ
ネ
ッ
ト
（
現
・
神
戸
映
画
資
料
館
）
に
通
う
。
大
学
院
か
ら
映
画
研
究
を

始
め
、
冷
戦
下
チ
ェ
コ
の
ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
ヴ
ァ
ー
グ
と
実
験
映
画
の
研
究
、
戦
時
下
の
日

本
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
研
究
を
経
て
、
観
客
論
や
計
量
映
画
学
も
手
が
け
る
。
文
理
問
わ
な

い
領
域
横
断
的
な
方
法
論
を
模
索
中
。
博
士
（
言
語
文
化
学
）。
子
ど
も
二
人
を
育
て
る
な

か
、
研
究
会
や
職
場
の
多
大
な
理
解
に
助
け
ら
れ
て
研
究
を
継
続
で
き
た
。
エ
ッ
セ
イ
で

言
及
し
た
ア
ン
パ
ン
マ
ン
の
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
論
がM

echadem
ia Vol. 16.1 (autum

n 
2023)

に
掲
載
予
定
。
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地
蔵
祠
が
と
っ
て
も
エ
モ
い
か
ら

―
価
値
主
導
型
地
域
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
可
能
性

多
田
実

１
．
は
じ
め
に
エ
モ
い
あ
り
き

近
頃
で
は
若
者
の
日
常
会
話
で
フ
ツ
ー
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
エ
モ
い
」
と
い
う
言
葉
。

こ
の
言
葉
の
由
来
や
、
誰
が
世
の
中
に
広
め
た
の
か
な
ど
、
諸
説
あ
る
の
だ
が
、
ネ
ッ
ト
検
索
し
て

み
る
と
、
二
〇
一
六
年
に
行
わ
れ
た
某
有
名
メ
デ
ィ
ア
ア
ー
チ
ス
ト
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
が
発
端

に
な
り
、
二
〇
一
七
年
頃
か
ら
急
速
に
広
ま
っ
た
と
の
見
方
が
有
力
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

筆
者
は
、
昔
か
ら
音
楽
が
大
好
き
で
趣
味
の
ギ
タ
ー
演
奏
は
高
校
二
年
頃
か
ら
今
も
な
お
続
け
て

お
り
、
教
育
実
習
の
先
生
（
教
生
）
と
し
て
お
世
話
に
な
っ
た
高
校
の
文
化
祭
に
音
楽
好
き
の
実
習

生
ど
う
し
で
「
教
員
バ
ン
ド
」
な
る
も
の
を
結
成
・
出
演
し
た
と
い
う
武
勇
伝
が
あ
る
（
笑
）。
そ

れ
か
ら
ず
っ
と
、
人
前
で
演
奏
す
る
チ
ャ
ン
ス
が
な
い
か
と
常
に
探
求
し
て
い
る
た
め
、
音
楽
関
係

者
や
バ
ン
ド
仲
間
と
の
出
会
い
に
恵
ま
れ
た
。
彼
ら
と
の
会
話
を
振
り
か
え
る
と
、
昔
（
一
九
八
〇
年

代
中
頃
）
か
ら
「
エ
モ
い
曲
」
と
い
う
表
現
を
何
度
も
耳
に
し
た
記
憶
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
個
人

的
に
は
、
エ
モ
い
と
い
う
表
現
は
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
や
音
楽
マ
ニ
ア
が
そ
の
ル
ー
ツ
だ
と
思
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
そ
の
使
い
方
に
は
明
確
な
定
義
な
ど
は
な
く
、「
鳥
肌
が
立
つ
」
よ
う
な
曲
で
あ

れ
ば
イ
コ
ー
ル
「
エ
モ
い
」
に
な
り
、
二
〇
二
二
年
小
学
生
流
行
語
一
位
に
な
っ
た
名
言
（
?!
）「
そ

れ
っ
て
あ
な
た
の
感
想
で
す
よ
ね
」
と
突
っ
込
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
（
笑
）

本
稿
で
は
、
地じ

蔵ぞ
う

祠ほ
こ
らの

エ
モ
さ
に
注
目
し
て
、
持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り
や
地
域
活
性
化
、
さ
ら

に
は
地
域
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
観
点
か
ら
考
え
る
地
域
や
公
共
に
関
わ
る
教
育
・
研
究
に
つ
い
て
言

及
す
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
も
う
少
し
「
エ
モ
い
」
に
つ
い
て
の
経
験
談
を
私
生
活
と
教
育
・
研
究

の
両
方
か
ら
紹
介
す
る
必
要
が
あ
り
、
ど
う
し
て
も
前
置
き
が
長
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
お
許
し

い
た
だ
き
た
い
。

音
楽
の
他
に
も
、
ス
ポ
ー
ツ
観
戦
が
趣
味
で
、
野
球
や
サ
ッ
カ
ー
の
試
合
で
、
筆
者
は
、
し
ば
し

ば
鳥
肌
が
立
つ
。
一
般
的
に
は
、
観
戦
し
て
い
る
選
手
の
プ
レ
ー
の
素
晴
ら
し
さ
に
よ
る
感
動
的
な

エ
モ
さ
で
あ
る
こ
と
が
多
い
が
、
テ
レ
ビ
や
ネ
ッ
ト
で
は
な
く
球
場
や
ス
タ
ジ
ア
ム
に
行
く
と
別
の

エ
モ
さ
に
気
づ
く
。
日
本
一
熱
狂
的
な
応
援
と
言
わ
れ
る
阪
神
甲
子
園
球
場
の
ラ
イ
ト
ス
タ
ン
ド
。
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コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
声
出
し
応
援
が
禁
止
に
な
っ
て
い
た
時
期
も
あ
っ
た
が
、
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
の
応
援

歌
に
合
わ
せ
て
観
客
が
一
体
と
な
っ
て
大
声
で
歌
う
あ
の
雰
囲
気
は
と
て
も
情
緒
的
で
、
学
生
の
頃

は
、
ラ
イ
ト
ス
タ
ン
ド
で
知
ら
な
い
観
客
と
顔
馴
染
み
に
な
る
ぐ
ら
い
、
そ
の
よ
う
な
エ
モ
さ
を
求

め
て
、
足
し
げ
く
甲
子
園
に
通
っ
た
も
の
だ
。
こ
の
エ
モ
さ
に
お
い
て
、
選
手
応
援
歌
と
い
う
音
楽

の
存
在
は
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
そ
の
エ
ビ
デ
ン
ス
と
い
う
ほ
ど
で

は
な
い
が
、
前
述
の
教
員
バ
ン
ド
で
教
育
実
習
先
の
文
化
祭
に
出
演
し
た
と
き
、
ギ
タ
ー
ソ
ロ
タ
イ

ム
で
阪
神
タ
イ
ガ
ー
ス
選
手
応
援
歌
メ
ド
レ
ー
を
弾
い
た
と
き
の
盛
り
上
が
り
は
今
で
も
忘
れ
ら
れ

な
い
。２

．
大
学
教
育
に
お
け
る
エ
モ
い
実
践
的
活
動

そ
の
後
、
大
学
教
員
に
な
っ
て
か
ら
も
、
新
た
な
エ
モ
い
を
発
見
す
る
こ
と
に
な
る
。
現
在
の
所

属
先
で
あ
る
同
志
社
大
学
政
策
学
部
が
、
二
〇
〇
八
年
度
文
部
科
学
省
が
選
定
す
る
「
質
の
高
い

大
学
教
育
推
進
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
通
称
：
教
育
Ｇ
Ｐ
）」
に
「
政
策
提
案
能
力
を
養
う
理
論
と
実
践
と
の
交

流
教
育
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
採
択
さ
れ
た
こ
と
が
契
機
と
な
っ
て
、
京
都
府
地
域
再
生
活
動
と
の

連
携
を
担
う
こ
と
に
。
筆
者
が
そ
の
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
ロ
ー
カ
ル
メ
デ
ィ
ア
と
地
域
の
再
生

―
地
域
の
固
有
価
値
を
発
信
す
る
」
に
お
い
て
司
会
進
行
を
務
め
た
と
き
、
南
信
州
か
ら
来
ら

れ
て
い
た
ゲ
ス
ト
講
師
と
の
運
命
的
な
出
会
い
か
ら
、
二
〇
一
一
年
夏
に
飯
田
市
役
所
と
同
志
社
大

学
政
策
学
部
多
田
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
が
初
め
て
〝
共
働
〞
開
催
す
る
形
で
の
記
念
す
べ
き
音
楽
イ
ベ
ン
ト

「iidastock

（
イ
イ
ダ
ス
ト
ッ
ク
）」
が
長
野
県
飯
田
市
千
代
地
区
で
実
現
し
た
。
こ
の
ス
テ
ー
ジ
で
、

当
時
、
国
民
的
ア
イ
ド
ル
と
呼
ば
れ
て
い
たA

K
B48

の
曲
を
ゼ
ミ
生
と
披
露
す
る
こ
と
に
な
り
、

観
客
と
の
一
体
感
を
得
る
た
め
「
ミ
ッ
ク
ス
の
打
ち
方
講
座
」
を
前ま

え

説せ
つ

っ
ぽ
く
演
奏
前
に
行
っ
た
。

「
ミ
ッ
ク
ス
を
打
つ
」
と
は
今
も
な
お
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
ア
イ
ド
ル
ス
テ
ー
ジ
で
の
掛
け
声

（
よ
っ
し
ゃ
い
く
ぞ
ー
、
タ
イ
ガ
ー
、
フ
ァ
イ
ヤ
ー
…
）
の
こ
と
で
、
こ
れ
が
ま
た
と
て
も
エ
モ
い
！
一
般

的
な
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
ト
レ
ン
ド
と
し
て
、「
モ
ノ
消
費
」
で
は
な
く
「
コ
ト
消
費
」
に
注
目
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
昨
今
、
ア
イ
ド
ル
の
音
楽
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ

る
エ
モ
い
価
値
が
「
ミ
ッ
ク
ス
を
打
つ
」
コ
ト
に
感
じ
ら
れ
る
。

若
者
に
エ
モ
い
と
い
う
言
葉
が
浸
透
し
始
め
た
二
〇
一
七
年
春
に
、
多
田
ゼ
ミ
一
二
期
生
公
式
イ

ン
ス
タ
が
開
設
さ
れ
、
そ
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
欄
に
は
ゼ
ミ
の
活
動
で
価
値
主
導
型
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

を
考
慮
し
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
う
こ
と
を
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
お
り
、
当
時
、「
な
る
ほ

ど
！
エ
モ
い
っ
て
そ
う
い
う
意
味
だ
っ
た
の
か
」
と
い
っ
た
反
応
が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
こ
と
を
覚

え
て
い
る
。

同
志
社
大
学
政
策
学
部
多
田
ゼ
ミ
12
期
が
リ
レ
ー
形
式
で
投
稿
す
る
公
式Insta

ア
カ
ウ
ン
ト

エ
モ
い
と
は
感
情
・
感
動
と
い
っ
た
意
味
の
英
語“em

otion

（
エ
モ
ー
シ
ョ
ン
）”

を
略
し
た

も
の
に
形
容
詞
化
す
る
接
尾
語
『
い
』
を
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。
※
エ
モ
い
を
投
稿
し
ま
す

図１　「多田ゼミ 12k」公式 Instagram
https://www.instagram.com/tds12k/
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エ
モ
い
と
い
う
若
者
言
葉
は
、
上
述
の
と
お
り
、
一
般
論
と
し
て
二
〇
一
六
〜
二
〇
一
七
年
頃
か

ら
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
の
こ
と
だ
が
、
多
田
ゼ
ミ
で
は
そ
の
前
か
ら
「
エ
モ
い
を
探
す
」
こ

と
を
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
お
け
る
活
動
の
軸
に
し
て
い
て
、
二
〇
一
五
年
秋
の
大
学
周
辺
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
に
お
い
て
、「
新
町
エ
リ
ア
」
の
魅
力
を
再
発
見
し
て
、
そ
の
様
子
を
一
〇
期
生
ゼ
ミ

の
公
式Tw

itter
で
公
開
し
て
い
る
。【
図
２
】
は
、
そ
の
投
稿
の
一
部
で
あ
る
が
、
若
者
が
地
蔵
祠

を
エ
モ
い
と
感
じ
て
写
真
付
き
で
投
稿
し
て
い
た
。
こ
の
活
動
に
お
け
る
投
稿
に
は
ハ
ッ
シ
ュ
タ
グ

「
＃
エ
モ
い
新
町
」
を
つ
け
て
い
る
の
で
、
今
で
も
検
索
し
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ち
な
み

に
、
当
時
、
若
者
が
使
う
Ｓ
Ｎ
Ｓ
は
イ
ン
ス
タ
よ
り
圧
倒
的
に
ツ
イ
ッ
タ
ー
だ
っ
た
。

ハ
ッ
シ
ュ
タ
グ
と
い
え
ば
、
Ｍ
Ｂ
Ｓ
毎
日
放
送
で
『N

M
B48

の
＃
エ
モ
ス
ト
』
と
い
う
名
の

テ
レ
ビ
番
組
が
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
二
三
日
か
ら
放
送
さ
れ
て
い
る
（
木
曜
深
夜
に
不
定
期
で
放
送
さ

れ
る
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
番
組
）。
ア
イ
ド
ル
グ
ル
ー
プ
「N

M
B48

」
の
メ
ン
バ
ー
が
話
題
の
ス
ポ
ッ
ト
へ

行
き
、
ス
マ
ホ
を
片
手
に
エ
モ
い
瞬
間
を
撮
り
な
が
ら
自
由
に
楽
し
む
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
番
組
で
、

撮
影
中
に
撮
ら
れ
た
写
真
や
動
画
は
、
番
組
公
式
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
（https://w

w
w
.instagram

.com
/

nm
b48_em

osuto/

）
に
投
稿
さ
れ
る
。
投
稿
時
に
付
け
ら
れ
る
ハ
ッ
シ
ュ
タ
グ
「
＃
エ
モ
ス
ト
」
は
、

エ
モ
い
・
ス
ト
ー
リ
ー
の
略
ら
し
い
。
最
初
何
の
こ
と
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
「
ス
ト
」
は
イ
ン
ス
タ

グ
ラ
ム
の
「
ス
ト
ー
リ
ー
ズ
」
機
能
（
短
尺
動
画
）
の
こ
と
の
よ
う
だ
。

図２
「多田ゼミ 10k」公式 Twitter

https://twitter.com/tada10k/status/658903140591255552

３
．
価
値
主
導
型
で
エ
モ
い
を
地
域
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に
活
か
す

実
は
、
教
育
や
研
究
に
エ
モ
い
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
研
究
の
世
界

的
権
威
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
コ
ト
ラ
ー
教
授
が
二
〇
一
〇
年
に
出
版
し
た
『
コ
ト
ラ
ー
の
マ
ー
ケ
テ
ィ

ン
グ
3.0

―
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
メ
デ
ィ
ア
時
代
の
新
法
則
』（
朝
日
新
聞
出
版
）
か
ら
で
、
こ
の
書
籍
で

は
、
主
に
企
業
経
営
に
お
い
て
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
「
バ
ズ
ら
せ
る
」
に
は
、
従
来
型
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

手
法
で
は
不
十
分
で
、「
ハ
ー
ト
・
マ
イ
ン
ド
・
ス
ピ
リ
ッ
ト
」
と
い
っ
た
精
神
的
な
価
値
の
重
要

性
が
説
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
基
に
し
て
「
価
値
主
導
型
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
」
と
し
て
ま
と
め
て

い
る
。
ま
た
、
企
業
経
営
の
み
な
ら
ず
公
共
性
の
高
い
、
社
会
を
良
く
す
る
た
め
の
「
ソ
ー
シ
ャ
ル

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
」
と
の
相
性
の
良
さ
も
示
唆
さ
れ
て
い
た
た
め
、
こ
の
概
念
を
援
用
す
る
こ
と
が

契
機
と
な
り
、
教
育
・
研
究
に
お
い
て
エ
モ
い
を
地
域
活
性
化
に
関
わ
る
活
動
の
軸
に
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。

こ
の
概
念
を
意
識
し
て
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
う
と
、
地
域
に
潜
む
価
値
に
出
会
え
る
可
能
性

が
高
ま
る
。
た
と
え
ば
、
上
記
「
２
．
大
学
教
育
に
お
け
る
エ
モ
い
実
践
的
活
動
」
で
紹
介
し
た

「
＃
エ
モ
い
新
町
」
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
は
、
新
町
キ
ャ
ン
パ
ス
か
ら
徒
歩
数
分
の
所
に
、

「
日
本
一
（
京
都
一
？
）
狭
い
駄
菓
子
屋
さ
ん
」
を
ゼ
ミ
生
が
見
つ
け
、
店
主
さ
ん
に
写
真
撮
影
の
許

可
も
い
た
だ
い
て
取
材
・
ツ
イ
ッ
タ
ー
投
稿
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
の
よ
う
な
、
お
そ
ら
く
ガ
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イ
ド
ブ
ッ
ク
な
ど
で
は
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
お
店
は
、
潜
在
的
な
地
域
の
価
値
と
し
て

考
え
る
こ
と
が
で
き
、
事
実
、
ゼ
ミ
生
た
ち
は
そ
の
エ
モ
さ
に
感
激
し
て
い
た
。

も
う
一
つ
エ
モ
い
地
域
の
お
話
し
を
。
二
〇
一
四
年
の
冬
に
、
滋
賀
県
近
江
八
幡
市
の
小
学
生
が

自
分
た
ち
の
住
ん
で
い
る
町
の
良
さ
を
発
表
し
て
地
域
の
魅
力
を
再
発
見
す
る
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ

れ
、
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
の
よ
う
な
形
で
招
待
さ
れ
た
と
き
、
一
人
の
小
学
生
の
女
の
子
が
「
わ
た
し

が
い
ち
ば
ん
好
き
な
場
所
は
〇
〇
公
園
の
曲
が
り
角
」
み
た
い
な
こ
と
を
話
し
た
。
そ
れ
を
聞
い
た

司
会
者
は
「
な
ぜ
そ
こ
が
好
き
な
の
か
な
？
」
と
問
い
か
け
る
と
、「
い
い
風
が
吹
く
か
ら
」
と
答

え
た
。
そ
れ
を
聞
い
て
い
た
小
学
校
の
先
生
は
ど
こ
か
浮
か
な
い
顔
を
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。

近
江
八
幡
に
は
観
光
名
所
や
有
名
な
お
店
な
ど
沢
山
あ
る
の
に
何
故
そ
ん
な
所
を
紹
介
す
る
の
か
、

と
考
え
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
も
ち
ろ
ん
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
感
性
に
訴
求
す

る
よ
う
な
話
し
を
し
て
く
れ
た
女
の
子
に
最
大
級
の
賛
辞
を
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の

感
性
を
大
切
に
し
て
成
長
す
れ
ば
、
将
来
、
彼
女
は
、『
風
に
吹
か
れ
て
』
の
ヒ
ッ
ト
曲
で
有
名
な

ボ
ブ
・
デ
ィ
ラ
ン
の
よ
う
に
、
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
狙
え
る
か
も
し
れ
な
い
？
笑

以
上
を
踏
ま
え
て
、
地
蔵
祠
×
価
値
主
導
型
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に
よ
っ
て
期
待
で
き
る
地
域
活
性

化
で
の
有
用
性
に
つ
い
て
筆
者
の
考
え
を
示
す
。
ま
ず
、
地
蔵
尊
は
若
者
に
と
っ
て
エ
モ
い
存
在
で

あ
る
こ
と
が
ゼ
ミ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
で
の
エ

モ
い
写
真
コ
ン
テ
ス
ト
（
ゼ
ミ
で
は
＃
エ
モ
コ
ン
と
呼
ん
で
い
る
）
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
イ
マ
ド
キ
の
若

者
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
（
主
に
イ
ン
ス
タ
）
映
え
す
る
コ
ン
テ
ン
ツ
と
し
て
「
レ
ト
ロ
か
わ
い
い
」
に
反
応
す

る
こ
と
が
多
い
よ
う
な
の
で
、
地
蔵
祠
は
十
分
に
映
え
る
オ
ブ
ジ
ェ
に
な
り
得
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に

は
、YouTube

な
ど
で
の
動
画
投
稿
サ
イ
ト
で
人
気
の
ス
タ
イ
ル
の
一
つ
と
し
て
確
立
し
て
い
る

「V
log

（V
ideo blog

）」
が
、
地
蔵
祠
が
何
気
な
い
日
常
の
風
景
の
中
に
存
在
す
る
、
ま
さ
に
エ
モ

い
存
在
と
し
て
撮
影
す
る
題
材
に
向
い
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
ア
イ
デ
ア
は
、
お
し
ゃ

れ
な
カ
フ
ェ
な
ど
を
素
敵
に
紹
介
す
る
だ
け
で
は
十
分
と
は
言
え
ず
、
沢
山
の
ユ
ー
チ
ュ
ー
バ
ー
や

イ
ン
ス
タ
グ
ラ
マ
ー
で
溢
れ
か
え
る
今
日
、
人
間
の
感
情
的
な
部
分
に
訴
求
す
る
エ
モ
い
価
値
を
与

え
る
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
コ
ン
テ
ン
ツ
と
し
て
地
域
活
性
化
に
役
立
て
る
、
コ
ン
テ
ン
ツ
・
マ
ー
ケ

テ
ィ
ン
グ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
切
り
札
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。

最
後
に
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
メ
デ
ィ
ア
関
連
の
話
題
を
。
筆
者
は
昭
和
の
時
代
、

自
他
と
も
認
め
る
「
テ
レ
ビ
っ
子
」
で
、
何
か
と
話
題
に
な
る
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
「
ブ
ラ
タ
モ
リ
」
の
原
型

と
言
え
る
よ
う
な
、
Ｍ
Ｂ
Ｓ
毎
日
放
送
の
「
夜
は
ク
ネ
ク
ネ
」（
一
九
八
三
年
〜
一
九
八
六
年
放
送
）
が
大

好
き
だ
っ
た
。
当
時
は
、
エ
モ
い
な
ん
て
言
葉
は
存
在
し
な
か
っ
た
が
、
今
考
え
る
と
、
こ
の
番
組

は
と
て
も
エ
モ
か
っ
た
！　

有
名
な
観
光
ス
ポ
ッ
ト
や
名
店
な
ど
を
ロ
ケ
で
紹
介
す
る
の
で
は
な

く
、
何
気
な
く
関
西
の
街
を
歩
き
、
出
演
者
の
原
田
伸
郎
と
Ｍ
Ｂ
Ｓ
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
角
淳
一
が
、

偶
然
出
会
っ
た
人
と
ト
ー
ク
す
る
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
番
組
だ
っ
た
。
こ
れ
は
、
本
稿
で
最
も
伝
え
た
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か
っ
た
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
、
特
筆
す
べ
き
観
光
ス
ポ
ッ
ト

や
名
産
品
が
な
く
て
も
、
地
域
の
潜
在
的
な
魅
力
に
フ
ォ
ー

カ
ス
す
る
価
値
主
導
型
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
概
念
に
通
じ

る
と
い
う
こ
と
を
、
令
和
の
時
代
に
な
り
、
地
蔵
祠
の

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
研
究
仲
間
で
行
っ
た
と
き
に
数
十

年
ぶ
り
に
思
い
出
し
た
（【
図
３
】
は
「
大
人
の
遠
足
」
の
よ
う

な
京
都
の
街
を
「
ク
ネ
ク
ネ
」
し
た
写
真
）。
温
故
知
新
、
地
蔵
祠

を
メ
イ
ン
コ
ン
テ
ン
ツ
に
し
た
メ
デ
ィ
ア
系
の
作
品
は
イ

マ
ド
キ
の
Ｚ
世
代
の
若
者
の
心
に
刺
さ
る
と
確
信
し
て
い

る
。

図３　地蔵祠フィールドワークの様子（2023 年 7 月 3 日筆者撮影）

多
田
実
（
た
だ
・
み
の
る
）

大
阪
生
ま
れ
大
阪
育
ち
生
粋
の
関
西
人
。
最
初
の
勤
務
先
龍
谷
大
学
深
草
キ
ャ
ン
パ
ス
へ

通
う
た
め
、
京
都
市
内
に
引
っ
越
し
、
そ
の
後
、
宇
治
市
を
経
て
、
現
在
奈
良
市
民
。
高

二
の
冬
休
み
に
購
入
し
た
ス
ト
ラ
ト
キ
ャ
ス
タ
ー
で
ハ
ー
ド
ロ
ッ
ク
に
ハ
マ
る
。
文
科
省

が
選
定
す
る
二
〇
〇
八
年
度
「
教
育
Ｇ
Ｐ
」
に
政
策
学
部
が
採
択
さ
れ
た
こ
と
が
契
機
と

な
り
、
地
域
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
活
用
と
し
て
京
都
府
北
部
エ
リ
ア
の
Ｐ
Ｖ
制
作
な
ど
に

従
事
。
そ
の
講
演
会
で
長
野
県
飯
田
市
か
ら
来
ら
れ
て
い
た
ゲ
ス
ト
講
師
と
の
運
命
的
な

出
会
い
に
よ
り
、
音
楽
イ
ベ
ン
ト
を
南
信
州
エ
リ
ア
の
市
町
村
と
協
働
開
催
す
る
こ
と
が

実
現
し
、
今
も
な
お
ゼ
ミ
生
と
バ
ン
ド
を
組
ん
で
ギ
タ
リ
ス
ト
と
し
て
参
戦
し
て
い
る
。

専
門
は
経
営
科
学
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
リ
サ
ー
チ
。
博
士
（
工
学
）
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「
地
蔵
」
表
象
が
映
す
社
会

―
昭
和
か
ら
令
和
、
テ
レ
ビ
・
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
と
横
尾
忠
則
「
20
年
目
の
ピ
カ
ソ
」
か
ら

竹
内
幸
絵

「
町
」
と
い
う
京
都
の
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
心
に
地
蔵
・
地
蔵
祠
が
多
く
存
在
す
る
一
方
、

日
本
文
化
に
は
こ
れ
と
は
趣
を
異
に
す
る
「
地
蔵
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
存
在
し
て
い
る
。「
笠
地
蔵
」

と
い
う
民
話
の
題
名
を
聞
け
ば
、
誰
も
が
赤
い
よ
だ
れ
か
け
を
か
け
、「
町
」
で
は
な
く
、
田
畑
が

広
が
る
田
舎
道
の
傍
に
立
つ
地
蔵
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
京
都
の
地
蔵

は
、
本
冊
子
前
段
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
も
詳
ら
か
に
さ
れ
た
と
お
り
明
治
以
降
の
近
代
化
の
中
で
存

在
感
を
増
し
今
日
に
至
っ
て
い
る
が
、「
笠
地
蔵
」
を
典
型
例
と
す
る
「
地
蔵
」
の
表
象
は
、
お
そ

ら
く
そ
れ
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
稿
の
テ
ー
マ
は
そ
の
よ
う
な
「
地
蔵
」
の
表
象

が
い
つ
か
ら
伝
承
さ
れ
て
き
た
の
か
、
で
は
な
い
。
日
本
人
の
な
か
に
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
存
在
し

て
き
た
「
地
蔵
」
の
表
象
が
、
戦
後
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
て
き
た
の
か
、
で
あ
る
。
本
稿
で
は
昭

和
か
ら
令
和
ま
で
、
お
よ
そ
五
〇
年
間
の
テ
レ
ビ
・
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
な
ど
の
動
画
コ
ン
テ
ン
ツ
に
お

け
る
「
地
蔵
」
の
使
わ
れ
方
、
持
続
し
て
き
た
「
地
蔵
」
の
姿
を
確
認
し
て
み
た
い
。
戦
後
の
大
衆

文
化
を
拡
大
す
る
役
割
を
担
っ
た
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
で
「
地
蔵
」
は
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
き
た
の

か
。
そ
れ
は
何
を
映
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

１
．
一
九
七
〇
年
代
Ｃ
Ｍ
「
お
地
蔵
」：
福
岡
銘
菓
「
ひ
よ
子
」
―
民
話
の
姿
の
ま
ま
で

「
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
運
用
協
議
会
」
が
運
営
す
る
「
20
世
紀
の
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
」1

＊

に
は
一
九
五
〇
〜
一
九
九
〇
年
代
に
制
作
さ
れ
た
日
本
の
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
が
一
万
五
二
六
六

本
（
二
〇
二
〇
年
六
月
現
在
）
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
「
地
蔵
」

と
入
力
し
検
索
す
る
と
一
点
が
選
び
だ
さ
れ
る
。
タ
イ
ト
ル
は
「
お
地
蔵
」、
三
〇
秒
の
カ
ラ
ー
・

コ
マ
ー
シ
ャ
ル
で
あ
る
。
広
告
物
は
、
ひ
よ
こ
の
形
を
し
た
福
岡
銘
菓
の
ま
ん
じ
ゅ
う
「
ひ
よ
子
」

で
あ
る
。
当
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
は
構
築
時
、
フ
ィ
ル
ム
ケ
ー
ス
な
ど
か
ら
書
き
取
っ
た
各
種
の
情
報

が
入
力
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
制
作
会
社
は
博
報
堂
と
東
京
フ
イ
ル
ム
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ

ン
、
ス
ポ
ン
サ
ー
は
「
ひ
よ
子
」
を
今
日
も
製
造
・
販
売
し
て
い
る
福
岡
の
会
社
、
吉
野
堂2

＊

で
あ

る
。
制
作
年
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
一
九
七
八
年
に
オ
ン
エ
ア
さ
れ
た
Ｃ
Ｍ
ソ
ン
グ
が
異
な
る

「
ひ
よ
子
」
の
Ｃ
Ｍ
がYouTube

上
で
確
認
で
き
る
。
両
者
の
登
場
人
物
の
服
装
や
髪
型
の
比
較

か
ら
「
お
地
蔵
」
は
、
こ
れ
よ
り
も
古
い
フ
ィ
ル
ム
と
推
察
で
き
る
。
一
九
七
八
年
よ
り
も
前
、
そ

し
て
カ
ラ
ー
・
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
の
普
及
が
一
九
六
〇
年
代
末
か
ら
一
九
七
〇
年
前
後
で
あ
っ
た
こ
と

を
踏
ま
え
れ
ば
、「
お
地
蔵
」
は
一
九
七
〇
年
代
前
半
の
作
品
と
思
わ
れ
る
。
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三
〇
秒
の
流
れ
は
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
。
ま
ず
は
セ
リ
フ
。（
♪
は
歌
）

♪　
お
元
気
で
し
た
か
？

祖
母
「
お
ー
お
ー
よ
う
帰
っ
た
、
け
ん
ち
ゃ
ん
大
き
く
な
っ
ち
ゃ
っ
て
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
ひ
っ

く
り
返
っ
ち
ゃ
う
よ
。
あ
は
は
は
は
。」

け
ん
ち
ゃ
ん
「
ど
う
し
て
石
の
っ
け
ん
の
？
」

田
舎
に
住
む
男
児
「
お
ま
じ
な
い
だ
よ
」

け
ん
ち
ゃ
ん
「
ふ
ー
ん
お
ま
じ
な
い
？
」

♪　
時
々
会
お
う
よ
〜
ひ
よ
子
ー
、
持
っ
て
こ
ね
。

ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
「
贈
り
物
、
お
み
や
げ
に
、
銘
菓
『
ひ
よ
子
』」

最
初
の
情
景
は
畑
の
中
に
あ
る
バ
ス
停
。
祖
母
と
白
い
Ｔ
シ
ャ
ツ
と
半
ズ
ボ
ン
姿
の
男
児
が
バ
ス

を
待
っ
て
い
る
。
待
合
小
屋
の
横
に
は
赤
い
よ
だ
れ
か
け
を
か
け
た
石
の
地
蔵
が
立
っ
て
い
る
。
バ

ス
が
到
着
す
る
と
都
会
的
な
服
装
の
夫
妻
が
「
ひ
よ
子
」
の
箱
を
数
箱
持
ち
、
ハ
ン
チ
ン
グ
帽
の
小

学
低
学
年
の
男
児
と
と
も
に
降
り
立
つ
【
図
１
】。
祖
母
の
歓
迎
の
セ
リ
フ
の
後
、
田
舎
の
男
児
（
お

そ
ら
く
従
弟
）
が
地
蔵
の
頭
に
石
を
乗
せ
る
。
こ
れ
を
見
た
「
け
ん
ち
ゃ
ん
」3

＊

が
理
由
を
尋
ね
る
【
図

２
】。
会
話
の
の
ち
、「
け
ん
ち
ゃ
ん
」
は
ま
ん
じ
ゅ
う
「
ひ
よ
子
」
を
一
つ
、
地
蔵
の
手
に
乗
せ

る
。
カ
メ
ラ
は
引
い
て
い
き
、
五
人
は
連
れ
立
っ
て
去
っ
て
い
く
。

図１　
テレビＣＭ「お地蔵」、福岡銘菓「ひよ子」吉野堂、
制作：博報堂、東京フイルムコーポレーション、1970 年代前半作。
バスから降りる 3 人と迎える２人を、頭に石を乗せ赤いよだれかけを
かけた地蔵が見守る。

バ
ス
停
の
文
字
は
「
生
神
」
と
読
め
る
が
、
Ｃ
Ｍ
内
の
架
空
の
田
舎
と
思
わ
れ
る4

＊

。「
地
蔵
」
は

民
話
「
笠
地
蔵
」
さ
な
が
ら
に
田
舎
道
に
立
つ
。「
お
ま
じ
な
い
」
と
さ
れ
る
地
蔵
に
石
を
積
む
行

為
は
、
賽
の
河
原
で
早
世
し
た
子
供
が
石
を
積
ん
で
地
蔵
菩
薩
の
救
済
を
待
つ
言
い
伝
え
に
な
ぞ
ら

え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
Ｃ
Ｍ
は
そ
れ
を
焦
点
化
せ
ず
、
明
る
い
音
楽
や
帰
省
の
喜
び
の
表
現
と
と
も

に
、
言
い
伝
え
を
た
だ
従
弟
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
き
っ
か
け
と
し
て
描
い
て
い
る
。
し
か

し
画
面
の
端
々
で
「
地
蔵
」
は
終
始
人
々
を
見
守
っ
て
い
る
。
そ
し
て
都
会
っ
子
が
知
ら
な
い
「
地

蔵
」
に
ま
つ
わ
る
不
思
議
な
お
ま
じ
な
い
を
通
し
て
、「
地
蔵
」
の
祈
り
と
救
済
の
意
味
を
ほ
の
め

か
し
て
い
る
。「
ひ
よ
子
」
を
賽
の
河
原
の
石
と
と
も
に
供
え
る
行
為
は
、
ほ
ほ
え
ま
し
い
「
祈

り
」
と
な
っ
て
、
広
告
の
意
味
を
深
め
て
い
る
。

２
．
一
九
八
五
年
、
み
ん
な
仲
良
く
／
な
か
よ
し
地
蔵
―
救
済
す
る
地
蔵

続
い
て
一
九
八
五
年
の
公
共
広
告
機
構
の
Ｃ
Ｍ
「
な
か
よ
し
地
蔵
」5

＊

。
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
Ｃ
Ｍ

で
、
声
優
は
市
原
悦
子
と
常
田
富
士
男
。
つ
ま
り
「
ま
ん
が
日
本
昔
ば
な
し
」6

＊

の
ス
タ
ッ
フ
で
制
作

さ
れ
た
昔
話
風
ア
ニ
メ
・
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
で
あ
る
。
制
作
は
電
通
大
阪
。

地
蔵
が
立
つ
寺
の
境
内
で
遊
ぶ
五
人
の
村
の
子
供
た
ち
が
い
じ
め
っ
子
に
困
ら
さ
れ
る
。
そ
こ
に

髪
の
長
い
女
の
子
が
現
れ
子
供
た
ち
を
助
け
よ
う
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
い
じ
め
っ
子
は
過
っ
て

自
ら
川
に
落
ち
て
し
ま
う
。
女
の
子
は
長
い
髪
を
ロ
ー
プ
に
し
て
い
じ
め
っ
子
を
助
け
に
か
か
る
。

村
の
子
供
た
ち
も
協
力
し
、
よ
う
や
く
岸
に
上
が
っ
た
い
じ
め
っ
子
と
五
人
の
村
の
子
が
ふ
と
見
る

図２
出典（図１）と同じ。
田舎の男児が地蔵の頭に石を乗せる。



「地蔵」表象が映す社会⸺ 昭和から令和、テレビ・コマーシャルと横尾忠則「20年目のピカソ」から 論考・エッセイ

107 106

【
図
３
】
と
、
地
蔵
の
顔
が
濡
れ
て
い
る
。
女
の
子
は
も
う
い
な
い
。
そ
し
て
地
蔵
は
に
っ
こ
り
笑

う
。「
み
ん
な
仲
良
く
」「
公
共
広
告
機
構
」
の
文
字
。　

公
共
の
平
穏
を
乱
す
輩
を
地
蔵
が
諭
す
。
切
り
絵
調
の
イ
ラ
ス
ト
と
、
地
蔵
の
化
身
の
女
の
子
と

い
う
物
語
展
開
は
い
か
に
も
「
ま
ん
が
日
本
昔
ば
な
し
」
だ
。
ち
な
み
に
「
ま
ん
が
日
本
昔
ば
な

し
〜
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
〜
」7

＊

で
「
地
蔵
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
す
る
と
一
四
七
四
話
中
七
二
話
に
「
地

蔵
」
が
検
出
さ
れ
相
当
な
数
だ
と
分
か
る
。
こ
の
Ｃ
Ｍ
は
、
同
番
組
が
形
成
し
た
昭
和
の
ア
ニ
メ
の

「
地
蔵
」
表
象
の
典
型
を
利
用
し
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

３
．
一
九
九
〇
年
、
Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｏ　
Ｃ
Ｍ「
ぶ
つ
ぞ
う
編
」
―
訴
え
る
地
蔵

一
九
九
〇
年
に
は
、
広
告
・
表
示
を
審
査
す
る
民
間
団
体
、
Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｏ
（
公
益
社
団
法
人
日
本
広
告

審
査
機
構
）
が
Ｃ
Ｍ
に
「
地
蔵
」
を
起
用
し
て
い
る
【
図
４
】。「
Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｏ
の
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
40
年
史
」

は
こ
の
よ
う
に
解
説
す
る
。「
お
地
蔵
さ
ん
が
『
ぶ
つ
』
と
言
う
と
『
広
告
に
関
す
る
苦
情
、
お
問

い
合
わ
せ
、
相
談
は
』
と
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
。
ぶ
つ
ぶ
つ
言
う
お
地
蔵
さ
ん
が
二
体
、
三
体
と
次
第
に

増
え
、
最
多
に
な
る
シ
ー
ン
で
は
一
二
体
に
も
。『
ぶ
つ
ぶ
つ
言
わ
な
い
で
Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｏ
ま
で
お
電
話

く
だ
さ
い
』
と
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
入
る
と
、
仏
頂
面
だ
っ
た
お
地
蔵
さ
ん
が
温
和
な
顔
に
。
最
後

は
、『
は
い
、
こ
ち
ら
Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｏ
で
ご
ざ
い
ま
す
』
と
い
う
相
談
員
の
女
性
の
声
が
聞
こ
え
、
地
蔵

さ
ん
が
『
ぶ
つ
』
と
電
話
で
苦
情
を
伝
え
ま
す
。
撮
影
に
使
っ
た
お
地
蔵
さ
ん
は
発
泡
ス
チ
ロ
ー

ル
製
で
、
撮
影
後
は
日
本
に
在
住
す
る
海
外
の
お
地
蔵
さ
ん
愛
好
家
に
引
き
取
ら
れ
て
い
き
ま
し

図３　テレビ CM「みんな仲よく」、AC 公共広告機構、
制作：電通大阪、1985 年

図４　
テレビＣＭ「ぶつぞう編」、JARO、1990 年

た
」8

＊

。　

こ
こ
で
の
「
地
蔵
」
は
広
告
に
関
す
る
苦
情
を
相
談
す
る
側
に
立
っ
て
い
て
、
問
題
を
解

決
す
る
側
で
は
な
い
。
し
か
し
、
公
共
の
平
穏
を
乱
す
事
案
に
対
し
て
申
し
立
て
、
そ
し
て
そ
れ
が

受
け
入
れ
ら
れ
て
温
和
な
顔
に
な
る
、
と
い
う
流
れ
は
、「
な
か
よ
し
地
蔵
」
と
共
通
す
る
社
会
救

済
の
表
象
で
あ
る
。
こ
の
Ｃ
Ｍ
は
平
成
二
年
の
作
で
は
あ
る
が
、
昭
和
の
「
地
蔵
」
表
象
を
継
承
し

て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、「
仏
」
像
で
あ
る
「
地
蔵
」
が
「
ぶ
つ
ぶ
つ
」
言
う
、
と
ダ
ジ
ャ
レ
で
茶

化
し
、「
地
蔵
」
の
表
象
を
現
代
社
会
に
引
き
寄
せ
て
い
る
。

４
．
一
九
九
六
年
ア
イ
フ
ル
自
動
契
約
機
「
お
自
動
さ
ん
」
―
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
化
す
る
地
蔵

こ
の
よ
う
に
昭
和
の
「
地
蔵
」
は
社
会
不
安
を
救
済
す
る
存
在
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
た
。
旧

来
か
ら
あ
っ
た
不
安
を
和
ら
げ
る
、
祈
り
と
救
済
の
存
在
と
し
て
の
「
地
蔵
」
表
象
の
現
代
版
と
い

え
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
平
成
に
入
る
と
、
と
あ
る
シ
リ
ー
ズ
Ｃ
Ｍ
の
ヒ
ッ
ト
に
よ
っ
て
Ｃ
Ｍ
に
お

け
る
「
地
蔵
」
像
は
大
き
く
転
換
す
る
。
シ
リ
ー
ズ
の
名
は
「
お
自
動
さ
ん
」。
Ｃ
Ｍ
で
「
地
蔵
」

が
世
間
話
で
「
お
自
動
さ
ん
」
を
噂
す
る
【
図
５
】9

＊

。
誰
も
が
知
る
「
地
蔵
」
像
を
う
ま
く
換
骨
奪

胎
し
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
化
で
成
功
し
た
Ｃ
Ｍ
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
地
蔵
＝
自
動
は
ダ
ジ
ャ
レ
で
あ
る
。「
お
自
動
さ
ん
」
Ｃ
Ｍ
の
「
地
蔵
」
は
、
公
共
へ

の
貢
献
や
、
賽
の
河
原
の
救
い
と
何
ら
関
係
し
て
い
な
い
。
一
九
九
三
年
、
大
手
消
費
者
金
融
の
ア

コ
ム
が
「
む
じ
ん
く
ん
」
と
名
付
け
た
自
動
契
約
機
を
導
入
し
知
名
度
の
向
上
に
成
功
、
こ
れ
を

追
っ
た
ア
イ
フ
ル
の
自
動
契
約
機
が
「
お
自
動
さ
ん
」
だ
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
、
一
九
八
九
年
か
ら

図５　テレビＣＭ「お自動さん」、アイフル、1998 年
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一
九
九
八
年
の
テ
レ
ビ
・
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
の
傾
向
を
、
制
作
当
事
者
が
「
コ
ト
バ
が
ひ
と
り
あ
る

き
し
た
時
代
」10

＊

だ
っ
た
と
述
懐
し
て
い
る
。
見
た
目
の
意
味
を
は
み
出
し
た
言
葉
遊
び
に
よ
る
Ｃ
Ｍ

が
、
こ
の
頃
多
く
制
作
さ
れ
た
と
い
う
証
言
だ
。「
お
自
動
さ
ん
」
は
そ
の
典
型
例
だ
っ
た
の
だ
ろ

う
。
地
蔵
菩
薩
と
い
う
仏
を
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
化
し
た
同
Ｃ
Ｍ
は
、
旧
来
か
ら
あ
っ
た
祈
り
と
救
済
と

い
っ
た
記
号
の
意
味
を
超
え
た
「
地
蔵
」
の
表
象
を
創
出
し
た
。
以
降
Ｃ
Ｍ
に
お
い
て
「
地
蔵
」
は

よ
り
自
由
に
使
わ
れ
る
存
在
と
な
っ
て
い
く
。

５
．
二
〇
〇
一
年　
横
尾
忠
則
「
20
年
目
の
ピ
カ
ソ
」
―
祈
り
と
救
済
の
意
味
の
継
承

平
成
以
降
、
Ｃ
Ｍ
の
中
で
の
「
地
蔵
」
は
、
祈
り
や
救
済
と
い
っ
た
従
来
の
意
味
を
薄
め
て
い

た
。
こ
こ
で
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
か
ら
少
し
横
道
に
そ
れ
、
ポ
ス
タ
ー
な
ど
商
業
デ
ザ
イ
ン
か
ら
創
作
活
動

を
開
始
し
た
横
尾
忠
則
の
作
品
の
中
の
「
地
蔵
」
に
ふ
れ
て
み
た
い
。
こ
こ
で
見
る
作
品
の
表
題
は

「
20
年
目
の
ピ
カ
ソ
」。
横
尾
が
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
（
芸
術
家
）
宣
言
を
す
る
契
機
と
な
っ
た
一
九
八
〇

年
の
ピ
カ
ソ
展
の
展
覧
の
体
験
を
、
二
〇
〇
一
年
に
自
ら
回
顧
し
た
油
彩
画
で
あ
る
。

同
作
の
画
面
の
左
上
に
は
、
一
九
八
〇
年
に
開
催
さ
れ
た
「
ピ
カ
ソ
展
」
の
カ
タ
ロ
グ
の
表
紙

【
図
６
】
に
描
か
れ
た
ピ
カ
ソ
の
自
画
像
が
描
か
れ
て
い
る
。
ピ
カ
ソ
が
画
面
の
下
方
を
覗
き
込
ん

で
い
る
設
定
だ
。
覗
き
込
ま
れ
て
い
る
の
は
幼
少
期
の
横
尾
。
そ
れ
も
逆
さ
に
な
っ
た
滝
壺
の
中
の

つ
り
橋
を
渡
っ
て
い
る
。
み
る
も
の
に
恐
怖
を
感
じ
さ
せ
る
強
い
主
張
の
あ
る
画
だ
【
図
７
】。

横
尾
の
「
20
年
目
の
ピ
カ
ソ
」
は
、
バ
ル
セ
ル
ナ
の
ピ
カ
ソ
美
術
館
で
二
〇
一
四
年
に
開
催
さ
れ

図６　
パブロ・ピカソ 「自画像」油彩、1907 年を表紙とした、
1980 年のニューヨーク近代美術館「ピカソ展」図録。

た
「
ポ
ス
ト
ピ
カ
ソ
」
展
で
展
示
さ
れ
た
が
、
そ
の
図
録
で
は
以
下
の
よ
う
に
概
説
さ
れ
て
い
る
。

「《
20
年
目
の
ピ
カ
ソ
》
は
横
尾
が
一
九
八
〇
年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
近
代
美
術
館
で
受
け
た
啓
示
を

思
い
起
こ
さ
せ
る
と
同
時
に
、
彼
の
幼
児
期
の
記
憶
を
幻
覚
の
よ
う
に
示
す
も
の
で
も
あ
る
。
ピ
カ

ソ
（《
自
画
像
》
一
九
〇
七　

に
基
づ
い
て
い
る
）
が
見
守
る
な
か
、
二
人
の
子
ど
も
が
木
製
の
橋
を
渡
っ

て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
橋
は
巨
大
な
滝
壺
の
上
に
上
下
逆
さ
ま
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。”O

nly 

in desperation is true art achieved”

と
い
う
文
字
が
丸
太
の
縁
に
書
か
れ
て
い
る
。」11

＊

横
尾
自
身
は
二
〇
一
八
年
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
一
九
八
〇
年
に
ピ
カ
ソ
を
観
た
際
の
体
験
を

「
大
げ
さ
な
言
い
方
で
す
が
、
絵
を
見
な
が
ら
『
い
か
に
生
き
る
か
？
』
と
い
う
問
題
に
直
面
し

て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
冷
静
さ
を
欠
い
て
い
る
わ
け
で
す
。『
こ
こ
は
こ
う
い
う
風
に
描
い
て
い
る

な
』
な
ん
て
ま
る
で
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
す
ね
。
目
と
脳
が
直
結
せ
ず
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
ち
ゃ
っ

て
い
る
よ
う
な
感
じ
で
し
た
。
頭
で
も
の
を
考
え
ら
れ
な
く
な
っ
」12

＊

た
、
と
回
想
し
て
い
る
。

実
は
こ
の
絵
の
中
に
、
お
地
蔵
さ
ん
が
潜
ん
で
い
る
。
子
供
が
歩
く
逆
さ
に
な
っ
た
滝
つ
ぼ
の
崖

の
中
に
小
さ
な
小
さ
な
地
蔵
が
お
よ
そ
五
〇
体
、
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
。【
図
８
】
は
そ
の
一
体

で
あ
る
。

糸
井　
小
さ
な
お
地
蔵
さ
ん
に
印
象
的
な
赤
い
よ
だ
れ
か
け
が
つ
い
て
い
た
り
。

横
尾　

あ
あ
、
こ
れ
ね
。
た
ぶ
ん
、
パ
ー
ン
と
し
た
大
き
な
も
の
よ
り
克
明
に
見
て
る
間
に

発
見
し
た
も
の
に
対
し
て
は
「
自
慢
も
し
た
い
け
ど
も
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
な
。

図７　
横尾忠則「20 年目のピカソ」2001 年

図７、図８出典：世田谷美術館、兵庫県立美術館編 『冒険王・横尾忠則』 国書刊行会、2008 年、37 頁

図８　横尾忠則「20 年目のピカソ」部分。
本作の崖にあたる部分には、近づかない
と気付かないほどの小ささで様々な形の
地蔵がおよそ 50 体描かれている。祠を持
つ地蔵もある。そして地蔵と似た描き方
で石の男根も多数描かれている。
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糸
井　
ふ
ふ
ふ
。

横
尾　

で
も
、
一
方
で
さ
、
こ
ん
な
絵
で
恐
怖
を
い
だ
か
せ
ち
ゃ
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う

心
配
も
あ
る
わ
け
。

糸
井　
わ
か
り
ま
す
よ
、
こ
れ
は
悪
夢
で
す
も
ん
。13
＊

二
〇
〇
八
年
に
開
催
さ
れ
た
「
冒
険
王
・
横
尾
忠
則
」
の
会
場14

＊

で
の
糸
井
重
里
と
横
尾
の
対
談

の
一
部
で
あ
る
。
横
尾
は
一
九
八
〇
年
か
ら
の
二
〇
年
間
の
自
身
の
ピ
カ
ソ
体
験
の
「
恐
怖
」
を

和
ら
げ
る
意
図
で
、「
地
蔵
」
を
画
中
に
潜
ま
せ
た
と
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
テ
レ
ビ
・
コ
マ
ー

シ
ャ
ル
に
お
い
て
換
骨
奪
胎
さ
れ
た
「
地
蔵
」
で
は
な
く
、
祈
り
と
救
済
の
イ
コ
ン
と
し
て
の
「
地

蔵
」
が
あ
る
。
悪
夢
を
祈
り
に
よ
っ
て
救
済
す
る
「
地
蔵
」
を
、
横
尾
は
崖
の
中
に
極
め
て
小
さ
な

姿
で
多
数
埋
め
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、「
地
蔵
」
に
対
し
て
日
本
人
が
旧
来
か
ら
持
っ

て
き
た
記
号
的
意
味
の
継
承
、
平
成
以
降
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
で
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
化
に
よ
っ
て
そ
れ

が
す
べ
て
消
し
去
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
よ
み
と
れ
る
。

６
．
二
〇
〇
八
年
「
笠
地
蔵
の
恩
返
し
」
Ａ
Ｃ
ジ
ャ
パ
ン
・
学
生
コ
ン
ク
ー
ル

―Net

社
会
の
不
安
と
地
蔵

テ
レ
ビ
で
オ
ン
エ
ア
さ
れ
た
フ
ィ
ル
ム
で
は
な
い
が
、
Ａ
Ｃ
ジ
ャ
パ
ン
が
主
催
し
た
「
第
四
回

公
共
広
告
学
生
賞
」15

＊

で
二
〇
〇
八
（
平
成
二
〇
）
年
に
優
秀
賞
を
受
賞
し
た
作
品
に
「
笠
地
蔵
の
恩
返

し
」16

＊

が
あ
る
。
三
〇
秒
の
作
品
で
、テ
ー
マ
は
「
個
人
情
報
流
出
問
題
」。
切
り
紙
細
工
の
ア
ニ
メ
ー

シ
ョ
ン
で
こ
の
よ
う
な
内
容
だ
。
雪
降
る
中
地
蔵
に
笠
を
か
け
る
お
じ
い
さ
ん
。
そ
の
夜
地
蔵
た
ち

が
財
宝
を
持
っ
て
お
じ
い
さ
ん
の
家
に
お
礼
に
や
っ
て
く
る
。
喜
ぶ
お
じ
い
さ
ん
。
こ
こ
ま
で
は
お

決
ま
り
の
ス
ト
ー
リ
ー
だ
。
だ
が
お
じ
い
さ
ん
、
ふ
と
つ
ぶ
や
く
。「
な
ん
で
地
蔵
さ
ま
は
お
ら
の

住
所
知
っ
と
る
ん
じ
ゃ
？
」。

次
の
画
面
で
は
、
お
じ
い
さ
ん
の
個
人
情
報
（
住
所
：
川
の
ほ
と
り
、
誕
生
日
五
月
三
〇
日
、
特
徴
：
や
さ

し
い
、
親
切
）
が
パ
ソ
コ
ン
に
大
写
し
さ
れ
る
。
次
第
に
画
面
が
引
い
て
い
き
、
パ
ソ
コ
ン
の
手
前
に

大
勢
の
顔
の
見
え
な
い
人
影
（
地
蔵
の
影
）
が
【
図
９
】。
最
後
に
は
赤
鬼
と
青
鬼
も
浮
か
び
上
が
る
。

「
ネ
ッ
ト
社
会
無
防
備
な
主
人
公
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？
」
と
文
字
が
フ
ェ
ー
ド
イ
ン
し
、
音
声

「
♪
Ａ
Ｃ
〜
」。

「
地
蔵
」
は
、
こ
の
Ｃ
Ｍ
で
は
表
情
の
な
い
恐
怖
を
齎
す
不
特
定
多
数
と
し
て
描
か
れ
る
。「
地

蔵
」
の
持
つ
救
済
の
超
能
力
の
知
名
度
を
逆
手
に
と
り
、
見
え
な
い
社
会
的
圧
力
の
恐
怖
の
象
徴
と

し
て
「
地
蔵
」
を
描
い
て
い
る
の
だ
。「
地
蔵
」
の
記
号
的
意
味
（
超
能
力
で
救
済
す
る
）
が
知
ら
れ
て

い
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
パ
ロ
デ
ィ
が
可
能
に
な
っ
た
。
し
か
し
「
地
蔵
」
は
こ
こ
で
は
石
の
仏
で
あ

り
、
笑
い
も
泣
き
も
せ
ず
無
表
情
で
あ
る
。

図９　AC ジャパン・学生コンクール「第四回公共広告学生賞」優秀賞受賞テレビ CM 作品
「笠地蔵の恩返し」、制作代表者：樋口紘美（日本大学藝術学部）、2008 年
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７
．
二
〇
二
一
年　

Vaundy

「
泣
き
地
蔵
」
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
ビ
デ
オ

―Net

社
会
の
不
安
と
地
蔵

最
後
に
二
〇
二
一
年
一
〇
月
一
九
日
に
発
表
さ
れ
た
楽
曲
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
ビ
デ
オ
（
Ｍ
Ｖ
）

を
最
新
の
事
例
と
し
て
紹
介
し
よ
う
。「
笠
地
蔵
の
恩
返
し
」
Ｃ
Ｍ
と
同
様
、「
地
蔵
」
の
超
能
力
と

無
表
情
と
い
う
よ
く
知
ら
れ
た
表
象
が
、
こ
こ
で
は
ネ
ッ
ト
社
会
の
危
険
と
闇
と
に
結
び
つ
け
ら
れ

て
い
る
。

Vaundy

（
バ
ウ
ン
デ
ィ
）
の
「
泣
き
地
蔵
」17

＊

。
公
開
時
の
ニ
ュ
ー
ス
リ
リ
ー
ス18

＊

に
は
「
最
新
テ

ク
ノ
ロ
ジ
ー
、
バ
ー
チ
ャ
ル
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
で
表
現
さ
れ
た
」
と
あ
り
、
監
督
のM

IZU
N
O
 

CA
BBAG

E

は
以
下
の
よ
う
に
制
作
意
図
を
書
い
て
い
る
。「
人
の
不
幸
を
娯
楽
コ
ン
テ
ン
ツ
と
し

て
見
て
い
ま
せ
ん
か
？
と
い
う
人
々
へ
の
警
告
を
テ
ー
マ
に
Ｍ
Ｖ
を
制
作
し
ま
し
た
。
昨
今
Ｓ
Ｎ
Ｓ

で
人
の
不
幸
や
災
難
を
目
に
す
る
機
会
が
増
え
ま
し
た
。
し
か
し
そ
れ
を
簡
単
に
流
し
見
し
た
り
、

コ
ン
テ
ン
ツ
と
し
て
消
費
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
自
分
で
も
無
意
識
で
そ
う

い
う
見
方
を
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
自
分
や
人
々
に
対
す
る
警
告
」。

Ｍ
Ｖ
で
は
大
勢
に
取
り
囲
ま
れ
恐
怖
に
お
の
の
く
女
の
顔
が
「
地
蔵
」
に
変
わ
り
、
涙
を
流
す
。

そ
れ
を
傍
観
し
て
い
た
男
が
次
の
標
的
と
さ
れ
、
フ
ラ
ッ
シ
ュ
を
た
く
多
く
の
カ
メ
ラ
に
取
り
囲
ま

れ
る
。
恐
怖
か
ら
男
の
顔
も
「
地
蔵
」
に
変
わ
り
、
涙
を
流
す
【
図
10
】。
祈
り
と
救
済
の
イ
コ
ン
で

あ
る
「
地
蔵
」
の
涙
は
、
こ
こ
で
は
抗
え
な
い
見
え
な
い
相
手
へ
の
恐
怖
の
大
き
さ
を
象
徴
す
る
。

図 10　ミュージック・ビデオ「Vaundy『泣き地蔵』」、監督：MIZUNO CABBAGE、 2021 年

本
稿
は
こ
こ
ま
で
昭
和
か
ら
令
和
ま
で
の
テ
レ
ビ
・
動
画
に
お
け
る
「
地
蔵
」
の
表
象
を
み
て
き

た
。
実
際
に
「
地
蔵
」
に
手
を
合
わ
せ
た
時
、
私
た
ち
に
は
石
仏
で
あ
る
地
蔵
菩
薩
の
お
顔
が
、
時

に
微
笑
み
に
、
時
に
泣
き
顔
に
も
見
え
る
。
そ
の
よ
う
な
原
体
験
が
「
地
蔵
」
を
祈
り
と
救
済
の
イ

コ
ン
と
感
じ
る
所
以
な
の
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
記
号
的
意
味
は
令
和
の
今
日
に
も
継
承
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
昭
和
の
「
な
か
よ
し
地
蔵
」
や
「
ぶ
つ
ぞ
う
編
」
で
は
社
会
不
安
を
救
済
し
笑
顔
と

な
っ
た
「
地
蔵
」
は
、
今
日
で
はN

et

上
の
不
特
定
多
数
、
あ
る
い
は
そ
の
恐
怖
を
救
済
で
き
ず

に
涙
す
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
託
さ
れ
た
思
い
に
よ
っ
て
変
化
す
る
「
地
蔵
」
の
表
象

は
、
社
会
と
時
代
を
映
し
て
い
る
。
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 1

https://w
w
w
.arc.ritsum

ei.ac.jp/database/CM
db/

20
世
紀
の
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費

（JP19H
P1234

）
の
助
成
を
受
け
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
。「
お
地
蔵
」
は
作
品N

o.: JAC30-04622

。
画
像
引
用
元
も
同
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
内
。
な
お
同
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
「
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
運
用
協
議
会
」
が
運
営
・
管
理
し
て
お
り
、
研
究
ま
た
は
教

育
目
的
に
限
り
、
同
協
議
会
の
承
認
を
経
て
閲
覧
が
可
能
。
手
続
き
詳
細
は
右
記
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参
照
。

 2　

同
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
れ
ば
現
在
の
会
社
名
称
は
「
株
式
会
社
ひ
よ
子
」。
一
九
八
七
（
昭
和
六
二
）
年
一
〇
月
に
グ
ル
ー
プ
会
社

四
社
を
合
併
し
社
名
を
変
更
し
て
い
る
。

 3　
「
け
ん
ち
ゃ
ん
」
は
ハ
ン
チ
ン
グ
帽
を
か
ぶ
り
半
ズ
ボ
ン
姿
。
Ｔ
Ｂ
Ｓ
系
列
で
一
九
六
九
年
か
ら
一
九
八
二
年
に
全
国
放
送
さ
れ
た
人

気
子
供
向
け
ド
ラ
マ
「
ケ
ン
ち
ゃ
ん
シ
リ
ー
ズ
」
の
主
人
公
を
彷
彿
さ
せ
る
「
都
会
の
子
供
」
の
表
象
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

 4　
「
生
神
」
が
付
く
地
名
は
全
国
で
、
石
川
県
の
富
来
生
神
（
と
ぎ
う
る
か
み
）
の
み
で
あ
る
。

 5

https://w
w
w
.youtube.com

/w
atch?v=H

JA
h1km

U
H
u4　

よ
り
画
像
引
用
。

 6　

テ
レ
ビ
ア
ニ
メ
「
ま
ん
が
日
本
昔
ば
な
し
」
は
一
九
七
五
〜
一
九
九
四
（
昭
和
五
〇
〜
平
成
六
）
年
、
Ｔ
Ｂ
Ｓ
系
列
で
放
送
さ
れ
た
。

 7

http://nihon.syoukoukai.com
/　

全
一
四
七
四
話
の
「
ま
ん
が
日
本
昔
ば
な
し
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
文
字
化
さ
れ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化

さ
れ
た
非
公
式
サ
イ
ト
。
サ
イ
ト
の
管
理
者
は
「
古
里
紅
子
」。

 8

https://w
w
w
.jaro.or.jp/jaro40/j_tvCM

/90-02.htm
l　

「
設
立
40
周
年
記
念
特
集
２
、
Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｏ
の
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
40
年
史
」
Ｊ
Ａ

Ｒ
Ｏ
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
。
画
像
引
用
元
も
同
一
。

 9

https://w
w
w
.youtube.com

/w
atch?v=EiU

gc32H
ois 

よ
り
画
像
引
用
。

 10　

日
本
ア
ド
・
コ
ン
テ
ン
ツ
制
作
社
連
盟
編
『TH

E CM

』
宣
伝
会
議
、
二
〇
一
二
年
、
八
二
頁
。
山
崎
高
明
（
電
通
所
属
の
広
告
制
作

者
）
の
発
言
。

 11

https://w
w
w
.tadanoriyokoo.com

/vision/2014/05.htm
l　

「Tadanori Yokoo O
ffi cial w

ebsite

」
内
二
〇
一
四
年
五
月
三
〇

日
の
「
横
尾
忠
則
の
日
記
」。「
20
年
目
の
ピ
カ
ソ
」
画
像
引
用
元
も
同
一
。

 12

https://bijutsutecho.com
/m

agazine/special/prom
otion/18094　

「『
ピ
カ
ソ
が
僕
を
変
え
た
』
横
尾
忠
則
、
ピ
カ
ソ
を
語

る
。」W

eb

版
美
術
手
帳
、
二
〇
一
八
年
七
月
二
三
日
。

 13

https://w
w
w
.1101.com

/boukenooooo/2008-06-01.htm
l　

「
ほ
ぼ
日
刊
イ
ト
イ
新
聞
」「
冒
険
王
、
横
尾
忠
則
。」
二
〇
〇
八

年
六
月
九
日
号
。

 14　

こ
の
対
談
は
世
田
谷
美
術
館
で
行
わ
れ
た
。（
世
田
谷
美
術
館
開
催
：
二
〇
〇
八
年
四
月
一
九
日
〜
六
月
一
五
日
）
そ
の
後
兵
庫
県
立

美
術
館
（
六
月
二
七
日
〜
八
月
二
四
日
）
へ
巡
回
。

 15

https://w
w
w
.ad-c.or.jp/cam

paign/CM
/pdf/archive/04.pdf　

「『
第
４
回
公
共
広
告
Ｃ
Ｍ
学
生
賞
発
表
』
ニ
ュ
ー
ス
リ
リ
ー
ス
」

二
〇
〇
八
年
三
月
二
六
日
、
汐
留
電
通
ホ
ー
ル
。
一
一
八
作
の
応
募
が
あ
り
一
四
作
が
受
賞
し
て
い
る
。

 16

https://w
w
w
.youtube.com

/w
atch?v=H

K
cv3RW

fzoo

「
笠
地
蔵
の
恩
返
し
」
日
本
大
学
藝
術
学
部
、
代
表
：
樋
口
紘
美
氏
の
作

品
。

 17

https://w
w
w
.youtube.com

/w
atch?v=X

Q
TM

2M
5iD

_I　
「
泣
き
地
蔵 / Vaundy

：
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
ビ
デ
オ
」
監
督 M

IZU
N
O
 

CA
BBAG

E

、
主
演
笠
松
将
、
二
〇
二
一
年
一
〇
月
リ
リ
ー
ス
。

 18

https://w
w
w
.billboard-japan.com

/d_new
s/detail/105026/2　

「Vaundy

、
最
新
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
で
表
現
「
泣
き
地
蔵
」
Ｍ

Ｖ
公
開
」、
ジ
ャ
パ
ン
ビ
ル
ボ
ー
ド
、
二
〇
二
一
年
一
〇
月
一
九
日
、
画
像
引
用
元
も
同
一
。

（W
eb

サ
イ
ト
の
閲
覧
日
は
す
べ
て

二
〇
二
三
年
一
月
二
一
日
）

竹
内
幸
絵
（
た
け
う
ち
・
ゆ
き
え
）

同
志
社
大
学
社
会
学
部
メ
デ
ィ
ア
学
科
教
授
。
大
阪
港
の
海
遊
館
の
横
に
あ
っ
た
サ
ン
ト
リ
ー

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
﹇
天
保
山
﹈
の
学
芸
員
と
し
て
研
究
を
始
め
る
。
収
蔵
品
の
五
〇
〇
〇
枚
を
超
す

ポ
ス
タ
ー
と
格
闘
す
る
な
か
で
、
ビ
ジ
ュ
ア
ル
・
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
ポ
ス
タ
ー
の
存
在
意
義
に

目
覚
め
る
。
社
会
学
者
ら
と
出
会
い
、
デ
ザ
イ
ン
史
と
社
会
学
を
横
断
す
る
研
究
を
模
索
。
大
戦

間
期
日
本
の
広
告
研
究
を
経
て
、
現
在
は
戦
後
日
本
の
視
覚
文
化
研
究
、
テ
レ
ビ
・
コ
マ
ー
シ
ャ

ル
研
究
に
着
手
。
二
〇
一
四
年
か
ら
現
職
。
著
書
に
『
近
代
広
告
の
誕
生
―
ポ
ス
タ
ー
が
ニ
ュ
ー

メ
デ
ィ
ア
だ
っ
た
頃
』（
青
土
社
、
二
〇
一
一
）、
編
著
『
広
告
の
夜
明
け

―
大
阪
・
萬
年
社
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
研
究
』（
思
文
閣
、
二
〇
一
七
）、『
開
封
・
戦
後
日
本
の
印
刷
広
告
『
プ
レ
ス
ア
ル
ト
』
同

梱
広
告
傑
作
選
〈
１
９
４
９
―
１
９
７
７
〉』（
創
元
社
、
二
〇
二
〇
）
な
ど
。
博
士
（
学
術
）。
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カ
メ
ラ
は
何
を
捉
え
た
の
か
？

〜
Ｎ
Ｈ
Ｋ
『
新
日
本
紀
行　
地
蔵
盆
の
こ
ろ
』（
一
九
七
三
年
放
送
）

小
黒
純　

コ
ロ
ナ
禍
で
中
止
が
相
次
い
だ
地
蔵
盆
は
か
つ
て
、
ど
ん
な
様
子
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

一
九
七
三
年
九
月
一
七
日
に
放
送
さ
れ
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
『
新
日
本
紀
行　

地
蔵
盆
の
こ
ろ
』
に
は
当
時
の

貴
重
な
映
像
が
残
さ
れ
て
い
た
。
京
都
・
西
陣
の
町
（
京
都
市
上
京
区
聖
天
町
）
の
地
蔵
盆
と
地
蔵
祠

を
取
り
巻
く
人
々
の
姿
を
、
カ
メ
ラ
が
克
明
に
捉
え
た
。
半
世
紀
前
の
夏
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ

て
、
お
地
蔵
さ
ん
も
地
蔵
盆
も
、
ま
さ
に
「
日
常
」
だ
っ
た
。
各
シ
ー
ン
の
概
要
と
、
テ
キ
ス
ト
化

し
た
全
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
、
約
三
〇
分
の
番
組
を
再
現
し
て
み
た
。

■
化
粧
を
し
た
お
地
蔵
さ
ん

﹇
シ
ー
ン
（
Ｓ
）﹈
テ
ー
マ
曲
。
顔
に
化
粧
が
施
さ
れ
た
地
蔵
群
の
ア
ッ
プ
。【
図
１
】

﹇
Ｓ
﹈
か
が
り
火
が
舞
う
。
護
摩
の
火
に
札
が
く
べ
ら
れ
る
。

図１

﹇
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
Ｎ
）﹈
夜
空
を
焦
が
す
か
が
り
火
は
、
盆
を
終
わ
っ
て
祖
先
の
霊
を
あ
の
世
に

送
る
、
送
り
火
で
す
。

﹇
Ｓ
﹈
大
文
字
の
送
り
火
。

﹇
Ｓ
﹈
京
都
市
内
の
遠
景
と
鐘
の
音
。

﹇
Ｓ
﹈
西
陣
の
町
の
路
地
を
三
階
建
て
ぐ
ら
い
の
高
さ
か
ら
カ
メ
ラ
で
撮
影
。
男
性
が
一
軒
ず
つ

予
定
を
告
げ
て
歩
く
。「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今
晩
七
時
か
ら
地
蔵
盆
の
寄
り
合
い

を
し
ま
す
。
来
て
く
だ
さ
い
。
お
願
い
し
ま
す
」。

﹇
Ｎ
﹈
大
文
字
の
送
り
火
が
消
え
る
と
や
が
て
京
都
の
町
に
は
も
う
一
つ
の
盆
が
や
っ
て
来
ま

す
。
子
ど
も
た
ち
が
待
ち
に
待
っ
た
地
蔵
盆
で
す
。

﹇
Ｓ
﹈
カ
メ
ラ
が
上
か
ら
一
階
の
高
さ
ま
で
降
り
、
連
絡
役
の
男
性
を
追
う
。
家
の
引
き
戸
を
開

け
「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今
晩
七
時
か
ら
地
蔵
盆
の
寄
り
合
い
を
し
ま
す
。
来
て
く

だ
さ
い
」
と
声
を
掛
け
る
。

﹇
Ｓ
﹈
市
電
と
バ
ス
や
車
が
走
る
町
角
に
あ
る
地
蔵
祠
を
映
す
。【
図
２
】

﹇
Ｎ
﹈
京
都
の
町
は
お
地
蔵
さ
ん
の
多
い
町
で
す
。

﹇
Ｓ
﹈
小
さ
い
川
と
橋
。
川
辺
に
あ
る
地
蔵
祠
。

﹇
Ｎ
﹈
そ
の
数
は
京
都
の
街
に
五
〇
〇
〇
と
も
六
〇
〇
〇
と
も
言
わ
れ
、
ど
こ
の
町
内
も
大
抵
一

つ
の
お
地
蔵
さ
ん
を
祀
っ
て
い
ま
す
。

﹇
Ｓ
﹈
別
の
町
並
み
。
地
蔵
祠
。
ま
た
、
別
の
地
蔵
祠
。

図２
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﹇
Ｎ
﹈
お
地
蔵
さ
ん
が
祠
か
ら
顔
を
出
す
の
は
、
毎
年
八
月
の
二
二
日
と
二
三
日
、
地
蔵
盆
の
と

き
で
す
。
地
蔵
盆
は
町
角
の
お
地
蔵
さ
ま
と
子
ど
も
た
ち
の
お
祭
り
で
す
。

■
旦
那
衆
が
そ
ろ
ば
ん
を
弾
い
て

﹇
Ｓ
﹈「
本
来
地
蔵
盆
は
子
ど
も
さ
ん
の
た
め
や
か
ら
ね
」
な
ど
と
、
男
性
た
ち
数
人
が
家
の
中
で

テ
ー
ブ
ル
を
囲
ん
で
、
地
蔵
盆
の
段
取
り
を
話
し
合
っ
て
い
る
。

﹇
Ｎ
﹈
西
陣
の
老
舗
の
旦
那
衆
も
こ
の
日
が
近
づ
く
と
、
町
内
の
子
ど
も
の
た
め
に
頭
を
悩
ま
し

ま
す
。

﹇
Ｓ
﹈
男
性
た
ち
の
間
で
「
二
日
続
け
た
ら
ね
…
」「
二
日
や
り
ま
す
か
」「
こ
の
前
は
ね
…
」「
お

供
え
の
こ
と
は
…
」
な
ど
と
相
談
事
が
飛
び
交
う
。

﹇
Ｎ
﹈
町
内
会
の
世
話
を
す
る
織
屋
の
ご
主
人
に
、
糸
屋
さ
ん
に
、
染
め
屋
さ
ん
。
西
陣
の
聖
天

町
は
戸
数
五
二
戸
。
町
内
の
ほ
と
ん
ど
が
西
陣
織
に
携
わ
る
家
々
で
す
。

﹇
Ｓ
﹈「
ち
ょ
っ
と
無
理
や
と
思
う
ね
。
…
三
万
円
か
け
た
ら
…
五
二
軒
、
去
年
が
ね
一
軒
平
均
値

一
二
〇
〇
円
ほ
ど
で
す
わ
」
な
ど
と
。
そ
ろ
ば
ん
を
弾
く
。
表
紙
に
「
昭
和
四
十
八
年
八

月　

地
蔵
盆
収
支
帳
」
と
筆
書
き
さ
れ
た
台
帳
も
。「
今
年
は
四
三
人
…
」「
四
回
ど
な
い

す
る
…
」「
ち
ょ
っ
と
（
値
が
）
張
る
な
」「
七
〇
円
…
八
〇
円
…
」

﹇
Ｓ
﹈
家
並
み
の
屋
根

﹇
Ｎ
﹈
織
物
に
生
き
る
家
々
が
瓦
を
寄
せ
合
う
西
陣
。
西
陣
の
歴
史
は
そ
の
昔
、
平
安
の
貴
族
た

ち
の
織
物
を
織
っ
た
織
部
の
司
の
職
人
た
ち
が
、
こ
の
地
に
根
を
下
ろ
し
た
の
に
始
ま
り

ま
す
。

﹇
Ｓ
﹈
托
鉢
で
お
布
施
を
受
け
取
る
僧
侶
。
軒
先
で
水
撒
き
す
る
女
性
の
姿
。

﹇
Ｎ
﹈
王
朝
文
化
か
ら
生
ま
れ
育
ち
、
織
物
の
町
が
出
来
上
が
っ
て
か
ら
お
よ
そ
五
〇
〇
年
。
西

陣
は
今
も
古
い
京
情
緒
を
残
す
町
で
す
。

■
織
機
の
音

﹇
Ｓ
﹈
祠
の
前
で
手
を
合
わ
せ
る
男
性
。
頭
を
下
げ
て
、
祈
る
。【
図
３
】

﹇
Ｎ
﹈
織
屋
を
営
む
タ
ツ
ミ
さ
ん
は
今
年
、
聖
天
町
の
お
地
蔵
さ
ん
の
当
番
に
選
ば
れ
ま
し
た
。

地
蔵
盆
の
日
に
は
お
地
蔵
さ
ん
を
自
宅
に
引
き
取
っ
て
、
母
屋
を
町
内
の
子
ど
も
た
ち
に

開
放
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

﹇
Ｓ
﹈
廊
下
と
畳
の
部
屋
。
山
の
形
と
「
太
」
の
文
字
を
あ
し
ら
っ
た
暖
簾
。

﹇
Ｎ
﹈
タ
ツ
ミ
さ
ん
の
家
は
も
う
一
三
〇
年
も
の
間
、
西
陣
織
の
金
襴
や
帯
を
織
り
続
け
て
き
ま

し
た
。

﹇
Ｓ
﹈
織
物
の
機
械
が
動
き
続
け
、
女
性
職
員
が
糸
を
た
ぐ
る
な
ど
し
て
い
る
。
織
機
の
音
だ
け

が
流
れ
る
。

﹇
Ｓ
﹈「
私
は
こ
こ
は
も
う
少
し
…
」。
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
織
物
を
は
さ
ん
で
、
タ
ツ
ミ
さ
ん
と
も

う
ひ
と
り
が
話
し
合
い
を
す
る
。

図３
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﹇
Ｎ
﹈
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
描
い
た
文
様
を
、
何
色
の
色
糸
を
使
っ
て
、
ど
ん
な
組
織
で
織
る
か
。
紋

図
屋
と
呼
ば
れ
る
設
計
屋
さ
ん
と
の
打
ち
合
わ
せ
で
す
。

﹇
Ｓ
﹈「
ち
ょ
っ
と
青
が
多
い
で
し
ょ
う
」「
そ
う
で
す
な
」「
紫
も
ち
ょ
っ
と
多
い
…
」「
そ
う
で

す
な
」「
も
う
少
し
白
を
入
れ
る
方
が
明
る
く
な
る
…
」
な
ど
と
、
タ
ツ
ミ
さ
ん
ら
の
打

ち
合
わ
せ
が
続
く
。
棚
に
は
何
色
も
の
糸
束
が
あ
る
。
二
人
と
も
白
い
ワ
イ
シ
ャ
ツ
に
ネ

ク
タ
イ
姿
。

﹇
Ｓ
﹈
女
性
職
員
に
よ
る
機
織
り
。

﹇
Ｎ
﹈
機
械
化
が
進
む
今
も
、
手
の
込
ん
だ
高
級
な
禁
断
や
帯
は
手
織
り
で
織
ら
れ
ま
す
。
年
産

一
三
〇
〇
億
円
。
西
陣
の
一
角
に
は
九
〇
〇
〇
軒
を
超
す
織
物
業
者
が
集
ま
り
、
毎
日

三
万
台
の
機
織
り
が
動
き
続
け
て
い
ま
す
。
西
陣
織
は
い
つ
の
時
代
に
も
、
名
も
な
い
織

子
た
ち
の
手
で
、
数
々
の
芸
術
品
が
生
み
出
さ
れ
ま
し
た
。

■
町
角
で
子
ど
も
を
見
守
る
仏
様

﹇
Ｓ
﹈
路
地
で
遊
ぶ
子
ど
も
た
ち
。
三
輪
車
、
輪
投
げ
、
縄
跳
び
な
ど
。【
図
４
】

﹇
Ｎ
﹈
西
陣
の
子
ど
も
た
ち
は
、
い
つ
も
機
織
り
の
音
に
囲
ま
れ
て
育
っ
て
き
ま
し
た
。

﹇
Ｓ
﹈
地
蔵
祠
の
中
の
お
地
蔵
さ
ん
の
ア
ッ
プ
。【
図
５
】

﹇
Ｎ
﹈
お
地
蔵
さ
ん
は
町
角
で
、
子
ど
も
を
見
守
る
仏
様
で
す
。
死
ん
だ
幼
子
の
霊
は
、
三
途
の

川
の
ほ
と
り
の
賽
の
河
原
に
集
ま
っ
て
い
る
と
い
い
ま
す
。
賽
の
河
原
で
泣
く
子
ど
も
を

図４

地
獄
の
鬼
か
ら
守
っ
て
く
だ
さ
る
の
が
お
地
蔵
様
な
の
で
す
。

﹇
Ｓ
﹈
さ
ま
ざ
ま
な
お
地
蔵
さ
ん
の
近
影
。
夜
、
い
く
つ
も
の
お
地
蔵
さ
ん
に
添
え
ら
れ
た
ろ
う

そ
く
の
灯
火
。
暗
い
声
の
男
性
の
歌
唱
が
続
く
。

■
本
家
、
壬
生
寺
で

﹇
Ｓ
﹈
男
性
の
歌
唱
は
そ
の
ま
ま
で
、
映
像
が
壬
生
寺
の
地
蔵
群
に
切
り
替
わ
る
。

﹇
Ｎ
﹈
地
蔵
信
仰
が
庶
民
の
間
に
盛
ん
に
な
っ
た
の
は
平
安
時
代
の
終
わ
り
頃
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
、
地
蔵
盆
は
子
ど
も
の
安
泰
を
願
う
行
事
か
ら
、
子
ど

も
た
ち
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
行
事
に
な
り
ま
し
た
。

﹇
Ｓ
﹈
壬
生
寺
の
境
内
に
堆
く
積
ま
れ
た
お
地
蔵
さ
ん
を
、
子
ど
も
た
ち
が
見
て
回
る
。

﹇
Ｎ
﹈
お
地
蔵
さ
ん
の
本
家
、
壬
生
寺
に
は
地
蔵
盆
の
頃
に
な
る
と
、
お
地
蔵
さ
ん
を
借
り
に
来

る
町
内
会
も
あ
り
ま
す
。
何
百
年
の
歴
史
を
含
む
京
都
の
町
に
も
、
最
近
は
団
地
や
新
興

住
宅
地
な
ど
、
お
地
蔵
さ
ん
を
持
た
な
い
町
が
増
え
て
き
ま
し
た
。

﹇
Ｓ
﹈
子
ど
も
た
ち
と
引
率
の
男
性
が
、
お
地
蔵
さ
ん
選
び
を
進
め
る
。
住
職
が
「
地
蔵
尊
貸
与

受
付
」
と
い
う
表
紙
の
台
帳
の
ペ
ー
ジ
を
め
く
り
、
記
入
す
る
。

﹇
Ｎ
﹈
地
蔵
盆
を
前
に
、
既
に
八
二
体
の
お
地
蔵
さ
ん
が
貸
し
出
さ
れ
ま
し
た
。

﹇
Ｓ
﹈
意
中
の
お
地
蔵
さ
ん
を
抱
え
て
、
運
ぶ
。

﹇
Ｎ
﹈
や
っ
と
借
り
て
ゆ
く
お
地
蔵
さ
ん
が
決
ま
っ
た
の
が
、
京
都
の
郊
外
、
向
台
団
地
の
自
治

図５
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会
長
さ
ん
と
子
ど
も
た
ち
で
す
。
団
地
の
子
ど
も
た
ち
に
も
町
の
子
ど
も
た
ち
と
同
じ

に
、
地
蔵
盆
の
楽
し
み
を
味
あ
わ
せ
て
や
り
た
い
と
、
今
年
初
め
て
団
地
主
催
の
地
蔵
盆

を
開
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

﹇
Ｓ
﹈
お
地
蔵
さ
ん
を
助
手
席
に
乗
せ
、
子
ど
も
た
ち
は
後
部
座
席
に
座
り
、
車
が
壬
生
寺
を
出

発
。
住
職
は
お
辞
儀
を
し
て
見
送
る
。

■
着
々
と
準
備

﹇
Ｓ
﹈
タ
ツ
ミ
さ
ん
の
自
宅
内
。
製
作
中
の
帯
、
糸
巻
き
な
ど
。

﹇
Ｎ
﹈
地
蔵
盆
の
前
夜
。
タ
ツ
ミ
さ
ん
の
家
で
す
。

﹇
Ｓ
﹈
タ
ツ
ミ
さ
ん
が
室
内
に
大
き
な
提
灯
を
吊
る
す
。
大
き
な
木
箱
。

﹇
Ｎ
﹈
町
内
会
の
財
産
で
あ
る
地
蔵
盆
の
道
具
一
式
が
運
び
込
ま
れ
ま
し
た
。

﹇
Ｓ
﹈
母
親
が
小
さ
な
子
に
、
漆
器
の
説
明
を
し
て
い
る
。「
こ
れ
ね
お
つ
ゆ
を
張
る
の
よ
」「
こ

れ
お
漬
物
」「
こ
れ
も
ね
お
か
ず
載
せ
る
の
」「
あ
す
は
高
野
豆
腐
と
し
い
た
け
。
こ
れ
に

ね
、
何
を
入
れ
よ
う
か
な
、
お
母
さ
ん
…
」「
何
が
好
き
か
し
ら
」。

﹇
Ｓ
﹈
鐘
を
持
っ
た
男
児
を
先
頭
に
、
約
一
〇
人
の
子
ど
も
た
ち
が
路
地
を
歩
く
。
男
児
は
短
パ

ン
、
タ
ン
ク
ト
ッ
プ
姿
。【
図
６
】

﹇
Ｎ
﹈
八
月
の
二
二
日
。
朝
に
な
る
の
を
待
ち
か
ね
た
子
ど
も
た
ち
は
、
触
れ
の
鐘
を
叩
い
て
町

内
を
回
り
ま
す
。
お
地
蔵
さ
ん
が
祠
か
ら
祭
壇
に
移
さ
れ
る
の
を
触
れ
る
鐘
で
す
。

図６

﹇
Ｓ
﹈
高
齢
の
男
性
が
地
蔵
祠
の
扉
を
開
け
て
、
お
地
蔵
さ
ん
を
両
手
で
挟
ん
で
中
か
ら
取
り
出

す
。
奥
に
あ
っ
た
も
う
一
体
を
タ
ツ
ミ
さ
ん
が
取
り
出
す
。

﹇
Ｎ
﹈
一
年
ぶ
り
に
顔
を
見
る
お
地
蔵
さ
ん
で
す
。
い
つ
の
時
代
に
誰
が
祀
っ
た
の
か
は
、
町
内

誰
も
知
る
人
は
あ
り
ま
せ
ん
。
当
番
の
タ
ツ
ミ
さ
ん
は
今
年
四
九
歳
に
な
り
ま
す
が
、
ひ

と
粒
種
の
依
子
ち
ゃ
ん
は
ま
だ
三
歳
で
す
。

﹇
Ｓ
﹈
タ
ツ
ミ
さ
ん
と
も
う
ひ
と
り
で
お
地
蔵
さ
ん
を
抱
え
、
家
の
中
へ
。
壇
に
飾
る
。

﹇
Ｎ
﹈「
五
年
前
、
お
地
蔵
さ
ん
の
当
番
を
引
き
受
け
た
ら
や
っ
と
子
ど
も
に
恵
ま
れ
た
」
と
、
タ

ツ
ミ
さ
ん
は
今
年
も
あ
り
が
た
く
こ
の
役
を
引
き
受
け
ま
し
た
。

﹇
Ｓ
﹈
子
ど
も
た
ち
が
壇
に
置
か
れ
た
お
地
蔵
さ
ん
を
、
少
し
離
れ
た
場
所
か
ら
見
つ
め
る
。

■
ふ
ご
お
ろ
し

﹇
Ｎ
﹈
町
内
会
の
予
算
は
中
学
生
ま
で
を
対
象
に
し
て
い
ま
す
が
、
早
く
か
ら
集
ま
っ
て
く
る
の

は
や
は
り
小
さ
い
子
ど
も
た
ち
で
す
。

﹇
Ｓ
﹈
ふ
ご
お
ろ
し
の
様
子
。
民
家
の
二
階
の
部
屋
か
ら
、
ロ
ー
プ
づ
た
い
に
景
品
の
入
っ
た
か

ご
が
降
り
て
く
る
。
下
で
は
子
ど
も
た
ち
が
待
ち
構
え
て
い
る
。「
頭
、
当
た
り
ま
す
」

「
二
〇
番
、
あ
り
が
と
う
」
と
、
か
ご
か
ら
景
品
を
取
り
出
し
て
、
子
ど
も
に
渡
す
。

﹇
Ｎ
﹈
ふ
ご
お
ろ
し
。
地
蔵
盆
に
は
つ
き
も
の
の
福
引
で
す
。
大
人
た
ち
は
こ
の
日
ば
か
り
は
家

業
を
捨
て
て
、
子
ど
も
の
サ
ー
ビ
ス
役
に
回
り
ま
す
。



カメラは何を捉えたのか？ ～ＮＨＫ『新日本紀行　地蔵盆のころ』（一九七三年放送） 論考・エッセイ

125 124

﹇
Ｓ
﹈
二
階
の
部
屋
で
は
タ
ツ
ミ
さ
ん
ら
が
、
景
品
を
か
ご
に
入
れ
た
り
、
ロ
ー
プ
を
引
っ
張
っ

た
り
し
て
い
る
。
地
上
レ
ベ
ル
に
達
す
る
と
、
大
人
が
か
ご
か
ら
景
品
を
取
り
出
す
。

﹇
Ｎ
﹈
糸
屋
さ
ん
も
、
織
屋
さ
ん
も
、
染
め
屋
さ
ん
も
駆
り
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
自
分
た
ち

が
子
ど
も
の
と
き
に
味
わ
っ
た
楽
し
み
を
、
今
の
子
ど
も
た
ち
に
も
伝
え
て
や
ら
ね
ば
な

ら
な
い
。
京
都
に
住
む
大
人
た
ち
の
務
め
な
の
で
す
。

﹇
Ｓ
﹈
か
ご
の
前
に
は
小
さ
な
人
形
が
着
け
ら
れ
て
お
り
、
ロ
ー
プ
で
移
動
す
る
様
子
が
映
し
出

さ
れ
る
。
子
ど
も
た
ち
は
景
品
を
自
分
の
家
に
持
ち
帰
る
。【
図
７
】

﹇
Ｎ
﹈
か
ご
を
背
負
っ
た
人
形
は
お
地
蔵
さ
ん
の
遣
い
で
す
。
お
地
蔵
さ
ん
が
子
ど
も
た
ち
に

と
っ
て
、
あ
く
ま
で
あ
り
が
た
い
仏
様
で
す
。

■
数
珠
回
し

﹇
Ｓ
﹈
子
ど
も
た
ち
が
輪
に
な
っ
て
、
手
を
叩
き
な
が
ら
遊
ぶ
様
子
。「
か
ご
め
、
か
ご
め
」「
鬼

の
パ
ン
ツ
は
い
い
パ
ン
ツ
」
な
ど
の
歌
声
。

﹇
Ｎ
﹈
西
陣
の
街
に
限
ら
ず
、
こ
の
日
は
京
都
じ
ゅ
う
の
路
地
裏
が
子
ど
も
た
ち
の
姿
で
賑
わ
い

ま
す
。

﹇
Ｓ
﹈
ス
イ
カ
割
り
。
目
隠
し
を
し
た
男
の
子
が
、
大
人
に
助
け
ら
れ
な
が
ら
、
両
手
に
持
っ
た

棒
を
や
っ
と
振
り
下
ろ
す
。【
図
８
】

﹇
Ｓ
﹈
子
ど
も
た
ち
が
寄
り
添
っ
て
輪
に
な
っ
て
座
り
、
念
仏
を
唱
え
な
が
ら
、
膝
の
上
で
数
珠

図７図８

縄
を
回
す
。
子
ど
も
た
ち
は
約
三
〇
人
。
多
く
は
浴
衣
姿
。【
図
９
】

﹇
Ｎ
﹈
地
蔵
盆
が
子
ど
も
た
ち
の
楽
し
み
本
位
に
な
っ
た
中
で
、
た
だ
一
つ
の
宗
教
的
行
事
は
数

珠
回
し
で
す
。
お
坊
さ
ん
を
呼
ん
で
、
子
ど
も
た
ち
だ
け
で
お
地
蔵
さ
ん
を
供
養
し
ま

す
。
数
珠
の
房
で
頭
を
擦
る
と
利
口
に
な
る
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
り
ま
す
。

﹇
Ｓ
﹈
僧
侶
は
汗
を
拭
い
な
が
ら
、
読
経
を
続
け
る
。

■
レ
ン
タ
ル
地
蔵

﹇
Ｓ
﹈
広
場
の
一
角
に
お
地
蔵
さ
ん
が
置
か
れ
て
い
る
。
提
灯
が
飾
り
付
け
ら
れ
、
女
性
が
お
供

物
を
す
る
。
子
ど
も
た
ち
が
五
〇
人
以
上
集
ま
っ
て
い
る
。

﹇
Ｎ
﹈
壬
生
寺
か
ら
借
り
出
さ
れ
た
お
地
蔵
さ
ん
は
、
団
地
を
見
下
ろ
す
広
場
に
飾
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
団
地
の
自
治
会
で
子
ど
も
た
ち
に
ど
ん
な
催
し
が
い
い
か
ア
ン
ケ
ー
ト
し
た
と
こ

ろ
、
肝
試
し
が
一
番
の
人
気
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

﹇
Ｓ
﹈
暗
い
中
で
、
明
か
り
が
つ
い
た
提
灯
。
男
性
が
頭
か
ら
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
を
被
っ
て
い
る
。

﹇
Ｎ
﹈
自
治
会
の
会
長
さ
ん
が
脅
し
役
で
す
。

﹇
Ｓ
﹈
虫
の
鳴
き
声
。
突
然
、
や
っ
て
き
た
子
ど
も
に
「
ウ
オ
ー
」
と
迫
る
。
泣
き
叫
ぶ
子
ど

も
。
逃
げ
出
す
子
ど
も
。

﹇
Ｓ
﹈
獅
子
舞
と
お
囃
子
。
大
き
な
拍
手
。【
図
10
】

図９図 10
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■
う
た
か
た
の
夢

﹇
Ｓ
﹈
堀
川
通
の
イ
チ
ョ
ウ
並
木
。

﹇
Ｎ
﹈
地
蔵
盆
は
、
子
ど
も
た
ち
の
夏
の
日
の
う
た
か
た
の
夢
を
満
た
し
て
終
わ
り
ま
し
た
。

﹇
Ｓ
﹈
巻
き
上
げ
た
生
地
を
肩
に
担
い
で
、
ゆ
っ
く
り
と
道
を
歩
く
男
性
。
行
き
交
う
車
や
自
転

車
。

﹇
Ｎ
﹈
大
人
た
ち
は
仕
事
場
に
帰
っ
て
、
西
陣
の
街
に
は
ま
た
機
織
り
の
音
が
響
き
ま
す
。

﹇
Ｓ
﹈
格
子
越
し
に
商
談
の
電
話
の
声
。「
ご
案
内
差
し
上
げ
て
い
る
と
思
い
ま
す
け
ど
、
正
月
も

の
の
…
新
柄
が
で
き
ま
し
て
。
自
分
と
し
て
も
自
信
あ
る
と
思
う
て
ま
す
の
で
。
そ
う
で

す
か
、
お
越
し
い
た
だ
け
ま
す
か
？　

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
お
待
ち
し
て
ま
す
」

﹇
Ｓ
﹈
部
屋
に
色
と
り
ど
り
の
帯
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
き
ら
び
や
か
な
効
果
音
が
流
れ
る
。

﹇
Ｎ
﹈
一
本
に
一
ヵ
月
を
か
け
て
織
り
上
げ
た
帯
が
お
よ
そ
三
〇
〇
本
、
一
堂
に
並
べ
ら
れ
ま
し

た
。
タ
ツ
ミ
さ
ん
が
祖
先
か
ら
受
け
継
い
だ
古
い
暖
簾
を
か
け
て
の
展
示
会
で
す
。

﹇
Ｓ
﹈
何
人
も
の
バ
イ
ヤ
ー
が
訪
れ
、
品
定
め
を
し
て
い
る
。

﹇
Ｎ
﹈
目
の
効
い
た
問
屋
さ
ん
た
ち
の
前
で
、
作
品
の
出
来
・
不
出
来
が
問
わ
れ
ま
す
。
正
月
用

の
鳳
凰
の
帯
も
見
事
に
織
り
上
が
り
ま
し
た
。

﹇
Ｓ
﹈「
ま
い
ど
、
お
お
き
に
」「
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
」。
タ
ツ
ミ
さ
ん
が
訪
問
客
を
見

送
り
、
お
じ
ぎ
を
す
る
。「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」。

﹇
Ｎ
﹈
地
蔵
盆
が
進
む
と
京
都
も
急
に
秋
の
気
配
を
深
め
て
い
き
ま
す
。

﹇
Ｓ
﹈
壬
生
寺
の
地
蔵
群
。
テ
ー
マ
曲
が
流
れ
る
。
紅
葉
前
の
モ
ミ
ジ
を
枝
葉
を
重
ね
る
。【
図

11
】

※
シ
ー
ン
（
図
１
〜
11
）
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
京
都
ブ
ロ
グ
の
【
き
ょ
う
と
シ
ア
タ
ー
】「
新
日
本
紀

行　

地
蔵
盆
の
こ
ろ
」（
二
〇
二
二
年
八
月
二
二
日
掲
載
）（https://w

w
w
.nhk.or.jp/

kyoto-blog/999/472233.htm
l　

二
〇
二
三
年
一
月
三
一
日
閲
覧
）
か
ら
。

図 11

小
黒
純
（
お
ぐ
ろ
・
じ
ゅ
ん
）

大
学
卒
業
後
、
商
社
マ
ン
、
新
聞
記
者
を
経
て
、
米
オ
ハ
イ
オ
州
立
大
学
大
学
院
で
修
士

号
取
得
。
帰
国
後
、
共
同
通
信
記
者
と
し
て
調
査
報
道
を
手
が
け
る
。
二
〇
〇
四
年
か
ら

龍
谷
大
学
、
二
〇
一
二
年
か
ら
同
志
社
大
学
で
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
に
携
わ
る
一
方
、

ラ
イ
ブ
感
あ
ふ
れ
る
「
記
憶
に
残
る
授
業
」
を
目
指
す
。JoM

A

研
究
メ
ン
バ
ー
と
の
関
係

も
深
く
、
多
田
実
と
一
緒
に
、
全
学
的
な
科
目
「
メ
デ
ィ
ア
・
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
実

践
講
座
」
を
担
当
。
ま
た
、
西
村
秀
樹
と
は
『
テ
レ
ビ
・
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
の
真
髄
』

（
藤
原
書
店
）
を
出
版
し
た
。
フ
ァ
ク
ト
チ
ェ
ッ
ク
＆
調
査
報
道
の
サ
イ
ト
「InFact

」、
情

報
公
開
ク
リ
ア
リ
ン
グ
ハ
ウ
ス
な
ど
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
運
営
に
も
関
わ
る
。
地
域
の
問
題
を
追

及
す
る
調
査
報
道
サ
イ
ト
「W

atchdog

」
で
は
編
集
デ
ス
ク
を
務
め
る
。
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西
村
秀
樹
（
に
し
む
ら
・
ひ
で
き
）

一
九
七
五
年
慶
應
義
塾
大
学
卒
業
後
、
毎
日
放
送
に
入
社
。
主
に
報
道
局
で

ニ
ュ
ー
ス
や
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組
を
制
作
し
た
。
北
朝
鮮
取
材
六
回
、
植

村
直
己
の
冬
季
エ
ベ
レ
ス
ト
登
山
隊
に
同
行
取
材
し
た
。
退
職
後
、
近
畿
大
学

人
権
問
題
研
究
所
客
員
教
授
。
同
志
社
大
学
と
立
命
館
大
学
で
「
放
送
論
」
な

ど
を
担
当
し
た
。
ま
た
琉
球
遺
骨
返
還
請
求
訴
訟
を
テ
ー
マ
に
し
た
映
像
作
品

『
骨
を
還
せ
、
魂
を
還
せ
』
で
、「
韓
国
短
編
映
画
祭
２
０
２
３
ベ
ス
ト
・
ド

キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
賞
」
を
授
か
る
な
ど
映
像
作
家
と
し
て
活
動
中
。
単
著
『
北

朝
鮮
抑
留
』（
岩
波
現
代
文
庫
）『
大
阪
で
闘
っ
た
朝
鮮
戦
争
〜
吹
田
枚
方
事
件
の

青
春
群
像
』（
岩
波
書
店
）、
デ
ジ
タ
ル
出
版
『
抗
う
人
』（
季
刊
・
現
代
の
理
論
）。

共
著
『
テ
レ
ビ
・
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
の
真
髄
』（
藤
原
書
店
）。






