
「
無
墓
制
」
と
真
宗
の
墓
制

蒲
　
池
　
勢
　
至

　
は
じ
め
に

一
　
「
無
墓
制
」
に
つ
い
て

二
　
近
世
真
宗
の
墓
制

三
　
「
無
墓
制
」
と
中
世
真
宗
門
徒

　
お
わ
り
に

　

「
無
墓
制
」
関
係
地
帯
の
報
告
概
要

「無墓制」と真宗の墓制

論

文

要

旨

　

こ
れ
ま
で
民
俗
学
に
お
け
る
墓
制
研
究
は
、
「
両
墓
制
」
を
中
心
に
し
て
進
展
し
て
き
た
。

「
両
墓
制
」
は
「
単
墓
制
」
に
対
し
て
の
用
語
で
あ
る
が
、
近
年
、
こ
れ
に
加
え
て
「
無
墓

制
」
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
。
「
無
墓
制
」
に
つ
い
て
は
、
研
究
者
の
捉
え
方
や
概

念
規
定
が
一
様
で
な
く
混
乱
も
生
じ
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
こ
の
墓
制
が
投
げ
か
け
た
問

題
を

指
摘

し
て
み
た
い
。
さ
ら
に
、
「
無
墓
制
」
が
真
宗
門
徒
地
帯
に
多
く
み
ら
れ
る
こ
と

か

ら
、
真
宗
に
お
け
る
「
墓
」
の
あ
り
方
を
通
し
て
「
石
塔
」
や
「
納
骨
」
と
い
っ
た
問
題

を
考
え

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
全
国
各
地
の
事
例
を
整
理
し
て
み
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
報
告
に
は
火
葬
と
土
葬
の

場
合
が
区
別

さ
れ
ず
に
い
た
り
、
あ
る
い
は
「
墓
が
な
い
」
と
い
う
と
き
「
墓
と
は
何
か
」

が
曖
昧
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
両
墓
制
に
お
け
る
「
詣
り
墓
」
（
石
塔
）
と
は
何
か
が

曖
昧
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
「
無
墓
制
」
の
実
態
は
、
火
葬
し
た
あ
と
に
遺
骨
を

放
置

し
て
し
ま
い
、
石
塔
を
建
立
し
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
墓
制
は
両
墓
制
研
究
の
中

で
、
い
ま
一
度
、
遺
体
埋
葬
地
や
石
塔
の
問
題
、
土
葬
だ
け
で
な
く
火
葬
の
問
題
を
検
討
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
教
え
て
い
る
。

　
真
宗
門
徒
に
な
ぜ
「
無
墓
制
」
が
多
い
の
か
に
つ
い
て
は
、
真
宗
信
仰
が
墓
を
ど
の
よ
う

に
考

え
て
い
た
の
か
歴
史
的
に
考
察
す
る
。
現
在
の
真
宗
墓
地
に
み
ら
れ
る
石
塔
の
形
態
や

本

山
納
骨
の
成
立
過
程
を
み
て
、
真
宗
の
墓
制
観
や
教
団
に
ょ
る
規
制
と
の
関
係
を
論
じ

る
。
そ
こ
に
は
、
遺
体
や
遺
骨
を
祭
祀
す
る
こ
と
は
教
義
的
に
問
題
が
あ
っ
た
。
中
世
に
お

い
て

も
、
真
宗
は
卒
塔
婆
や
石
塔
に
否
定
的
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
墓
や
石
塔
に
対
す
る

軽
視
観
は

近
世
を
通

じ
て
今
日
ま
で
至
り
、
火
葬
の
あ
と
に
遣
骨
を
放
置
し
た
ま
ま
石
塔
も

建
立

し
な
い
習
俗
が
残
存
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
真
宗
は
墓
と
し
て
の
石
塔
は
否
定
し
た

が
、
納
骨
儀
礼
は
認
め
て
、
近
世
教
団
体
制
の
確
立
す
る
段
階
で
中
世
的
納
骨
儀
礼
を
近
世

的
な
形
で
継
承
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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は

じ
め
に

　

こ
れ
ま
で
民
俗
学
の
墓
制
研
究
に
お
い
て
、
「
単
墓
制
」
「
両
墓
制
」
と
い
う
語
が

使
わ
れ
、
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
「
単
墓
制
」
は
、
「
埋
め
墓
」
「
詣
り
墓
」
と

い

う
「
両
墓
制
」
に
対
す
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
と
こ

ろ

「
無
墓
制
」
と
い
う
語
が
使
用
さ
れ
て
研
究
や
報
告
が
行
わ
れ
て
い
る
。
「
無
墓

制
」
と
は
、
「
墓
の
な
い
風
習
」
「
墓
を
た
て
な
い
習
俗
」
の
こ
と
で
あ
る
が
、
土
井

卓
治
氏
は
「
墓
が
な
い
と
い
う
の
は
、
石
塔
が
な
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
埋
葬
し

た
場
所
も
な
く
な
る
。
埋
葬
地
点
が
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
こ
を
個
人
の

記
念
に
す
る
と
い
う
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
盆
に
も
彼
岸
に
も
詣
る
対
象
は
な
く
習

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

慣
も
な
い
。
こ
う
し
た
場
合
、
こ
れ
を
ど
う
呼
称
し
た
ら
よ
か
ろ
う
か
。
」
と
い
う
。

さ
ら
に
『
葬
送
墓
制
研
究
集
成
』
第
四
巻
の
第
五
篇
題
名
が
「
無
墓
制
に
つ
い
て
」

と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
橋
本
鉄
男
氏
が
コ
般
に
は
も
う
そ
れ
は
葬
送
墓

制
研
究
の
上
で
テ
ク
ニ
カ
ル
タ
ー
ム
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い

（
2
）

か
L
と
警
告
し
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
、
土
井
氏
は
「
無
墓
制
と
い
う
語
以
外
の

語

を
使
う
か
、
ま
た
は
そ
の
概
念
規
定
を
明
確
に
さ
せ
な
い
と
後
々
混
乱
を
招
く
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
「
無
墓
制
」
に
対
す
る
研
究
者
の

捉

え
方
・
概
念
規
定
は
一
様
で
な
く
、
混
乱
を
生
じ
て
い
る
。
そ
れ
で
い
て
「
無
墓

制
」
と
い
う
語
は
一
人
歩
き
を
始
め
つ
つ
あ
る
。

　

本
稿
は
、
こ
う
し
た
「
無
墓
制
」
に
対
し
て
こ
れ
ま
で
の
報
告
事
例
か
ら
ど
の
よ

う
な
習
俗
で
あ
る
の
か
を
捉
え
直
し
、
「
単
墓
制
」
「
両
墓
制
」
の
下
に
進
展
し
て
き

た
墓
制
史
研
究

に
お

け
る
「
無
墓
制
」
の
投
げ
か
け
た
問
題
を
指
摘
す
る
こ
と
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
0

る
。
さ
ら
に
、
「
無
墓
制
」
が
真
宗
門
徒
地
帯
に
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
真
宗
　
2

に
お

け
る
「
墓
」
の
あ
り
方
を
通
し
て
「
石
塔
」
や
「
納
骨
」
と
い
っ
た
問
題
を
考

え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
　
「
無
墓
制
」
に
つ
い
て

O
　
「
無
墓
制
」
の
問
題
点

　
「
無
墓
制
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
習
俗
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
語
に
対
す
る
捉
え
方

や
概
念
の
問
題
に
つ
い
て
触
れ
る
前
に
、
そ
の
実
態
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。
ま

ず
、
こ
れ
ま
で
「
無
墓
制
」
や
「
墓
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
報
告
さ
れ
た
り
論
じ

ら
れ
て
き
た
も
の
、
お
よ
び
筆
者
調
査
の
関
係
地
帯
を
ほ
ぼ
県
別
市
町
村
単
位
で
報

告
者
別
に
列
挙
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
報
告
内
容
か
ら
火
葬
・
土
葬

の

区
別
、
真
宗
と
関
係
が
あ
る
か
、
寺
院
な
り
本
山
に
納
骨
を
す
る
か
、
火
葬
場
で

の

遺
骨
処
理
、
と
い
っ
た
こ
と
を
分
け
て
記
し
て
み
た
。
個
々
の
事
例
内
容
に
つ
い

て

は
、
煩
項
に
な
る
の
で
本
稿
の
註
後
に
要
約
し
て
掲
載
し
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

　

さ
て
、
こ
れ
ま
で
「
無
墓
制
」
あ
る
い
は
「
墓
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
報
告
さ

れ
た

も
の
の
内
容
を
比
較
し
て
み
る
と
、
報
告
内
容
の
項
目
が
一
定
し
て
お
ら
ず
不

明
な
点
が
多
い
。
「
墓
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
報
告
者
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い

る
か
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。
一
番
の
問
題
点
と
し
て
は
、
火
葬
と
土
葬
の
場
合

が

区
別
さ
れ
ず
に
「
墓
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
報
告
さ
れ
た
り
論
じ
ら
れ
て
き
た

こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
村
瀬
正
章
氏
が
最
初
に
「
無
墓
制
と
よ
べ
な
い
だ
ろ
う



「無墓制」と真宗の墓制

一
覧
表

番
号2134765818　17　16　15　14　　　13　12 11　10　9

場

所

轟
．
亙
納
骨

　
山
口

県

大
島
郡
大
島
町
笠
佐
島

光
市

五
軒
屋

　
鳥
取
県

東
伯
郡
羽
合
町
上
浅
津
・
下
浅
津

　
岡
山
県

和
気
郡
日
生
町
頭
島

　
兵
庫
県

姫
路
市
飾
磨
区
今
在
家

姫
路
市
保
城

多
紀
郡
篠
山
町
泉

　
大
阪
府

河
内
長
野
市
旧
高
村
滝
畑

　
滋
賀
県

神
崎
郡
能
登
川
町
伊
庭

神
崎
郡
永
源
寺
町
甲
津
畑

近
江
八
幡
市
沖
ノ
島
・
北
元
町
・

玉
木
町
・
南
津
田

伊
香
郡
西
浅
井
町
塩
津
浜

高
島
郡
安
曇
川
町
横
江
・
今
在
家
・

北
舟
木

高
島
郡
今
津
町
天
増
川

犬
上
郡
多
賀
町
大
君
ヶ
畑

同
　
　
　
　
　
萱
原

米
原
町
榑
ヶ
畑
・
磯

坂
田
郡
伊
吹
町
甲
津
原

火火
葬葬

○○

○○

火
葬

火
葬

土土火
葬葬葬

火
葬

○○○

○○○

火火土火火 土土　火土火
葬葬葬葬葬葬葬葬葬葬
○○　○○○　 ○　○

○○　○○ ○　○

遺

骨

の

処

理

野
ざ
ら
し
に
す
る

放
置
す
る

湖
中
へ
投
棄
す
る

掻
き
捨
て
る

山
林
へ
捨
て
る
、
胴
骨
は
埋

め
る

火
葬
場
の
縁
に
放
り
上
げ
て

23　　22　21　20　　192428　27　26　253130　29333236　35 34

坂
田
郡
伊
吹
町
寺
林

蒲
生
郡

日
野
町
鎌
掛

蒲
生
郡
蒲
生
町
桜
川
東
・
西

東
浅
井
郡
び

わ
町
南
浜

滋
賀
郡
志
賀
町
北
小
松

　

三
重
県

阿
山
郡
大
山
田
村
下
阿
波

　
愛
知
県

碧
南
市
大
浜
・
棚
尾

岩
倉
市
川
井
町

一
宮
市
千
秋
町
浅
野
羽
根
・
小
山

岐
阜
市
加
納
新
町

　
岐
阜
県

揖
斐
郡
旧
徳
山
村

揖
斐
郡
坂
内
村
広
瀬

揖
斐
郡
藤
橋
村

　
福
井
県

三
方
郡
三
方
町
佐
古
・
田
名

勝
山
市
北
谷
町
小
原
・
木
根
橋

　
石
川
県

石
川
郡
尾
口
村

石
川
郡
白
峰
村

江
沼
郡
山
中
町
真
砂

土火火
葬葬葬

○○○○○

土
葬

○

○

火火火火
葬葬葬葬

○○○○

○　○○

火火火
葬葬葬

○○○

○○

火火
葬葬

○

○

火火
葬葬
○○
○○

お
く

灰
と
一
緒
に
放
置
し
て
お
く

焼
場
の
横
に
放
置

火
葬
場
に
寄
せ
て
放
置

竹
藪
の
中
に
捨
て
て
し
ま
う

灰
捨
て

場
へ
投
げ
る

火
葬
場
に
積
上
げ
て
捨
て
て

来
る

骨
を

埋
め
る
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（
3
）

か
L
と
い
っ
て
報
告
さ
れ
た
愛
知
県
碧
南
市
大
浜
・
棚
尾
地
区
は
、
葬
法
の
区
別
が

明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
火
葬
が
主
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
二
二
九
戸
の

中
、
五
七
・
九
％
に
あ
た
る
七
一
二
戸
の
家
が
「
墓
が
な
い
」
と
い
う
。
そ
し
て
、

七

二
一
戸
の
家
で
は
墓
の
な
い
こ
と
に
つ
い
て
「
必
要
が
な
い
か
ら
」
「
（
遺
骨
を
）

本
願
寺
に
納
め

る
か
ら
」
「
檀
那
寺
に
納
め
る
か
ら
」
な
ど
の
理
由
を
挙
げ
て
い
る
。
宗

派
的

に
み
れ

ぽ
、
六
〇
〇
戸
が
浄
土
真
宗
で
最
も
多
く
、
続
い
て
浄
土
宗
四
七
・
禅

宗
一
八
・
真
言
宗
＝
・
創
価
学
会
一
八
な
ど
で
あ
っ
た
。
浄
土
宗
・
禅
宗
・
真
言

宗
の

中
に
は
、
土
葬
の
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
真
宗
門
徒
で
「
墓
が

な
い
」
と
い
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
火
葬
で
あ
る
。
児
玉
識
氏
は
、
真
宗
史
の
立
場
か

ら
門
徒
地
帯
の
風
習
と
し
て
鳥
取
県
東
伯
郡
羽
合
町
上
浅
津
・
下
浅
津
や
山
口
県
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

島
郡
大
島
町
笠
佐
島
の
事
例
を
報
告
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
火
葬
で
あ

っ

た
。
上
浅
津
・
下
浅
津
の
真
宗
香
宝
寺
門
徒
は
最
近
ま
で
墓
が
な
く
、
東
郷
湖
畔

の

ヒ
ヤ
（
火
葬
場
）
で
火
葬
す
る
と
本
山
納
骨
用
と
し
て
骨
の
一
部
を
拾
骨
す
る
以

外
は
全
部
湖
中
へ
投
棄
し
て
し
ま
い
、
墓
も
位
牌
・
過
去
帳
も
な
い
と
い
う
。
笠
佐

島
の
門
徒
も
同
じ
風
習
で
、
骨
に
対
す
る
執
着
も
タ
ブ
ー
も
み
ら
れ
な
い
。
こ
の
他
、

滋
賀
県
神
崎
郡
能
登
川
町
伊
庭
、
近
江
八
幡
市
沖
ノ
島
・
北
元
町
・
玉
木
町
・
南
津

田
、
愛
知
県
岩
倉
市
川
井
町
、
岐
阜
県
揖
斐
郡
旧
徳
山
村
、
揖
斐
郡
坂
内
村
広
瀬
、

福
井
県
三
方
郡
三
方
町
佐
古
・
田
名
、
石
川
県
石
川
郡
尾
口
村
・
白
峰
村
な
ど
の
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

例
は

ど
れ
も
火
葬
の
場
合
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
と
こ
ろ
が
、
森
岡
清
美
氏
が
「
墓
の
な
い
家
ー
墓
制
の
一
側
面
」
（
後
に
「
真
宗

門
徒
に
お
け
る
『
無
墓
制
』
」
と
改
題
）
と
い
う
題
名
で
論
じ
ら
れ
た
三
重
県
阿
山
郡

大
山

田
村
下
阿
波
の
事
例
は
土
葬
で
あ
っ
た
。
村
内
二
ヵ
寺
の
内
、
正
覚
寺
門
徒
は

遺
体
を

埋
葬

し
た
翌
日
に
ハ
イ
ソ
マ
イ
リ
を
す
る
と
寺
の
納
骨
塔
へ
骨
（
遺
髪
）
を

納
め

る
だ
け
で
、
以
後
墓
参
を
行
わ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
臨
済
宗
の
神
憧
寺
檀

家
は
七
日
ご
と
に
埋
葬
地
へ
墓
参
し
、
境
内
に
あ
る
石
塔
へ
も
墓
参
す
る
両
墓
制
の

形
態
で
あ
る
と
い
う
。
同
氏
は
両
者
を
比
較
し
て
、
門
徒
が
墓
参
の
対
象
と
な
る
よ

う
な
石
塔
を
つ
く
ら
な
い
の
は
経
済
的
な
理
由
か
ら
で
な
く
、
真
宗
教
義
と
本
山
納

骨
の
儀
礼
か
ら
「
石
塔
を
つ
く
ら
な
い
文
化
型
」
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
本
堂

が

「
集
合
詣
り
墓
」
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
興

味
深
い
論
考
で
、
村
瀬
氏
の
報
告
を
受
け
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
森
岡
氏
の

「
墓
の

な
い
」
と
い
う
事
例
に
対
し
て
、
田
中
久
夫
氏
は
有
馬
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
「
反

転
し
て
論
議
は
埋
墓
の
実
態
を
究
明
す
る
方
向
へ
進
ん
だ
。
こ
の
段
階
で
最
上
孝
敬

氏
か
ら
森
岡
清
美
氏
の
『
墓
の
な
い
家
』
（
『
社
会
と
伝
承
』
九
ー
一
、
昭
和
四
十

年
六
月
刊
）
と
い
う
『
墓
の
な
い
』
、
い
わ
ゆ
る
無
墓
制
と
い
う
表
現
が
『
埋
墓
』
の

存
在
と
の
関
係
で
否
定
さ
れ
た
。
」
と
い
い
、
さ
ら
に
「
こ
う
し
て
、
今
、
よ
う
や

く
、
死
体
は
遺
棄
し
て
い
た
と
い
う
結
論
に
近
づ
い
て
き
た
、
こ
の
よ
う
な
と
き

に
、
近
江
美
濃
の
真
宗
地
帯
で
の
死
体
遺
棄
の
風
習
が
天
野
武
氏
ら
に
よ
っ
て
、
無

墓
制
の
名
の
も
と
に
報
告
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
有
馬
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
否
定
さ
れ

た
表
現
で

あ
っ
た
。
無
墓
制
と
い
う
と
き
『
墓
』
と
は
何
か
が
ま
ず
論
じ
ら
れ
な
け

れ
ぽ

な
ら
な
い
。
私
は
、
今
、
仮
に
こ
の
よ
う
な
墓
制
を
遺
棄
墓
制
と
よ
ん
で
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

る
。
」
と
再
度
述
べ
て
い
る
。

　

火
葬
と
土
葬
の
場
合
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
「
墓
が
な
い
」
と
い
っ
て
み
た
り
、

「
無
墓

制
」
と
い
う
表
現
が
出
て
き
た
と
こ
ろ
に
、
混
乱
が
生
じ
て
き
た
の
で
は
な

か

ろ
う
か
。
土
葬
の
場
合
は
、
遺
体
を
遺
棄
す
る
よ
う
に
埋
葬
し
て
石
塔
も
建
て
な

212



「無墓制」と真宗の墓制

い
の

で
あ
る
が
、
「
埋
め
墓
」
と
の
関
係
で
「
墓
が
な
い
」
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
こ

れ

ま
で
の
「
無
墓
制
」
関
係
地
帯
の
報
告
を
な
が
め
て
み
る
と
、
そ
の
多
く
は
火
葬

の

場
合
で

あ
る
。
火
葬
場
で
遺
体
を
茶
毘
し
た
あ
と
本
山
納
骨
用
の
骨
を
拾
骨
す
る

以
外
は
、
他
の
遺
骨
を
「
野
ざ
ら
し
に
す
る
」
「
湖
中
へ
投
棄
す
る
」
「
灰
と
一
緒
に

縁
に
放

り
上
げ
て
お
く
」
「
放
置
し
て
お
く
」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
石
塔
を
建
立

し
な
い
の
で
、
村
の
中
に
「
埋
め
墓
」
も
「
詣
り
墓
」
（
石
塔
）
も
な
い
形
態
で
あ
っ

た
。
な
ぜ
石
塔
を
建
て
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
か
、
こ
れ
は
確
か
に
一
つ
の
特
徴
で

あ
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
、
こ
の
こ
と
だ
け
を
以
て
「
墓
が
な
い
」
と
す
る
こ
と

は
、
土
葬
の
場
合
を
含
む
こ
と
に
な
っ
て
混
乱
を
招
く
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
宗

派

と
の
関
係
で
み
れ
ば
、
真
宗
地
帯
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
こ
れ
は
真
宗
門
徒
の
多

く
が
火
葬
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
が
、
真
宗
門
徒
‖
「
無
墓
制
」
と

い

う
こ
と
に
は
直
ぐ
に
言
え
な
い
。
近
江
な
ど
で
は
明
治
初
期
に
火
葬
が
禁
止
さ
れ

て

土
葬
に
な
っ
た
と
報
告
に
あ
り
、
門
徒
の
村
で
も
土
葬
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
は
あ
る
。

ま
た
、
他
宗
派
で
あ
っ
て
も
火
葬
で
石
塔
が
な
け
れ
ば
、
同
様
な
形
態
を
現
出
す
る

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
現
状
の
報
告
事
例
で
は
浄
土
真
宗
地
帯
に
多
か
っ
た
。
そ

し
て
、
い
ま
だ
報
告
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
で
、
こ
う
し
た
所
は
「
門
徒
の
村
」
に
多

か
っ

た
の

で
あ
る
。

⇔

「
無
墓
制
」
の
概
念
に
つ
い
て

　
「
無
墓
制
」
と
い
う
語
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
改
め
て
、

こ
の
語
の
持
つ
問
題
点
を
概
念
規
定
や
「
両
墓
制
」
と
の
関
係
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。

　
各
地
か
ら
の
報
告
事
例
を
み
て
き
て
、
ど
う
も
よ
く
わ
か
ら
な
く
な
り
混
乱
を
生

じ
さ
せ
る
原
因
は
、
田
中
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
「
墓
が
な
い
」
と
い
う
と
き

の

「
墓
」
と
は
何
か
が
暖
昧
な
点
に
あ
る
。
例
え
ぽ
、
「
墓
」
だ
か
ら
参
る
（
墓
参
）

と
い
う
こ
と
か
ら
「
参
（
詣
）
る
」
「
参
（
詣
）
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
重
視
し
て

し
ま
う
と
、
三
重
県
阿
山
郡
下
阿
波
の
よ
う
に
土
葬
の
場
合
も
「
無
墓
制
」
と
捉
え

ら
れ
て
し
ま
う
。
家
単
位
の
遺
体
埋
葬
地
が
分
か
ら
な
く
な
り
、
忘
却
さ
れ
て
し
ま

う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
家
ご
と
の
「
墓
」
が
な
く
な
り
墓
参
す
る
と
い
う
こ
と
が

な
い
に
し
て
も
、
遺
体
を
埋
葬
し
た
「
墓
地
」
は
実
態
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
、

「
参
（
詣
）
ら
な
い
」
か
ら
と
い
っ
て
「
墓
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
お
か
し
い
。
考

え
て
み
る
と
、
こ
れ
は
両
墓
制
で
「
参
（
詣
）
る
」
か
ら
マ
イ
リ
バ
カ
の
石
塔
が

「
墓
」
だ
と
し
て
い
る
こ
と
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
石
塔

の

下
に
遺
骨
な

ど
何
も
な
く
て
も
、
「
参
（
詣
）
る
」
か
ら
「
墓
で
あ
る
」
と
い
う
こ

と
と
逆
の
関
係
に
な
る
。
実
は
、
こ
こ
に
「
無
墓
制
」
あ
る
い
は
「
両
墓
制
」
と
い

う
語
の
暖
昧
さ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
も
っ
と
い
え
ぽ
、
「
墓
と
は
何
か
」
の

捉
え

方
が

厳
密
で

な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
両
墓
制

研
究

に
お

い

て
、
何
を
以
て
「
両
墓
制
」
と
す
る
か
に
つ
い
て
種
々
議
論
が
な
さ
れ

て

き
た
。
詣
り
墓
に
つ
い
て
、
特
に
石
塔
を
指
標
と
す
べ
き
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い

は

村
の
中
の
仏
堂
や
納
骨
す
る
霊
場
ま
で
も
「
詣
り
墓
に
代
わ
る
も
の
」
と
い
う
こ

と
で
見
て
い
く
の
か
。
反
対
に
、
埋
葬
場
所
と
石
塔
建
立
地
が
わ
ず
か
に
離
れ
て
い

る
事
例
な
ど
も
「
両
墓
制
」
に
な
る
の
か
。
両
墓
制
概
念
の
極
大
化
と
極
小
化
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
新
谷
尚
紀
氏
が
、
両
墓
制
は
埋
葬
墓
地
と
石
塔
墓
地

を

異
に
す

る
墓
制
で
あ
る
と
定
義
し
て
、
遺
体
（
遺
骨
）
に
石
塔
と
い
う
新
し
い
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

素
が

付
着
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
付
着
の
仕
方
に
よ
っ
て
単
墓
制
に
な
っ
た
り
両
墓
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「
無
墓
制
」

ー
土
葬

ー
火
葬

無
石
塔

無
石
塔
゜

ス

　
ロ
ロ
ロ
コ
ニ
　
　
コ
　
コ

…
遺
体
放
置

…一…　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
図

……㎜…遺
骨
放
置

　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

制
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
、

単
純
に
「
参
（
詣
）
る
」
か

ら
マ
イ
リ
バ
カ
の
石
塔
が

「
墓
」
だ
と
す
る
と
こ
ろ
か

ら
一
歩
抜
け
出
た
見
解
で
あ

る
。　

で

は
、
問
題
の
「
無
墓
制
」
を
定
義
付
け
る
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
ら
よ

い
の

か
。
松
崎
憲
三
氏
は
「
所
謂
無
墓
制
（
無
石
塔
墓
制
）
」
、
ま
た
「
無
墓
制
と
は
、

火
葬
で
あ
れ
土
葬
で
あ
れ
、
遺
骨
を
収
納
し
墓
参
す
る
た
め
の
石
塔
、
石
碑
や
木
牌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

を
建
立
し
た
一
定
の
墓
地
を
全
く
持
た
な
い
習
俗
を
さ
す
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
田
中

久
夫
氏
は
先
に
触
れ
た

よ
う
に
「
遺
棄
墓
制
」
と
よ
ん
で
い
る
。
最
近
、
大
桑
斉
氏

は

田
中
氏
の
こ
の
用
語
に
つ
い
て
、
「
遺
棄
さ
れ
た
の
な
ら
墓
で
は
な
い
か
ら
『
遺

　
ヘ
　
　
　
へ

棄
墓
制
」
と
い
う
の
も
奇
妙
な
こ
と
で
あ
る
。
『
墓
制
』
と
い
う
言
葉
に
こ
だ
わ
る

限

り
、
田
中
の
い
う
よ
う
な
遺
骸
は
遺
棄
さ
れ
る
も
の
と
い
う
本
質
を
捉
え
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

は
で
き
な
い
。
遺
骸
遺
棄
制
と
で
も
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
L
と
批
判
し
て
い
る
。

い
ろ

い
ろ

な
意
見
が
出
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
今
一
度
、
報
告
事
例
に
戻
っ

て

み

る
と
図
1
の
よ
う
に
土
葬
の
場
合
は
無
石
塔
で
遺
体
放
置
、
火
葬
の
場
合
は
無

石
塔
で
遺
骨
放
置
で

あ
っ
た
。
と
も
に
、
無
石
塔
（
石
塔
を
建
立
し
な
い
）
を
特
徴

と
し
て
い
る
か
ら
「
無
石
塔
墓
制
」
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
繰
り
返
す
よ
う

に
土
葬
の
場
合
に
は
家
単
位
・
個
人
ご
と
の
埋
葬
地
は
な
く
な
っ
て
も
共
同
埋
葬
地

と
し
て
の
墓
地
は
あ
る
か
ら
「
墓
が
な
い
」
と
は
や
は
り
い
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

火
葬
の
場
合
は
遺
骨
が
放
置
さ
れ
る
場
所
（
火
葬
場
な
ど
）
を
「
墓
」
や
「
墓
地
」

　
　
　
　…

無
石

監

　
　
　
　
…
土
葬
…

遺
　
棄
ー
↓

　
　
　　…

磐
塔
…

　
　
　
　
…
火
葬
…

・↓

土石
葬塔

土石
葬塔

両
墓
制

A！

単
墓
制

↓

火石
葬塔

　
　
と
は
捉
え
ら
れ
な
い
の
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
4

　
　
な
い
か
。
寺
院
や
本
山
に
納
　
　
2

　
　
骨

さ
れ
る
場
所
も
「
墓
」
や

　
　
「
墓
地
」
と
は
単
純
に
い
い

　図
難
い
。
し
た
が
っ
て
、
厳
密

　
　
な
意
味
で
「
無
墓
制
」
を
定

　
　
義
付
け
る
と
す
れ
ぽ
、
（
1
）

　
　
火
葬
（
2
）
無
石
塔
（
3
）
遺
骨

　
　
放
置

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
遺
棄
墓
制
」
「
遺
骸
遺
棄
制
」
と
い
う
語
は
、
遺
体
・
遺
骨
が
放
置
さ
れ
る
と
い
う

特
徴
か

ら
捉
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
遺
棄
す
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
っ
た

の

か
、
も
っ
と
明
確
に
論
じ
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
埋
め
墓
の
景
観
は
遺
体
遺
棄
の

姿
を
と
ど
め
て
い
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
遺
体
を
土
中
に
埋
め
る
こ
と
は
そ
れ

に
先
立
つ
葬
送
の
儀
式
が
あ
っ
た
し
、
埋
葬
す
る
こ
と
で
墓
地
が
成
立
し
て
き
た
。

火
葬
と
土
葬
と
い
う
葬
法
の
変
遷
も
あ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
歴
史
的
に
「
遺
棄
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

と
い
う
こ
と
と
「
無
墓
制
」
と
の
関
係
が
究
明
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
図

2
は
、
死
体
遺
棄
と
い
う
こ
と
か
ら
石
塔
と
火
葬
・
土
葬
の
関
係
を
単
純
に
図
式
化

し
て
み
た
試
案
で
あ
る
。

　
「
無
墓
制
」
あ
る
い
は
「
墓
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
報
告
さ
れ
て
き
た
事
例
は
、

こ
れ
ま
で
両
墓
制
研
究
で
石
塔
を
中
心
と
し
て
、
マ
イ
リ
バ
カ
の
発
生
、
お
よ
び
石

塔
発
生

以
前
の
マ
イ
リ
バ
カ
は
何
か
と
い
う
追
及
の
中
で
、
も
う
一
度
「
墓
と
は
何

か
」
を
問
い
返
し
た
。
そ
し
て
、
（
1
）
遺
体
埋
葬
地
（
ウ
メ
バ
カ
）
に
着
目
さ
せ
、
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（
2
）
石
塔
と
は
何
か
を
、
さ
ら
に
（
3
）
土
葬
だ
け
で
な
く
火
葬
の
場
合
は
ど
う
で
あ

っ

た
の

か
、
と
い
う
こ
と
を
検
討
す
る
必
要
性
を
教
え
て
く
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

二
　
近
世
真
宗
の
墓
制

　
「
無
墓
制
」
は
真
宗
門
徒
の
村
に
多
く
み
ら
れ
る
。
一
つ
の
村
の
中
に
真
宗
寺
院

と
他
宗
派
寺
院
が
あ
る
場
合
な
ど
は
、
門
徒
は
遺
骨
の
一
部
を
本
山
納
骨
用
と
し
て

拾
骨
す

る
以
外
は
火
葬
場
に
放
置
し
て
し
ま
い
、
石
塔
は
建
立
し
な
い
。
こ
れ
に
対

し
て
、
他
宗
派
寺
院
の
檀
家
は
単
墓
制
・
両
墓
制
を
と
っ
て
い
て
石
塔
を
建
て
た
り

し
て
い
る
。
宗
派
に
よ
る
葬
制
・
墓
制
の
違
い
が
み
ら
れ
る
。
田
中
久
夫
氏
は
「
墓

が
な

い
」

と
問
題
提
起
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
逆
に
、
な
ぜ
墓
石
（
石
塔
）
を
建
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

す

る
よ
う
に
な
っ
た
か
を
考
え
た
方
が
よ
い
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
反
対

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

に

「
無
墓
制
」
で
は
な
ぜ
墓
石
（
石
塔
）
を
建
立
し
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
か
ら
、

「
石
塔

と
は
何
か
」
「
墓
と
は
何
か
」
を
考
え
て
み
た
い
。
と
く
に
、
真
宗
に
と
っ
て

石
塔
・
墓
と
は
な
ん
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
「
無
墓
制
」
の

特
徴
の
一
つ
に
本
山
納
骨
す
る
か
ら
「
墓
は
つ
く
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た

が
、
真
宗
に
お
け
る
納
骨
儀
礼
は
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
探
っ
て

み
た
い
。O

　
墓
碑
銘
の
類
型

　
真
宗
門
徒
は
ど
う
し
て
石
塔
を
建
て
な
い
の
か
、
石
塔
と
は
門
徒
に
と
っ
て
何
な

の

か
、
と
い
う
問
題
を
考
え
る
と
き
に
手
掛
か
り
と
な
る
の
は
、
や
は
り
現
在
の
真

宗
墓
地
に
あ
る
石
塔
で
あ
っ
た
。
次
に
示
す
の
は
、
西
大
谷
本
廟
（
京
都
市
東
山
区

五
条
）
・
本
徳
寺
（
兵
庫
県
姫
路
市
亀
山
）
・
専
光
寺
（
石
川
県
金
沢
市
本
町
）
・
本
宗

寺
（
愛
知
県
岡
崎
市
美
合
町
）
・
慈
光
寺
（
愛
知
県
岡
崎
市
下
青
野
町
）
・
西
蓮
寺

（愛
知
県
安
城
市
東
端
町
）
・
本
誓
寺
（
岩
手
県
盛
岡
市
名
須
川
町
）
と
い
っ
た
墓
地

に
み

ら
れ
た
石
塔
の
墓
碑
銘
で
あ
る
。
悉
皆
調
査
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
特
徴
的
な

墓
碑
銘
を
い
く
つ
か
に
分
類
し
て
み
た
。

CBA
法
名

南
無
阿

弥
陀
仏

倶
会
一
庭

D
　
骨
塔

E
　
墳
墓

天

明
九
（
一
七
八
九
）
・
文
化
六
（
一
八
〇
九
）
・
嘉
永
七

（
一
八
五

四
）
・
大
正
五
・
昭
和
三
十
二
・
昭
和
三
十
四

　
　
　
西
大
谷
　
文
政
八
　
　
　
本
徳
寺
　
　
安
政
四

（
一
八
五

四
）
　
　
専
光
寺

収
骨
墓

（
天
保
五
・
一
八
三
四
）
　
村
井
家
骨
塔
（
昭
和

八
）
　
骨
墓
（
明
治
二
十
七
・
三
十
・
大
正
十
三
・
十
五
）

　
　
　
慈
光
寺
　
　
骨
塔
・
骨
堂
（
弘
化
三
・
一
八
四
六
）

霊
骨
塔
（
文
政
六
・
一
八
二
三
）
　
　
本
宗
寺
　
蔵
骨
塔

（享
保
二
・
一
七
一
七
）
　
納
骨
塔
（
文
政
十
一
・
一
八
二

八
・
天
保
十
・
一
八
三
九
・
明
治
十
）
　
　
　
西
大
谷

骨
堂
　
　
　
本
誓
寺

累
代
墳
墓
　
　
　
慈
光
寺
　
　
辰
巳
氏
一
類
墳
（
享
保
十

二
・

一
七
二
七
）
　
祀
墳
（
嘉
永
元
・
一
八
四
八
）
　
加
賀

上
宮
寺
墳
墓
・
長
崎
大
光
寺
墳
墓
　
　
　
西
大
谷
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F
　
塚

G
　
惣
墓

H
　
他

　
真
宗
墓
地
の
石
塔
を
み
て
い
く
と
、

あ
る
い
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」

の

が

多
い
が
、
こ
の
他
に
D
～
G
と
い
っ
た
形
態
の
も
の
が
あ
る
。

塔
L
「
骨
堂
」
は
遺
骨
を
収
め
る
と
こ
ろ
、

と
こ
ろ
が
「
墓
」
と
し
て
意
識
さ
れ
出
し
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

や

F
の
「
塚
」
は
、
石
塔
以
前
の
墓
の
形
態
が
墳
・
塚
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

寛
政
二
（
一
七
九
〇
）
・
文
政
十
（
一
八
二
七
）
・
文
政
十

一
（
一
八
二

八
）
・
天
保
十
四
（
一
八
四
三
）
　
嘉
永
五
二

八
五

二
）
　
徳
円
寺
之
塚
　
　
　
本
徳
寺
　
　
先
祖
代
々

塚
　
　
　
専
光
寺

釈
惣
墓

（
正

徳

元
・
一
七
＝
）
総
門
徒
之
墓

西
大
谷
　
　
総
墓
正
龍
寺
　
　
　
本
徳
寺
　
　
惣
骨
（
文

化

四
・
一
八
〇
七
）
　
　
　
本
誓
寺

普
会
塔
・
累
世
合
祀
（
天
保
十
・
一
八
三
九
）
　
青
山
家

累
代
集
霊
塔
（
寛
政
九
・
一
七
九
七
）
　
親
縁
墓
（
明
治
四

十

四
）
　
西
大
谷
　
本
願
力
（
明
治
三
十
六
）
大

悲
往
還
（
昭
和
十
一
）
　
浬
藥
城
（
昭
和
十
）
　
霊
碑
（
大

正
十
三
）
　
帰
寂
　
謹
誠
　
仏
累
代
之
墓
（
昭
和
四
十
四
）

　
　
　
専
光
寺

墓

（
慶
応
元
・
一
八
六
五
）
　
塔
（
文
政
十
二
・
一
八
二

九
）
　
廟
・
永
田
妙
善
寺
　
回
帰
　
　
　
本
徳
寺

再
臨
（
昭
和
三
十
七
）
　
謝
恩
（
昭
和
六
）
　
　
西
蓮
寺

　
　
　
　
　
死
者
の
A
法
名
を
記
し
た
一
般
的
な
も
の
、

　
　

の

B
名
号
や
C
「
倶
会
一
庭
」
と
記
す
よ
う
な
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

D
の
「
骨

　
　
　
　
　
　

「
骨
墓
」
「
収
骨
墓
」
は
遺
骨
を
収
め
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

E
の
「
墳
墓
」

る
と
い
え
よ
う
。
G
の
「
惣
墓
」
で
は
、
「
総
門
徒
之
墓
」
「
総
墓
正
龍
寺
」
な
ど
と

あ
る
よ
う
に
、
家
を
単
位
と
し
な
い
寺
門
徒
の
共
同
納
骨
所
と
し
て
の
も
の
で
あ
っ

た
。
H
の
そ
の
他
と
し
て
は
、
「
本
願
力
」
「
大
悲
往
還
」
「
謝
恩
」
と
い
っ
た
よ
う

に
、
い
か
に
も
真
宗
的
な
銘
で
あ
る
が
新
し
い
も
の
に
み
ら
れ
る
。
真
宗
墓
地
の
石

塔
を

特
色
付
け

る
の
は
D
～
G
の
墓
碑
銘
の
も
の
で
、
石
塔
そ
の
も
の
の
形
態
が
共

同
納
骨
で
き
る
よ
う
な
石
棺
型
の
も
の
で
あ
る
。
な
か
に
は
、
全
く
墓
碑
銘
を
記
さ

ず
遺
骨
を

納
め

る
だ
け
の
よ
う
な
も
の
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
「
倶
会
一
庭
」
「
骨
塔
」

「
惣
墓
」
と
銘
は
違
っ
て
い
て
も
、
門
徒
に
と
っ
て
石
塔
と
は
遺
骨
を
納
骨
す
る
所

と
い
う
意
味
で
は
同
じ
と
い
え
よ
う
。
と
に
か
く
、
「
家
」
の
「
先
祖
」
の
「
墓
」
と

し
て
の
石
塔
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
墓
碑
銘
が
ど
う

し
て
門
徒
の
石
塔
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
真
宗
門
徒
の
本
山
納
骨
や
門
徒
墓
の
成
立
か
ら
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

⇔
　
本
山
納
骨
と
門
徒
墓
の
成
立

　
い

つ
か

ら
本
山
納
骨
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
門
徒
は
石
塔
墓
を
つ
く

る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
現
在
、
本
派
本
願
寺
は
西
大
谷
に
廟
所
を
構
え
て
納
骨
を

行
っ
て
お
り
、
真
宗
大
谷
派
は
東
大
谷
と
御
影
堂
須
弥
壇
下
に
納
骨
し
て
い
る
。
し

か

し
、
こ
れ
は
そ
れ
程
古
い
こ
と
で
は
な
い
。
西
大
谷
本
廟
が
成
立
し
て
整
備
さ
れ

て

く
る
の
は
、
慶
長
八
年
（
＝
ハ
〇
三
）
十
月
、
幕
府
に
よ
っ
て
鳥
辺
野
延
年
寺
山

（
東

山
五
条
）
に
廟
所
が
移
転
さ
せ
ら
れ
、
慶
長
十
一
年
十
一
月
に
仏
殿
が
建
立
さ

れ
て

移

徒
法
要
が
勤
ま
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
東
大
谷
本
廟
も
寛
文
十
年
（
一
六
七

〇
）
に
祖
廟
を
移
転
し
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
本
廟
が
成
立
す
る
と
、
そ
の
周
り
に
門
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（
1
3
）

徒
が

墓
塔
を

建
立

し
よ
う
と
し
た
。
『
大
谷
本
願
寺
通
紀
』
（
一
七
八
五
）
巻
九
に

　
　

総
墓
　
寛
文
元
年
二
月
許
二
京
九
条
西
光
寺
築
ア
塚
、
爾
来
宗
徒
墓
塔
逐
レ
年
弥

　
　
増
鮪
為
鵬
鼎
鱗
塒
観
鯉
鞭
m
舗
謎
待
憤
詠
翫
許
肘
桔
幽
軌
獄
書
飽
○
罰
纏
艶
鰻
遊
遜
臓
喧
舗

　
　
葬
之
一
耳

と
あ
っ
て
、
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
か
ら
安
永
元
年
（
一
七
七
二
）
の
間
に
「
凡

八
千
所
」
に
な
っ
た
と
い
う
。
「
自
墓
」
の
な
い
者
は
祖
廟
の
側
に
毎
年
夏
に
合
葬
さ

れ
た

と
い
う
か
ら
、
門
徒
に
よ
る
本
山
納
骨
が
盛
ん
に
行
わ
れ
だ
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か

る
。
年
代
が
い
ま
少
し
下
が
る
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
の
『
上
檀
間
日
記
』

八
月
十
七
日
に
は

　
　
一
、
惣
骨
者
是
迄
之
通
骨
持
参
い
た
し
候
ハ
∨
、
先
志
之
御
礼
銀
銭
と
も
講
中

　
　
　
受
取
詰
番
帳
記
い
た

し
、
切
手
並
受
取
書
相
渡
収
骨
為
レ
届
、
右
切
手
御
堂
江

　
　
　
持
参
之
上
、
同
所
二
而
詰
合
之
者
江
相
渡
可
〃
申
事
。

　
　
　
但
御
堂
方
へ
日
々
講
中
壱
人
ヅ
・
、
立
会
可
レ
申
事
。

　
　
一
、
惣
骨
切
手
受
取
帳
面
井
切
手
共
、
日
々
御
堂
ヨ
リ
骨
役
所
江
持
参
之
上
、

　
　
　
立
会
勘
定
可
レ
申
事
。

　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

と
い
う
覚
書
が
あ
っ
て
、
門
徒
の
納
骨
に
関
し
て
の
制
度
が
確
立
し
て
い
た
こ
と
が

知

ら
れ
る
。
一
般
門
徒
の
本
山
納
骨
は
、
十
八
世
紀
頃
か
ら
始
ま
り
次
第
に
制
度
化

さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
『
考
信
録
』
（
一
七
七
四
）
巻
五
に
「
大
谷
へ
諸
門
侶
ノ

遺
骨
ヲ
蔵
ム
ル
コ
ト
ハ
。
信
解
宗
主
ノ
世
ヨ
リ
ト
申
伝
ヘ
タ
リ
。
ソ
ノ
以
前
ハ
。
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

ク
高
野
へ
蔵
メ
シ
事
ナ
リ
シ
ソ
ト
。
」
と
あ
っ
て
、
信
解
宗
主
と
は
第
十
四
世
寂
如

（
一
六
六

二
～
一
七
二
五
）
の
こ
と
で
あ
る
。
『
考
信
録
』
は
続
い
て
、
諸
国
の
門
徒

が
遺
骨

を
納
め
る
と
き
は
三
十
日
番
の
僧
が
受
け
取
っ
て
祖
廟
の
後
に
安
置
し
て
お

き
、
毎
年
集
ま
っ
た
骨
を
歴
代
廟
基
の
後
に
埋
め
て
い
る
。
俗
説
に
、
祖
廟
の
下
に

大

き
な
穴
が
あ
っ
て
そ
の
中
に
骨
を
入
れ
た
り
、
あ
る
い
は
毎
年
一
処
に
積
ん
で
焚

棄

し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

骨

と
い
う
も
の
は
、
年
久
し
く
な
れ
ぽ
自
然
と
朽
ち
果
て
る
の
で
次
第
に
埋
葬
の
余

地
は

あ
る
の
だ
と
い
い
、
骨
を
納
め
て
い
た
箱
を
焼
く
の
で
あ
っ
て
骨
を
焚
棄
し
て

い

る
の
で
は
な
い
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
に
門
徒
の
本
山
納
骨
が
盛
ん
に
な
り
制
度
化
さ
れ
て
く
る
状
況
の
中
で
、

地
方
の
寺
院
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
か
。
各
地
に
あ
る
大
寺
（
中
本
山
）
や

末
寺
も
本
山
と
同
じ
様
に
廟
堂
を
構
え
、
墓
地
が
成
立
し
、
そ
し
て
門
徒
の
石
塔
が

つ
く
ら
れ
よ
う
と
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
寛
政
か
ら
文
化
年
間
（
一
七
八
九
～
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

八
一
八
）
の
記
録
で
あ
る
『
故
実
公
儀
書
上
』
に
は
、
次
の
様
に
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
末
寺
之
内
自
坊
二
廟
堂
不
相
成
井
大
谷
納
骨
謂

　
　
一
当
本
山
末
寺
之
寺
院
ハ
何
れ
の
寺
々
二
て
も
別
段
二
自
坊
之
廟
堂
を
構
へ
、

　
　
其
末
寺
門
徒
β
之
納
骨
不
相
成
寺
法
二
御
座
候
。
其
謂
ハ
惣
而
門
末
祖
師
之
御

　
　
弟
子
門
徒
故
、
我
往
生
之
師
二
而
往
生
を
助
リ
候
。
其
恩
を
思
ひ
、
其
徳
を
慕

　
　
ひ

流
を

汲

て
、
本
源
を
尋
る
の
道
理
二
て
本
山
祖
師
之
御
廟
へ
納
骨
仕
候
。
是

　
　
則

門
末
一
統
祖
師
之
御
弟
子
門
徒
故
之
儀
ニ
テ
、
中
山
ハ
其
弟
子
門
徒
を
預
リ

　
　
候

も
の
故
之
儀
二
御
座
候

墓
碑
銘
の

と
こ
ろ
で
み
た
金
沢
専
光
寺
や
姫
路
市
の
英
賀
本
徳
寺
の
墓
地
な
ど
は
、

正

し
く
「
自
坊
之
廟
堂
を
構
へ
、
其
末
寺
門
徒
β
之
納
骨
」
に
該
当
す
る
形
態
で
あ

っ

た
。
専
光
寺
墓
地
は
鶴
来
町
に
あ
っ
て
、
い
つ
頃
成
立
し
た
の
か
詳
し
く
わ
か
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

い

が
、
親
驚
聖
人
の
廟
所
と
い
わ
れ
る
納
骨
所
を
中
心
と
し
て
、
小
高
い
山
の
斜
面
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に
石
塔
が
立
ち
並
ん
で
い
る
。
英
賀
本
徳
寺
は
明
応
年
間
に
蓮
如
の
弟
子
下
間
空
善

の

布
教
に

よ
っ
て
で
き
た
道
場
を
基
に
し
て
、
永
正
九
年
（
一
五
一
二
）
に
本
願
寺

宗
主
第
九

代
実
如
の
息
実
玄
・
実
円
の
下
向
に
よ
っ
て
成
立
し
た
寺
院
で
あ
る
。
亀

山

御
坊

と
い
わ
れ
、
播
州
に
お
け
る
念
仏
弘
通
の
一
大
拠
点
で
あ
っ
た
。
こ
の
本
徳

寺
の
墓
地
は
姫
路
市
飾
磨
区
山
崎
字
西
山
に
あ
っ
て
、
正
式
に
は
「
本
徳
寺
西
山
大

谷
廟
所
」
と
い
う
が
、
通
称
「
西
の
お
山
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
延
宝
九
年
（
一
六

八
一
）
、
本
徳
寺
代
九
代
寂
円
が
姫
路
城
主
松
平
大
和
守
へ
願
い
出
て
、
山
崎
山
の

南
斜
面

に
廟
所
を
開
き
、
実
玄
以
来
の
歴
代
御
骨
を
納
め
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

正
徳
四
年

（
一
七
一
四
）
に
は
、
本
尊
と
歴
代
絵
像
を
安
置
す
る
廟
堂
も
建
て
ら
れ

て

い

る
。
廟
所
が
設
け
ら
れ
る
と
、
以
後
、
こ
れ
を
中
心
と
し
て
一
般
門
徒
の
墓
所

と
し
て
も
利
用
さ
れ
出
し
た
。
現
在
、
墓
石
数
は
二
二
六
〇
基
、
寛
文
・
享
保
・
延

享
年
間
と
い
っ
た
紀
年
銘
の
石
塔
か
ら
現
代
の
も
の
ま
で
立
ち
並
ぶ
。
ま
た
、
納
骨

型
を

は

じ
め
様
々
な
石
塔
の
形
態
が
あ
り
、
近
世
真
宗
墓
地
の
典
型
的
な
景
観
が
み

　
（
1
7
）

ら
れ
る
。
「
中
山
ハ
其
弟
子
門
徒
を
預
リ
候
も
の
」
で
あ
る
が
、
地
方
の
大
寺
に
廟

所
が

で

き
る
と
、
こ
れ
を
中
核
と
し
て
そ
の
末
寺
や
門
徒
の
石
塔
が
建
て
ら
れ
、
墓

地
が

形
成

さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
真
宗
の
本
末
関
係
・
手
次
関
係
は
、
本
山
－

中
本
山
－
末
寺
ー
門
徒
と
な
っ
て
い
る
。
本
山
に
廟
所
が
で
き
て
本
山
納
骨
が
制
度

化

さ
れ
て
く
る
と
、
地
方
寺
院
も
同
じ
姿
を
と
っ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
墓
碑
銘
の

類
型
で
み
た
よ
う
に
、
中
本
山
な
ど
の
大
寺
は
本
山
廟
所
（
西
大
谷
）
に
寺
門
徒
の

納
骨
型
惣

墓
・
墳
墓
を
つ
く
り
、
さ
ら
に
地
方
の
一
般
末
寺
や
門
徒
は
中
本
山
の
廟

所
に

つ
く
っ
て
い
く
。
そ
し
て
、
門
徒
の
墓
碑
銘
に
「
骨
塔
」
「
骨
堂
」
「
収
骨
塔
」

と
ま
で
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
教
団
の
本
山
納
骨
集
中
化

に
拠

る
も
の
で
あ
り
、
真
宗
門
徒
に
と
っ
て
石
塔
と
は
遺
骨
を
納
め
る
と
こ
ろ
、
納

骨
す

る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
本
山
納
骨
集
中
化
と
い
う
状
況
の
中
で
、
門
徒
は
家
ご
と

に
石
塔
を

建
て

だ

し
て
も
い
る
。
い
わ
ゆ
る
墓
参
の
対
象
と
な
る
先
祖
祭
祀
と
し
て

の

「
墓
」
で
あ
る
。
『
故
実
公
儀
書
上
』
に
「
文
化
三
寅
年
（
一
八
〇
六
）
十
月
四
日
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

大
久
保
家
へ
出
」
し
た
も
の
と
し
て
、
次
の
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
石
塔
尋
之
事

　
　
一
　
別
紙
絵
図
面
之
通
、
石
塔
百
姓
之
身
分
二
而
ハ
不
相
成
事
二
候
。
無
之
百

　
　
　
　
姓
二
而
も
由
緒
有
之
院
号
・
居
士
等
付
候
程
之
分
ハ
、
右
石
塔
不
苦
候
哉

　
　
　
　
之
事

　
　
一
　
位
牌
之
儀
も
右
同
様
差
別
も
在
之
候
哉
之
事

　
　
　
　
右
之
通
御
尋
二
御
座
候

　
　
一
　
当
本
山
二
お
い
て
石
塔
之
儀
ハ
形
チ
定
法
無
御
座
候
事
故
、
施
主
存
寄
次

　
　
　
　
第
為
建
候
事
二
御
座
候
。
尤
別
紙
之
内
、
惣
丈
五
尺
六
寸
八
分
と
申
形
之

　
　
　
　
石

塔
ハ
見
当
リ
不
申
候

　
　
一
　
位
牌
之
儀
ハ
、
本
山
免
許
之
品
二
而
者
無
御
座
候
得
共
、
施
主
存
寄
二
て

　
　
　
　
建
置
度
も
の
ハ
任
其
意
置
候
事

　
　
一
　
居
士
号
之
儀
ハ
、
宗
法
二
お
い
て
免
許
之
号
二
而
ハ
無
之
候
。
施
主
存
寄

　
　
　
　
次
第
御
座
候
事

　
　
一
　
院
号
之
儀
、
寺
法
二
而
重
き
事
二
而
、
於
本
山
重
キ
寺
格
井
学
徳
之
僧
侶
等

　
　
　
　
江
ハ
差
免
候
。
且
武
家
方
ハ
格
別
二
御
座
候
得
共
、
其
外
ヘ
ハ
容
易
二
免

　
　
　
　
許
無
御
座
候
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こ
れ
に
よ
る
と
、
「
石
塔
百
姓
之
身
分
二
而
ハ
不
相
成
事
」
と
い
い
な
が
ら
、
「
院

号
・
居
士
等
付
候
程
之
分
」
の
百
姓
な
ら
ぽ
建
て
て
も
よ
い
と
し
て
い
る
。
本
来
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

真
宗
は
位
牌
を

否
定

し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
「
施
主
存
寄
二
て

建
置
度

も
の
ハ
任
其
意
置
候
事
」
と
ま
で
い
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
死
者
の
象
徴
で

あ
る
位
牌
と
石
塔
が
同
じ
祭
祀
対
象
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る

し
、
百
姓
身
分
の
者
ま
で
「
墓
」
と
し
て
の
石
塔
を
つ
く
り
だ
し
た
こ
と
が
わ
か
る

の

で
あ
る
。

⇔
　
教
義
上
の

墓
制
論

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
一
般
門
徒
に
あ
っ
て
祭
祀
対
象
と
し
て
の
「
墓
」
（
墓
と
し

て

の

石
塔
）
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
と
、
真
宗
教
義
の
上
か
ら
問
題
と

な
っ
て
き
た
。

　

ま
ず
、
大
谷
派
初
代
講
師
と
な
っ
た
恵
空
（
一
六
四
四
～
一
七
二
一
）
撰
の
『
叢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

林
集
』
（
一
六
九
八
）
巻
七
に
は
、
コ
墳
墓
ノ
事
当
家
非
二
曾
無
ア
之
、
御
代
々
ノ
御

墓
ア

リ
、
凡
ソ
墳
ヲ
立
ル
本
ヲ
云
二
L
と
最
初
に
述
べ
ら
れ
て
、
『
西
域
記
』
『
寄
帰
伝
』

か

ら
引
文
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
い
わ
ゆ
る
高
僧
知
識
に
「
墳
墓
ヲ
樹
テ
」
仰
ぐ
こ

と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
他
の
末
弟
凡
俗
の
類
が
有
徳
の
人
の
よ
う
に
廟
塔
を
建
て
る

の

は
い

わ
れ

な
い
こ
と
、
但
し
儒
教
で
は
父
祖
の
宗
廟
を
建
て
て
仰
ぐ
と
い
う
礼
が

あ
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
続
い
て
、

　
　
サ
レ

ハ
三
国
共
二
諸
人
ニ
モ
塚
ア
ル
ベ
シ
ト
見
ヘ
タ
リ
、
今
田
舎
ノ
諸
宗
ノ
人

　
　
骸
ヲ
埋
テ
土
ヲ
カ
キ
ア
ゲ
タ
ル
体
是
ナ
ル
ベ
シ
、
サ
レ
ハ
仏
法
世
法
共
二
万
民

　
　
共
二
塚
ヲ
設
ル
義
マ
ヅ
勿
論
也
、
然
ト
モ
当
流
ハ
皆
火
葬
ニ
テ
拾
骨
ヲ
御
本
廟

　
　

二

許
入
レ

給

上
ハ
別
二
人
々
塚
ア
ル
ヘ
キ
ヤ
ウ
モ
無
シ
、
無
徳
ノ
身
ナ
レ
ハ
自

　
　

ラ
律
文
ニ
モ
叶
ヒ
又
上
下
差
別
ノ
世
法
礼
儀
ニ
モ
応
合
ス
、
古
来
然
ナ
ル
所
二

　
　

近
来
東
西
御
両
家
共
二
志
ア
ル
門
徒
ニ
ハ
御
本
廟
ノ
地
二
許
シ
テ
令
レ
作
レ
墓
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
コ
ロ

　
　
畳
一
博
石
一
植
一
一
松
柏
↓
田
舎
所
々
ニ
モ
例
准
シ
テ
往
々
為
レ
之
、
頗
ル
本
末
ノ
道

　
　

ヲ
乱
リ
徳
否
ノ
分
ヲ
忘
レ
タ
ル
ニ
ヤ
、
又
其
ヲ
見
テ
事
々
敷
諺
ル
人
ア
リ
是
又

　
　

還
テ

愚
ナ
ル
ベ
シ
、
既
二
許
シ
給
テ
在
レ
之
上
ハ
尤
不
レ
可
レ
諺
、
況
ヤ
タ
・
真

　
　

俗
ノ
通
儀
タ
ル
ヲ
ヤ
、
不
レ
可
レ
存
二
別
心
一

と
語
っ
て
い
る
。
当
時
、
田
舎
で
は
遺
体
を
埋
葬
し
て
「
土
ヲ
カ
キ
ア
ゲ
タ
ル
体
」

の

塚
が

つ
く
ら
れ
て
い
た
が
、
真
宗
門
徒
は
火
葬
で
あ
り
本
山
納
骨
す
る
か
ら
、
こ

の

よ
う
な
塚
は
必
要
な
い
の
だ
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
西
大
谷
・
東
大
谷
廟
所
に
門

徒
の

墓
を

つ
く
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
か
ら
、
田
舎
で
も
例
准
し
て
つ
く
ら
れ
る
よ
う

に
な

っ

て

き
た
。
こ
れ
は
本
末
の
道
理
を
乱
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
「
博
石
を
畳

み
松
柏
を
植
え
る
」
と
あ
る
か
ら
、
塚
の
上
に
丸
石
を
い
く
つ
か
置
き
、
そ
の
上
に

墓
上
植
樹
す

る
、
と
い
う
形
態
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
「
墓
」
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う

に
な

っ

た

こ
と
が
、
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
大
谷
派
第
三
代
講
師
で
あ
る
慧
琳
（
一
七
一
五
～
一
七
八
九
）
撰
の
『
真
宗
帯
侃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

記
』
（
一
七
六
四
）
で
は
、
葬
処
で
勤
行
す
る
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
仏
像

も
な
い
と
こ
ろ
で
何
に
対
し
て
拝
む
の
か
、
と
い
う
問
で
あ
っ
た
。
慧
琳
は
「
葬
処

ノ
勤
行
ハ
仏
法
ノ
通
式
ナ
リ
怪
ム
ニ
足
ズ
。
葬
処
二
於
テ
拝
ス
ル
ニ
至
テ
ハ
、
当
流

ノ
先
輩
ノ
中
二
死
骸
ヲ
拝
ス
ル
ノ
説
ヲ
タ
テ
、
コ
ト
く
シ
ク
弁
セ
ラ
レ
タ
レ
ト
エ
、

穏
カ
ナ
ラ
サ
ル
カ
。
又
一
説
二
法
界
身
ノ
弥
陀
ヲ
拝
ス
ル
ナ
リ
ト
。
井
ニ
コ
ト
ヤ
ウ

ニ

聞
ユ
。
当
流
ノ
正
意
没
後
ノ
葬
礼
ヲ
以
テ
肝
要
ト
ス
ル
ニ
非
ス
。
」
と
述
べ
て
、
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往
生

ノ
沙
汰
ヲ
ハ
手
ガ
ケ
モ
セ
ス
シ
テ
没
後
葬
礼
ノ
助
成
扶
持
ノ
一
段
ヲ
当
流

　
　
ノ
肝
要
ト
ス
ル
ヤ
ウ
ニ
談
合
ス
ル
ニ
ョ
リ
テ
祖
師
ノ
御
己
証
モ
ア
ラ
バ
レ
ス
。

　
　
道
俗
男
女
往
生
浄
土
ノ
ミ
チ
ヲ
モ
シ
ラ
ス
。
世
間
浅
近
ノ
無
常
講
ト
カ
ヤ
ノ
ヤ

　
　
ウ
ニ
諸
人
ナ
モ
ヒ
ナ
ス
コ
ト
コ
・
ロ
ウ
キ
コ
ト
ナ
リ
。
カ
ツ
ハ
本
師
聖
人
ノ
オ

　
　
ホ
セ
ニ
イ
ハ
ク
晶
閉
眼
セ
ハ
加
茂
河
ニ
イ
シ
ア
魚
ニ
ア
タ
・
ヘ
シ
ト
云
・
。
・

　

　
レ
ス
ナ
ハ
チ
カ
ノ
肉
身
ヲ
カ
ロ
ン
シ
テ
仏
法
ノ
信
心
ヲ
本
ト
ス
ヘ
キ
ヨ
シ
ヲ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
ウ

　
　
ラ
ハ
シ
マ
シ
マ
ス
ユ
ヘ
ナ
リ
。
コ
レ
ヲ
以
テ
オ
モ
フ
ニ
、
イ
ヨ
く
喪
葬
ヲ
一

　
　
大
事
ト
ス
ヘ
キ
ニ
非
ス
。
モ
ト
モ
停
止
ス
ヘ
シ

と
い
う
有
名
な
『
改
邪
⑨
』
の
文
を
引
用
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
当
流
に
お
い
て
は

仏
法
の
信
心
を
本
と
し
て
い
て
、
葬
送
の
勤
行
に
よ
っ
て
未
来
の
昇
沈
が
決
ま
る
と

い

う
も
の
で
は
な
い
と
い
い
、
最
後
に
「
ソ
ノ
後
ハ
タ
・
諸
宗
ノ
通
式
二
準
シ
テ
、
葬

処
二
至
テ
一
家
ノ
作
法
ヲ
以
テ
焼
香
勤
行
シ
テ
カ
ヘ
ル
マ
デ
ノ
無
味
ナ
ル
ガ
一
家
ノ

意
ナ

リ
。
古
老
ノ
紗
物
二
蓮
如
上
人
ノ
仰
二
、
今
生
死
骸
ノ
ナ
コ
リ
ナ
レ
ハ
正
信
偶

一
遍
ヨ
ミ
テ
サ
ラ
バ
〈
ト
イ
フ
テ
カ
ヘ
ル
音
心
ナ
リ
」
ト
マ
コ
ト
ニ
今
家
ノ
コ
コ
ロ

エ

カ
ク
ノ
・
ト
ク
ナ
ル
ヘ
シ
。
L
と
結
ん
で
い
る
。
冥
獺
閉
眼
セ
ハ
加
茂
河
・
イ
・

テ

魚
ニ
ア
タ
フ
ヘ
シ
ト
云
云
。
」
と
い
う
の
は
、
「
無
墓
制
」
で
な
ぜ
墓
を
つ
く
ら
な
い

の

か

と
い
う
こ
と
と
の
理
由
に
村
人
が
挙
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
葬
処
で
勤
行
す
べ
き
か
ど
う
か
の
問
題
は
、
墓
所
で
読
経
す
べ
き
か
ど
う
か
、
と

い

う
問
題
に
引
継
が
れ
て
い
く
。
堂
衆
と
し
て
声
明
に
詳
し
く
宗
史
の
研
究
を
行
っ

た

り
大
谷
本
廟
の
輪
番
に
も
な
っ
た
玄
智
（
一
七
三
四
～
一
七
九
四
）
は
、
『
考
信

録
』
巻
二
（
一
七
七
四
）
で
、

　
　
理
準
ス
ル
ニ
宗
徒
ノ
如
キ
ハ
祖
宗
父
母
師
長
等
ノ
恩
所
ノ
墓
ヘ
ハ
遺
体
ノ
ア
ル

　
　
処
ナ

レ

ハ
、

タ
・
世
間
ノ
報
恩
孝
養
ノ
念
ヲ
ナ
シ
テ
礼
謁
ス
ヘ
シ
。
然
ラ
ス
ン

　
　
ハ
孝
子
ノ
情
二
非
ル
ヘ
シ
。
鎌
舗
栢
柑
林
～
校
鍍
城
ル
妖
〃
喰
麗
噺
舶
離
ジ
但
シ
供
花
読

　
　
経
等
ハ
諸
宗
主
ノ
霊
廟
ニ
モ
ソ
ノ
儀
コ
レ
ナ
キ
ウ
ヘ
ハ
末
徒
モ
挙
行
ス
ヘ
キ
ニ

　
　
非
ス
。
（
略
）

　
　
　
大
谷

山
ノ
門
下
ノ
諸
墓
二
於
テ
、
施
主
ノ
請
二
応
シ
テ
輪
番
ノ
僧
参
テ
読
経

　
　
念
仏
セ
ル
コ
ト
、
久
シ
キ
流
例
ナ
リ
シ
カ
、
安
永
元
年
壬
辰
二
月
、
不
肖
輪
番

　
　
ノ
時
、
此
儀
頗
フ
ル
宗
意
二
応
セ
サ
ル
ニ
類
シ
、
且
ハ
事
務
ノ
妨
ケ
ト
モ
ナ
ル

　
　
故
二
、
上
書
シ
テ
向
後
墓
所
読
経
ノ
式
ヲ
改
メ
テ
仏
前
ニ
テ
行
ン
事
ヲ
乞
シ
ニ
、

　
　
四

月
二
十
三
日
所
乞
ノ
如
ク
其
言
云
。
一
於
大
谷
納
骨
年
忌
井
新
塚
等
願
之
節
、

　
　
墓
所
之
読
経
相
願
候
者
江
者
、
訣
能
々
申
聞
、
御
堂
に
而
相
勤
候
様
可
被
相
心

　
　
得
候
。
墓
所
読
経
之
儀
者
、
御
宗
意
心
得
違
之
端
二
茂
可
相
成
哉
二
付
、
向
後

　
　
右
之
通
取
扱
可
被
申
候
事
。
安
永
元
年
辰
四
月
、
竜
谷
山
輪
番
中
、
長
御
殿
書

　
　
付
ヲ
以
テ
命
セ
ラ
レ
シ
ョ
リ
旧
儀
廃
セ
リ
。
墓
所
供
花
ノ
事
ハ
別
二
命
ア
リ
テ

　
　
守
塚
人
ノ
売
花
ヲ
禁
セ
ラ
ル
。

　
　
　
　
（
2
2
）

と
記
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
墓
」
と
い
う
の
は
「
遣
体
ノ
ア
ル
所
ナ
レ
ハ
、
タ
・

世
間
ノ
報
恩
孝
養
ノ
念
ヲ
ナ
シ
テ
礼
謁
ス
へ
」
き
も
の
で
あ
る
が
、
墓
前
で
の
供
花
・

読
経
は
宗
意
に
合
わ
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
「
守
塚
人
ノ
売
花
」
と
い
う

こ
と
か
ら
、
「
塚
」
が
墓
参
さ
れ
る
「
墓
」
と
し
て
一
般
化
し
て
い
る
姿
が
よ
く
わ

か
る
で
あ
ろ
う
。

　
真
宗
門
徒
は
、
い
っ
た
い
墓
を
つ
く
っ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も

つ
く
る
べ
き
で
な
い
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
真
宗
護
法
篇
』
に
は
識
語
に

文
化
十
四

（
一
八
一
七
）
丁
丑
春
二
月
周
防
真
覚
釈
観
道
誌
」
と
あ
る
「
塚
墓
建
不
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（
田
）

第
十
三
L
と
い
う
項
が
あ
っ
て
、
賛
否
二
説
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
ず
塚
墓
は
建

つ
べ
き
で
な
い
と
い
う
説
で
、
今
家
に
お
い
て
は
火
葬
し
て
遺
骨
を
大
谷
に
納
骨
す

る
の
が
寺
法
と
な
っ
て
い
る
。
人
が
死
ぬ
と
心
は
浄
土
あ
る
い
は
鯨
所
に
生
じ
る
の

で
、
遺
骨
は
蝉
の
抜
殻
の
よ
う
な
も
の
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
心
を
寄
せ
る
べ

き
で
な
い
。
だ
か
ら
、
火
葬
に
し
よ
う
と
水
に
流
そ
う
と
（
水
葬
）
あ
る
い
は
埋
葬

し
て
野
に
捨
て
よ
う
と
も
、
い
ず
れ
で
も
よ
い
。
宗
祖
は
、
自
分
が
死
ん
だ
ら
鴨
川

に
流
せ
と
い
わ
れ
た
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
、

　
　
然
ル
則
ハ
塚
墓
何
ニ
カ
セ
ン
。
モ
シ
塚
墓
ヲ
キ
ツ
キ
テ
。
参
リ
拝
ス
ル
者
ハ
。

　
　
父
母
等
墓

下
二
在
リ
ト
思
フ
ニ
ョ
ル
。
是
大
ナ
ル
自
力
ナ
リ
愚
痴
ナ
リ
。
ス
ヘ

　
　

カ
ラ
ク
墳
墓
ヲ
除
カ
シ
ム
ベ
シ
。
又
カ
リ
ニ
モ
墓
ヲ
立
ツ
ル
ハ
土
葬
ト
ス
ル
ニ

　
　
ヨ

ル
。

是
自
力
ヲ
ナ
ス
ノ
元
タ
リ
。
故
二
火
葬
ト
ナ
シ
テ
。
遺
骨
ヲ
大
谷
ニ
オ

　
　
サ

メ
シ
ム
ヘ
シ
。
乃
寺
法
ニ
カ
ナ
ヒ
。
自
力
ノ
執
情
ヲ
ハ
ナ
ル
。
誰
カ
コ
レ
ヲ

　
　
背
カ
ン
ヤ
。

と
い
う
説
で
あ
る
。
第
二
説
は
、
墳
墓
を
建
て
る
か
建
て
る
べ
き
で
な
い
か
と
い
う

こ
と
は
、
一
概
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
。
そ
の
理
由
は
、
火
葬
し
て
大

谷
に
遺
骨
を

納
め
る
の
は
よ
い
が
、

　
　
然
ル
ニ
定
リ
タ
ル
火
葬
ノ
場
所
ア
ル
所
ハ
。
墓
ニ
モ
及
ハ
ス
ト
イ
ヘ
ト
モ
。
所

　
　
ニ
ョ
リ
或
ハ
道
ノ
カ
タ
ハ
ラ
。
或
ハ
田
畠
ノ
端
ニ
テ
。
火
葬
ニ
ス
ル
ト
キ
ハ
。

　
　

ソ
ノ
骨
ヲ
捨
ツ
ヘ
キ
所
ナ
シ
。
ヤ
ハ
リ
道
ノ
カ
タ
ハ
ラ
。
田
地
ノ
中
等
二
散
在

　
　
シ
テ
。
人
コ
レ
ヲ
足
ニ
カ
ケ
犬
コ
レ
ニ
尿
ス
ル
等
。
マ
コ
ト
ニ
膿
骨
狼
籍
タ
ラ

　
　
バ
諸
人
ノ
諺
リ
ナ
カ
ラ
ン
ヤ
。
王
法
ノ
答
メ
ナ
カ
ラ
ン
ヤ
。
設
ヒ
一
所
二
埋
ミ

　
　
カ
ク
ス
ト
モ
。
モ
シ
ソ
ノ
シ
ル
シ
墓
ナ
ク
ン
ハ
。
人
シ
ラ
ス
シ
テ
ホ
リ
イ
タ
サ

　
　
ン
。

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
簡
単
に
は
定
め
ら
れ
ず
、
所
と
人
に
よ
る
の
だ
と
い
う
。

犬
等
に
掘

り
出
さ
れ
て
も
い
い
と
い
う
な
ら
ぽ
、
そ
れ
は
人
倫
の
道
を
壊
す
も
の
で

あ
る
。
ま
た
、
遺
骨
を
大
谷
に
納
骨
す
る
の
は
孝
慈
の
念
よ
り
す
る
の
で
あ
っ
て
、

「
モ

シ

蝉
脱
皮
ノ
如
ク
ナ
ラ
バ
」
ど
う
し
て
煩
わ
し
く
祖
廟
に
納
め
る
こ
と
が
あ
ろ

う
か
。
公
の
学
者
な
ど
は
、
祖
廟
に
納
め
る
と
き
骨
を
仏
前
に
置
い
て
請
経
す
る
こ

と
、
別
に
塚
墓
を
建
て
る
こ
と
、
ま
た
本
山
代
々
の
墳
墓
が
建
て
ら
れ
て
別
当
職
が

参
詣
す
る
こ
と
、
諸
国
に
所
々
墓
所
あ
る
こ
と
な
ど
に
対
し
て
大
き
な
声
で
罪
過
を

責
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
で
善
い
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
問
を
発
し
て
い
る
。
「
信

心

ノ
領
不
領
ハ
墓
等
ニ
ハ
ヨ
ラ
サ
ル
ナ
リ
」
と
い
う
こ
と
が
、
結
局
こ
こ
で
の
結
論

と
な
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
な
が
め
て
く
る
と
、
十
七
世
紀
後
半
か
ら
祖
廟
周
辺
だ
け
で

な
く
地
方
に
あ
っ
て
も
石
塔
が
建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
は
死
者
を
祀
る
対

象
と
し
て
の
「
墓
」
の
性
格
を
帯
び
て
き
た
。
そ
の
中
で
、
絶
対
他
力
の
阿
弥
陀
一

仏
信
仰
を
標
す
る
真
宗
教
義
か
ら
し
て
、
墓
所
に
供
花
・
読
経
し
た
り
、
墓
下
に
父

母

な
ど
が
い
る
か
の
よ
う
に
思
っ
た
り
し
て
礼
拝
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
真
宗
の

宗
意
・
宗
風
か
ら
し
て
お
か
し
い
。
世
間
一
般
に
準
じ
て
墓
を
建
て
る
こ
と
は
仕
方

な
い
と
い
う
説
も
あ
っ
た
が
、
反
対
に
本
山
納
骨
す
る
か
ら
墓
は
必
要
な
い
と
す
る

説
も
み
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
「
無
墓
制
」
が
真
宗
門
徒
の
村
に
多
か
っ
た
の
は
、

こ
う
し
た
真
宗
の
墓
制
観
と
教
団
・
坊
主
の
規
制
と
関
係
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。

221



国立歴史民俗博物館研究報告　第49集　（1993）

三
　
「
無
墓
制
」
と
中
世
真
宗
門
徒

　
火
葬
で
遺
骨
を
放
置
し
て
し
ま
い
石
塔
を
建
立
し
な
い
、
こ
う
し
た
「
無
墓
制
」

は
葬
送
・
墓
制
研
究
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
土

井
卓
治
氏
は
石
塔
を
建
て
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
庶
民
に
石
塔
建
立
の
風
が
あ
っ
た

の

を

教
義
や
坊
主
の

指
導
に

よ
っ
て
強
力
に
抑
圧
し
た
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
石

塔
造
立
の

習
慣
の
な
い
時
代
を
伝
え
て
い
る
も
の
な
の
か
、
と
い
う
問
題
提
起
を
さ

　
　
（
2
4
）

れ
て

い

る
。
近
世
に
お
け
る
本
山
納
骨
や
石
塔
に
つ
い
て
は
前
章
で
み
た
の
で
、
こ

こ
で
は
大
谷
本
廟
が
成
立
す
る
以
前
、
つ
ま
り
中
世
に
お
い
て
は
ど
う
で
あ
っ
た
の

か
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
　

O
　
中
世
真
宗
門
徒
の
納
骨
と
骨
堂

　

ま
ず
、
中
世
真
宗
門
徒
が
納
骨
を
行
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、

　
　
　
（
2
5
）

『
天
文

日
記
』
に
「
取
骨
」
と
い
う
こ
と
が
み
え
て
い
る
。
該
当
す
る
記
事
を
列
挙
す

る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
（
天
文
五
年
七
月
）

　
　
二

日
◇
治
部
卿
証
綱
坊
従
先
日
親
父
骨
取
あ
げ
度
よ
し
被
申
候
。
唯
今
被
上
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
干

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

口
時
百
疋
あ
が
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
べ
　
　
　
申
候

　
間
、
置
所
な
く
候
へ
ど
も
、
先
御
堂
へ
な
口
口
て
置
口
口
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
堂

　
候
。
是
ハ
慨
例
な
り
と
御
口
衆
申
候
。

（
天
文
五
年
七
月
）

　
　
　
　
　
（
顕
証
寺
］
則
住
力
）

　
九

日
　
◇
就
実
恵
逝
去
之
儀
、
兵
衛
督
今
朝
斎
取
沙
汰
候
。

従
藤
向
百

　
疋
来
。
取
骨
あ
が
り
候
へ
ど
も
、
お
さ
め
所
無
之
候
間
、
先
々
御
堂
二
取
て
お

　
か
れ
候
。

（天
文
十
年
九
月
）

　
十

日
　
▽
◇
自
鹿
苑
院
、
法
安
寺
地
子
銭
之
請
取
来
。

　
△
◇
斎
を

瑞
泉
寺
母
、
井
波
了
如
死
去
の
志
と
し
て
、
彼
息
中
よ
り
被
調
之
候
。

　
伍
汁

三
、
菜
十
一
、
菓
子
七
種
。
坊
中
食
之
。
　
　
　
　
△
◇
取
骨
令
納
堂
、

　
傍
百
疋
来
。

（天
文
十
一
年
一
月
）

　
十
一
日
　
△
◇
同
取
骨
ハ
朝
勤
過
テ
也
。
時
者
卯
刻
云
々
。

（天
文
十
一
年
十
月
）

　
十
一
日
　
△
◇
為
斎
超
勝
寺
実
顕
衿
田
糊
暗
之
志
、
息
刑
部
卿
実
照
調
備
之
也
。

　
　
　
　
　
◇
取
骨
収
之
。

（天
文
十
八
年
八
月
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国

　
廿
二

日
　
◇
為
斎
於
丹
後
法
眼
心
勝
死
去
之
志
、
松
千
世
調
之
。
伍
汁
三
、
菜

　
十
一
、
茶
子
七
種
也
。
　
　
　
◇
志
者
予
千
疋
、
内
陣
一
家
衆
二
百
疋
ヅ
・
、

　
惣
一
家
ニ
ハ
五
十
疋
ヅ
・
、
坊
主
衆
ハ
弐
十
疋
ヅ
・
也
。

　
◇
取
骨
浄
照
坊
収
之
。
礼
百
疋
此
方
へ
来
。

（
天
文
二
十
一
年
三
月
）

　

五

日
　
◇
山
門
西
塔
院
ヘ
ー
（
略
）

　

◇
為
斎
於
瑞
泉
寺
親
修
誓
坊
卒
去
之
志
、
調
備
之
也
。
　
　
　
◇
日
中
之
時

　
（
承
）

　

取
骨
納
之
。

（
天
文
二
十
三
年
六
月
）
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舟

日
　
◇
為
斎
於
本
善
寺
証
祐
逝
去
之
志
、
　
　
　
◇
取
骨
納
之
。

　

最
初
に
掲
げ
た
天
文
五
年
七
月
二
日
の
記
事
は
、
同
年
三
月
二
十
一
日
に
正
闇
坊

が

死
去

し
て
お
り
、
百
ヵ
日
と
い
う
こ
と
で
息
が
父
親
の
骨
を
納
骨
し
よ
う
と
し
た

も
の
で
あ
る
。
当
時
は
石
山
本
願
寺
が
本
山
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
置
き
所
が
な

く
御
堂
に
並
べ
ら
れ
た
と
い
う
。
同
じ
月
の
九
日
の
記
事
に
も
同
様
な
事
が
述
べ
ら

れ
て

い

る
。
し
か
し
、
天
文
十
年
九
月
の
井
波
瑞
泉
寺
了
如
の
骨
は
「
取
骨
令
納

堂
」
と
あ
っ
て
、
困
っ
た
様
子
は
な
い
。
以
後
、
「
取
骨
収
之
」
な
ど
と
記
さ
れ
て

い

る
。
こ
の
記
事
か
ら
だ
け
す
れ
ば
、
具
体
的
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
天
文
五
年

か

ら
天
文
十
年
の
間
に
、
何
等
か
の
遺
骨
を
納
め
安
置
す
る
堂
な
ど
が
で
き
た
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
注
意
す
べ
き
は
、
納
骨
者
が
瑞
泉
寺
・
超
勝
寺
・
丹
後

法
眼
心
勝
・
本
善
寺
と
い
う
よ
う
に
、
一
家
衆
寺
院
を
は
じ
め
一
部
の
有
力
僧
侶
や

下

間
な
ど
の
家
臣
に
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
一
般
門
徒
の
納
骨
に
関
す
る
記

　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

事
は
出
て
こ
な
い
。

　
蓮
如
・
実
如
・
証
如
と
い
う
、
一
四
〇
〇
年
年
代
あ
る
い
は
一
五
〇
〇
年
代
に
お

け
る
真
宗
門
徒
が
、
納
骨
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
「
無
墓
制
」
の
報

告
に

あ
っ
た
「
納
骨
す
る
か
ら
墓
は
な
い
」
と
い
う
「
納
骨
」
は
近
世
の
大
谷
本
廟

成
立

以
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
考
え
て
み
れ
ば
、
蓮
如
の
頃
か
ら
本
山
は
大
谷
祖

廟
・
吉
崎
・
山
科
・
石
山
・
鷺
森
と
い
う
よ
う
に
転
々
と
し
て
い
た
。
一
向
一
揆
も

起
き
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
門
徒
が
本
山
納
骨
で
き
る
よ
う
な
状
況
で
な
く
体
制

も
整
っ
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ぽ
、
遺
骨
は
放
置
す
る
か
埋
葬
し
て
墓

上
植
樹
す

る
程
度
で
し
か
な
か
っ
た
。
あ
る
い
は
、
他
の
霊
場
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ

へ
納
骨

し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。

　

中
世
真
宗
門
徒
の
納
骨
や
墓
制
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い
が
、
石
山
本
願
寺
に
お

い
て

限

ら
れ
た
階
層
の
僧
侶
や
そ
の
一
族
の
者
達
に
し
て
も
、
納
骨
儀
礼
が
行
わ
れ

て

遺
骨
を
納
め
る
所
が
あ
っ
た
こ
と
は
着
目
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。
骨
は
御
影
堂
下

に
納
め
ら
れ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
あ
る
い
は
「
骨
堂
」
と
よ
ば
れ
る
よ
う
な
堂
で

あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
東
本
願
寺
の
場
合
、
東
山
に
廟
所
が
設
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

ら
れ
る
前
に
は
境
内
の
西
南
に
歴
代
の
御
骨
を
納
め
た
祖
廟
が
存
在
し
て
い
た
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

仏
光
寺
で
は
慶
長
十
二
年
（
＝
ハ
〇
七
）
の
仏
光
寺
影
堂
奉
加
帳
に
「
影
堂
骨
堂
仏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

供
所
悉
く
破
壊
す
」
と
あ
る
。
永
正
三
年
（
一
五
〇
六
）
に
没
し
た
蓮
如
の
弟
子
願

正
の

墓
は
現
在
山
形
県
天
童
市
高
擶
に
あ
っ
て
、
「
清
池
の
骨
堂
」
と
よ
ば
れ
て
い

る
。
ま
た
、
天
正
九
年
に
没
し
た
熊
坂
専
修
寺
真
智
の
墓
は
納
骨
塔
型
式
で
あ
っ
た
。

近
世
真
宗
墓
地
の

石
塔
墓
碑
銘
に
は
骨
塔
・
骨
墓
と
あ
っ
た
り
、
わ
ざ
わ
ざ
「
骨

堂
」
と
あ
る
も
の
ま
で
あ
っ
た
。
滋
賀
県
安
曇
川
の
真
宗
勝
専
寺
境
内
に
は
、
正
面
に

「
南
無
不
可
思
議
光
如
来
」
（
塔
身
）
・
「
灰
墳
墓
」
（
台
座
）
と
陰
刻
さ
れ
た
一
基
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

石
塔

を
安
置
す
る
骨
堂
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
真
宗
に
は
「
骨
堂
」
と
よ
ぼ
れ
る
も

の

が

残
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
中
世
納
骨
儀
礼
に
み
ら
れ
る
「
骨
堂
」
の
流
れ
を
汲

む

も
の
で
あ
る
。
「
骨
堂
」
と
は
「
納
骨
堂
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
古
く
は
「
御

　
　
（
3
0
）

骨
御
堂
」
か
も
知
れ
な
い
。
元
亨
三
年
（
一
三
二
三
）
の
金
沢
称
名
寺
絵
図
に
は
骨

堂
が

描
か
れ
て
い
る
。
骨
堂
に
関
す
る
研
究
と
報
告
で
は
、
新
潟
県
蓮
華
峰
寺
の
骨

堂
、
奈
良
市
中
町
大
神
家
の
骨
堂
、
奈
良
市
般
若
寺
町
の
骨
堂
、
同
西
大
寺
奥
院
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

骨
堂
、
新
潟
県
中
蒲
原
郡
村
松
町
正
円
寺
の
歯
骨
堂
な
ど
が
あ
る
。
称
名
寺
絵
図
の

も
の
は
東
端
に
、
三
基
の
五
輪
塔
ら
し
き
も
の
と
卒
塔
婆
の
立
ち
並
ぶ
中
に
描
か
れ

て

い

る
。
蓮
華
峰
寺
の
も
の
は
、
「
小
比
叡
山
手
鑑
」
（
宝
暦
十
一
年
、
一
七
六
一
）
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に

二
、
骨
堂
　
弐
間
四
方
／
此
者
飛
駄
之
工
立
候
L
と
あ
っ
て
、
埋
納
穴
周
辺
部

か

ら
の
出
土
品
な
ど
か
ら
室
町
時
代
後
半
か
ら
納
骨
習
俗
が
始
ま
っ
た
の
で
は
な
い

か

と
さ
れ
て
い
る
。
大
神
家
骨
堂
は
、
小
堂
（
覆
屋
）
は
消
滅
し
て
し
ま
っ
て
い
る

が
、
『
大
神
家
家
譜
』
に
は
「
八
尺
四
方
ノ
堂
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
堂

内
中
央
に
永
禄
七
年
（
一
五
六
四
）
の
紀
年
銘
を
有
す
る
五
輪
塔
が
置
か
れ
、
こ
れ

に

つ
い
て

同
家
譜
の
六
代
源
政
定
の
と
こ
ろ
に
「
永
禄
七
年
甲
子
三
月
五
日
之
夜
　
我

ガ

夢

中
二
父
道
西
ノ
霊
形
出
現
而
　
父
母
之
石
塔
建
立
イ
タ
ス
ベ
キ
旨
霊
言
ス

依
レ
之
則
堂
内
収
骨
之
上
二
五
輪
塔
ヲ
建
立
而
」
と
あ
る
。
寛
永
十
八
巳
十
月
十
二

日
寂
の
八
代
源
長
政
に
は
「
尤
捌
立
火
葬
ニ
テ
遺
骨
ハ
骨
堂
二
収
依
テ
石
塔
ハ
別

在
之
」
と
あ
っ
て
、
石
塔
を
別
に
建
立
し
だ
し
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
西
大
寺

奥
院
の
骨
堂
は
、
約
七
尺
四
方
の
堂
で
、
内
部
に
は
五
輪
塔
の
台
座
が
残
っ
て
い
る
。

歯
や
骨
を

納
め

た

小

さ
な
木
製
五
輪
小
塔
を
格
子
に
打
ち
付
け
た
も
の
で
、
墨
書
銘

に
永

正
・
大
永
・
天
文
・
永
禄
・
天
正
・
文
禄
・
慶
長
・
元
和
の
年
号
が
あ
っ
た
。

新
潟
県
中
蒲
原
郡
の
正
円
寺
歯
骨
堂
は
、
板
碑
・
蔵
骨
器
の
発
見
さ
れ
た
旧
所
在
地

（通
称
大
御
堂
）
に
あ
っ
た
ら
し
く
、
中
世
、
大
御
堂
山
・
山
王
山
を
中
心
に
、
盛
ん

に
造
塔
・
納
骨
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
骨
堂
は
、
高
野
山
や
善
光

寺
・
熊
野
な
ど
が
中
世
に
お
い
て
霊
場
化
し
て
納
骨
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
地
方

の

寺
院
も
同
様
な
性
格
を
帯
び
て
霊
場
化
し
、
納
骨
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
堂
で
あ

っ

た
。
中
世
に
お
け
る
高
野
山
奥
之
院
近
く
に
は
、
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
納
骨
堂
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

た
は
そ
れ
に
類
す

る
施
設
が
存
在
し
た
と
予
測
さ
れ
て
い
る
。

　
高
野
山
の
骨
堂
に
つ
い
て
は
、
『
野
山
名
霊
集
』
（
宝
暦
二
年
刊
・
一
七
五
二
）
巻

第
三
に
「
骨
堂
　
諸
人
の
遺
骨
を
お
さ
む
る
所
、
八
角
宝
形
の
堂
な
り
、
今
の
堂
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

播
州
姫
路
松
下
河
内
守
元
綱
朝
臣
の
建
立
な
り
L
と
あ
り
、
『
紀
伊
国
名
所
図
会
』
巻

之
六
に
は
、
「
骨
堂
　
御
廟
の
右
、
壇
下
に
あ
り
。
八
角
造
の
堂
な
り
。
今
あ
る
所

は
、
元
和
年
中
松
下
河
内
守
元
綱
朝
臣
の
造
立
な
り
。
天
下
の
網
素
、
そ
の
遺
骨
を

所
々
の
霊
区
に
置
く
と
い
へ
ど
も
、
此
堂
に
を
さ
む
る
事
尤
多
き
は
、
古
く
よ
り
の

　
　
（
3
4
）

例
に

し
て
」
と
あ
る
。
近
世
初
期
に
再
建
さ
れ
た
骨
堂
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
骨
堂
を
み
て
く
る
と
、
石
山
本
願
寺
の
中
に
も
こ
う
し
た
性
格
の
堂

が

あ
っ
た
と
推
定
し
て
も
よ
か
ろ
う
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
本
願
寺
は
骨
堂
に
み
ら
れ

る
中
世
納
骨
儀
礼
を
取
り
込
み
、
近
世
に
な
る
と
東
山
に
廟
所
を
構
え
て
新
し
く
近

世
的
な
納
骨
制
度
を
作
り
展
開
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

⇔
　
中
世
の
真
宗
門
徒
と
石
塔

　
中
世
に
お
け
る
真
宗
門
徒
の
間
で
は
、
石
塔
は
造
立
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

鎌
倉
時
代
の
極
末
期
か
ら
南
北
朝
に
か
け
て
の
人
物
で
長
泉
寺
別
当
孤
山
隠
士
に
よ

　
　
　
（
3
5
）

る
『
愚
闇
記
』
は
、
当
時
の
念
仏
衆
達
の
姿
を
記
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
ツ
イ

　
　
次
・
一
為
二
人
追
善
一
率
都
婆
ヲ
不
ト
レ
可
レ
立
教
化
ス
、
夫
率
都
婆
者
地
水
火
風
空
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
　
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
ハ
脱
）
　
　
　
　
ヘ
ウ
シ
キ
　
ホ
ソ

　
　
為
二
五
躰
一
二
大
日
如
来
ノ
三
摩
耶
形
也
、
三
摩
耶
形
ト
梵
語
也
、
標
識
ト
翻
ス
、
其

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ユ
シ
フ

　
　
平
等
ノ
本
誓
ヲ
顕
ス
形
体
也
、
又
宝
俵
印
塔
ハ
如
来
ノ
全
身
聚
集
ノ
形
像
也
、
去
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
ハ
フ
　

イ
サ
　
　
ア

ツ

　

タ
フ
　
　
ナ

　
　
功
徳
ノ
中
ノ
最
尊
上
ノ
善
根
也
、
法
華
経
日
、
童
子
ノ
戯
レ
ニ
砂
三
フ
聚
メ
塔
ト
成
セ
ル

　
　
　
　
　
　
ナ
　
　
　
　
　
イ
ソ

　
　
既
・
｛
成
仏
・
為
ル
ト
レ
因
ト
説
リ
、
況
ン
ヤ
木
石
・
塔
婆
不
ル
ニ
其
・
功
力
空
ラ
一
哉
、

五
輪
塔
は
地
水
火
風
空
で
大
日
如
来
、
空
俵
印
塔
は
如
来
の
全
身
を
聚
集
し
た
姿
を

表
し
、
こ
れ
を
造
立
す
る
こ
と
は
最
上
の
善
根
で
あ
る
。
木
石
塔
婆
を
立
て
る
の
で

も
功
徳
が
あ
る
の
に
、
ど
う
し
て
、
念
仏
衆
は
卒
塔
婆
を
立
つ
べ
か
ら
ず
と
教
化
し
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（
3
6
）

て

い

る
の
か
、
と
い
う
問
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
『
愚
闇
記
返
札
』
で
は
、
次
の

よ
う
に
答
え
て
い
る
。

　
　
　
次
二
死
人
追
善
二
必
率
塔
婆
ヲ
可
レ
立
ト
云
事
、
一
往
シ
カ
ナ
リ
、
ツ
ラ
く

　
　
正
教

ヲ
聞
二
、
率
都
婆
ト
云
ハ
是
大
日
如
来
・
分
身
、
満
月
世
尊
ノ
垂
シ
ャ
ク

　
　
也
、
慧
風
ア
ヲ
ク
時
ハ
、
早
ク
暗
瞑
ノ
霧
ヲ
払
ヒ
、
法
水
ヲ
ソ
・
ク
所
二
忽
二

　
　
煩
悩
ノ
垢
ヲ
ス
・
ク
者
也
、
何
二
況
ヤ
、
建
立
セ
ン
モ
ノ
滅
罪
生
善
ノ
益
無
レ

　
　
疑
、
謁
仰
ノ
輩
ラ
、
転
禍
具
福
ノ
徳
究
リ
ナ
シ
、
愛
ヲ
以
テ
諸
経
ノ
論
ノ
中
二

　
　
広
ク
讃
シ
テ
、
偏
二
此
ノ
理
ヲ
明
ス
処
也
、
此
理
不
ル
レ
知
ニ
ハ
非
ス
、
去
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ナ
カ
チ

　
　

ト
モ
而
モ
宗
義
各
別
也
、
依
テ
強
　
二
依
用
セ
サ
ル
処
也
、
自
宗
之
内
二
於
テ
、

　
　
先
ッ
学
ノ
者
ノ
ワ
同
ク
受
ト
難
異
義
蘭
菊
也
、
然
二
当
流
相
伝
ノ
心
ハ
、
率
都
婆

　
　
ノ
造
立
ヲ
好
マ
ス
、
其
故
ハ
彼
都
婆
ハ
大
日
遍
照
ノ
覚
体
五
智
五
仏
ノ
表
力
、

　
　
然
二
此
宗
ノ
阿
弥
陀
仏
ハ
般
舟
三
昧
経
三
言
ク
、
三
世
諸
仏
依
念
仏
三
昧
成
等

　
　
正
覚
ト
宣
リ
、
三
世
ノ
諸
仏
皆
念
二
弥
陀
ヲ
一
故
二
成
仏
ス
ト
見
得
タ
リ
、
其
外

　
　
十
方
ノ
ア
ラ
ユ
ル
所
ノ
諸
仏
菩
薩
皆
無
量
寿
仏
ノ
所
開
ノ
分
身
二
不
ル
レ
非
ト

　
　
云
事
無
シ
、
率
都
婆
ノ
功
徳
モ
尤
ト
モ
何
ソ
惣
ノ
万
徳
所
帰
ノ
名
号
ヲ
唱
テ
、

　
　
亡
者
ノ
増
進
証
果
ヲ
不
レ
祈
、
一
徳
ノ
率
都
婆
ヲ
造
立
セ
ン
ヤ
、
シ
ッ
シ
テ
称
名

　
　
ヲ
傍
ニ
セ
バ
、
山
豆
流
ヲ
ク
ン
テ
源
ヲ
不
レ
知
二
異
ラ
ン
ヤ
、
是
率
都
婆
ヲ
諺
ル

　
　
ニ
非
ス
、
満
徳
ノ
根
源
ヲ
知
リ
テ
分
流
ヲ
コ
ト
セ
バ
、
屋
舎
ヲ
執
シ
テ
一
中
ヲ

　
　

不
レ
取
者
也
、
但
シ
称
名
功
徳
除
罪
障
存
亡
利
益
難
思
議
ト
説
、
追
善
ナ
レ
ハ

　
　
名
号
ノ
外
他
事
ヲ
マ
シ
エ
ス
、
此
義
重
テ
難
ア
ラ
バ
具
答
ヲ
加
エ
ヘ
シ
。

　
長
い
引
用
と
な
っ
た
が
、
率
都
婆
を
立
て
る
功
徳
は
も
っ
と
も
で
あ
る
が
、
「
宗

義
各
別
」
で
あ
っ
て
真
宗
に
あ
っ
て
は
「
率
都
婆
ノ
造
立
ヲ
好
マ
」
な
い
。
阿
弥
陀

仏
・
名
号
は
「
満
徳
ノ
根
源
」
で
あ
っ
て
、
死
者
の
追
善
供
養
や
滅
罪
生
善
の
た
め

に

「
一
徳
ノ
率
都
婆
ヲ
造
立
」
す
る
必
要
は
な
い
と
語
っ
て
い
る
。
木
製
で
あ
れ
石

塔
で
あ
れ
、
率
都
婆
が
死
者
に
対
す
る
追
善
供
養
塔
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
、
他
力
信

仰
か
ら
追
善
と
か
供
養
と
い
う
こ
と
に
異
な
っ
た
考
え
を
持
っ
て
い
た
真
宗
教
義
か

ら
率
都
婆
・
石
塔
は
否
定
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
真
宗
の
率
都
婆
・

石
塔
に
対
す

る
否
定
は
、
高
田
専
修
寺
派
十
世
真
慧
の
法
嗣
で
あ
っ
た
真
智
（
一
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

〇
四
～
一
五
八
五
）
の
『
愚
問
賢
答
記
』
に
も
み
え
る
。

　
　
　
　
　
五
輪
率
都
婆
之
事

　
　
　
西
林
房
ノ
義
云
、
五
輪
ハ
大
日
如
来
也
、
大
日
ノ
五
智
ハ
因
分
ノ
五
智
也
、

　
　
於
一
二
流
一
不
可
及
造
立
」
也
云
云
、
此
事
思
カ
タ
シ
、
既
二
関
東
ノ
本
寺
二
造

　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
立
ア

ル

ウ
ヘ
ハ
、
末
流
二
造
立
ス
マ
シ
キ
コ
ト
、
子
細
ア
ル
ヘ
キ
事
力
、
如
何
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
又
率
都
婆
ノ
事
墓
シ
ル
シ
ノ
為
ト
テ
、
檀
那
情
セ
黙
止
シ
カ
タ
キ
ニ
ツ
キ
テ
、

　
　
念
仏
井
二
三
経
ノ
要
文
ナ
ト
書
テ
、
亡
者
ノ
墓
二
立
ヘ
キ
事
如
何
、

　
　
賢
答

云
、
相
伝
云
、
』
8
0
ノ
位
牌
ノ
義
二
准
ス
ヘ
シ
、
但
シ
智
照
ノ
大
日
弥
陀
ノ
ニ

　
　
仏
ニ
ツ
イ
テ
、
因
分
果
分
ノ
旨
ヲ
立
ル
、
是
私
ノ
義
ニ
ア
ラ
ス
、
（
以
下
略
）

　

こ
こ
に
は
「
率
都
婆
ノ
事
墓
シ
ル
シ
ノ
為
ト
テ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
率
都
婆
が
死
者

に
対
す

る
供
養
塔
で
な
く
墓
標
と
し
て
の
意
味
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
看
取
で

き
よ
う
。
石
塔
が
供
養
塔
か
ら
墓
塔
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
っ
た
。
蓮
如
の
墓
は

「
二
十
七

日
遺
骨
を
収
む
、
某
日
墳
を
築
い
て
山
科
の
原
に
痙
め
、
松
を
樹
て
記
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

な
す
」
と
あ
る
よ
う
に
墓
上
植
樹
の
形
態
で
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
墓
上
に
石
塔

（墓
塔
）
を
建
て
な
い
こ
と
は
、
本
願
寺
第
十
二
代
准
如
ま
で
そ
う
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
先
に
触
れ
た
英
賀
本
徳
寺
歴
代
廟
所
の
墓
は
、
塀
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
内
部
を
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み
て

み

る
と
正
方
形
に
切
石
で
区
画
さ
れ
て
い
る
の
み
で
石
塔
が
建
っ
て
い
な
い
。

歴
代
住
職
は
代
々
夢
前
川
の
河
川
敷
の
サ
ン
マ
イ
で
火
葬
に
さ
れ
る
と
拾
骨
さ
れ
た

骨
が

こ
こ
に
埋
葬
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
門
徒
が
周
り
に
墓
塔
を
建
て
て
行
く
中
に

あ
っ
て
、
歴
代
住
職
家
は
墓
と
し
て
の
石
塔
を
拒
否
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

　
蓮
如
は

『
御
文
』
で
「
い
は
い
そ
と
ば
を
た
つ
る
は
、
輪
廻
す
る
も
の
の
す
る
こ

と
也
」
と
も
語
っ
て
い
る
。
真
宗
が
広
ま
る
の
は
蓮
如
以
降
の
十
五
世
紀
中
頃
か
ら

で
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
代
は
石
塔
が
供
養
塔
か
ら
墓
塔
に
性
格
を
変
化
し
て
、
庶
民

階
層
ま
で
盛
ん
に
造
立
さ
れ
だ
し
た
時
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
中
で
、
真
宗

は
教
義
的

に
供
養
塔
で
あ
れ
、
墓
塔
で
あ
れ
、
石
塔
を
否
定
し
、
こ
う
し
た
石
塔
軽

視
観
は
近
世
を

通

じ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
真
宗
門
徒
の

中
に
は
他
と
同
じ
様
に
遺
体
や
遺
骨
の
埋
葬
上
に
石
塔
（
墓
塔
）
を
建
て
る
と
こ
ろ

も
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
火
葬
し
た
あ
と
遺
骨
を
放
置
し
た
ま
ま
で
石
塔
も
建
立
し

な
い
と
す
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
無
墓
制
」
で
は
な
い
の
か
。

『
参
州
一
向
宗
乱
記
』
に
は
「
去
ぽ
、
一
向
宗
の
風
格
は
、
手
の
舞
、
足
の
踏
事
も
、

皆
是
報
仏
応
化
の
妙
用
に
し
て
、
自
力
に
あ
ら
ず
、
し
か
ら
し
む
る
は
、
不
可
思
議
光

如
来
御
は
か
ら
ひ
也
と
解
し
て
、
墳
墓
を
築
く
事
を
せ
ず
、
其
寺
を
先
祖
の
廟
堂
と

し
て
、
雑
行
雑
修
の
心
を
打
捨
て
、
一
心
一
向
に
、
身
命
を
阿
弥
陀
如
来
に
批
の
宗

　
（
3
9
）

門
也
。
」
と
あ
る
が
、
中
世
真
宗
門
徒
の
墓
制
観
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
も
の
で
あ

ろ
う
。
真
宗
は
石
塔
・
墓
塔
は
否
定
し
た
が
、
納
骨
儀
礼
は
認
め
て
い
っ
た
。
そ
し

て
、
近
世
教
団
体
制
の
確
立
す
る
段
階
で
、
中
世
納
骨
儀
礼
を
近
世
的
な
形
で
継
承

し
た
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
「
無
墓
制
」
は
石
塔
造
立
が
社
会
的
に
一
般
化
し
て
く

る
な
か
に
あ
っ
て
、
石
塔
造
立
の
習
慣
の
な
か
っ
た
時
代
を
伝
え
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
無
墓
制
」
を
今
日
ま
で
伝
承
さ
せ
て
き
た
の
は
、

定
し
て
納
骨
儀
礼
を
選
択
し
た
真
宗
の
墓
制
観
で
あ
っ
た
。

お

わ
り
に

石
塔
を

否

　
「
無
墓
制
」
と
い
う
語
を
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
ま
で
、
他
に

適

当
な
用
語
が
な
か
っ
た
の
で
、
わ
ざ
わ
ざ
括
弧
付
で
仮
に
用
い
て
き
た
。
一
応
の

定
義

ら
し
き
こ
と
と
問
題
点
を
指
摘
し
て
み
た
が
、
こ
れ
で
全
て
解
決
さ
れ
た
と
は

考

え
て
い
な
い
。
も
と
も
と
「
無
墓
制
」
と
い
う
語
は
、
「
両
墓
制
」
や
「
単
墓
制
」

に
対
す

る
も
の
で
は
な
く
、
「
墓
」
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
民
俗
学
の
墓
制
研
究

者
に

よ
っ
て
「
両
墓
制
」
の
概
念
が
異
な
っ
て
お
り
、
「
墓
」
そ
の
も
の
の
解
釈
や

定
義
も
暖
昧
な
と
こ
ろ
に
、
さ
ら
に
「
無
墓
制
」
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
一

層
の
混
乱
を
生
ず
る
こ
と
に
な
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
最
後
に
、
残
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
い
ま
少
し
述
べ
て
お
こ
う
。
一
ノ
谷
遺
跡
の

発
掘
を

は

じ
め
と
し
て
、
こ
の
と
こ
ろ
中
世
墳
墓
の
具
体
的
姿
が
わ
か
り
つ
つ
あ
る
。

そ

し
て
、
中
世
に
お
い
て
か
な
り
火
葬
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
判
明
し
て
き
て
い

る
が
、
遺
骨
は
ど
の
よ
う
に
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
部
の
骨
は
拾
骨
さ
れ
て
霊

場
や
寺
院

な
ど
に
納
骨
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
残
り
の
骨
は
遺
棄
し
て
い
た
の
か
。

も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
「
無
墓
制
」
に
み
ら
れ
た
火
葬
で
遺
骨
放
置
と
い
う
習
慣

は
、
何
も
真
宗
だ
け
に
限
ら
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
に
な
る
。
真
宗
が
全
国
的
に
浸

透

し
た
の
が
十
五
世
紀
半
以
降
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
以
前
の
姿
が
真
宗
と
い
う
中
に

伝
承

さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
「
無
墓
制
」
が
真
宗
特
有
の
も
の
で
な
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「無墓制」と真宗の墓制

か
っ

た

こ
と
に
な
る
。
有
名
な
「
摂
津
尼
崎
墓
所
掟
」
に
は
社
会
階
層
に
よ
る
葬
法

の

違
い
が

み

ら
れ
る
が
、
下
層
の
も
の
は
拾
骨
も
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
社
会

階
層
と
宗
派
に
よ
る
葬
法
・
墓
制
の
違
い
も
今
後
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。

註（
1
）
　
土
井
卓
治
「
葬
り
の
源
流
」
（
『
日
本
民
俗
文
化
大
系
』
2
・
昭
和
五
十
八
年
・
小
学

　
　
館

二
二
〇
五
～
三
〇
八
頁
）
。

（
2
）
　
橋
本
鉄
男
「
ム
シ
ロ
ヅ
ケ
ノ
溜
－
真
宗
門
徒
火
葬
習
俗
覚
書
ー
」
（
『
岡
山
民
俗
』
創

　
　
立
三
十
周
年
記
念
特
集
号
・
昭
和
五
十
四
年
）
。

（
3
）
村
瀬
正
章
「
“
墓
の
な
い
家
が
あ
る
”
」
（
『
地
方
史
研
究
』
一
四
巻
六
号
・
昭
和
三
十

　
　
九
年
）
。

（
4
）
　
児
玉
識
「
真
宗
地
帯
の
風
習
ー
渡
り
の
宗
教
生
活
を
探
る
ー
」
（
『
日
本
宗
教
の
歴
史

　
　
と
民
俗
』
・
昭
和
五
十
一
年
・
隆
文
館
）
。
同
『
近
世
真
宗
の
展
開
過
程
』
第
四
章
第
四

　
　
節

「
真
宗
門
徒
の
信
仰
生
活
」
・
昭
和
五
十
一
年
・
吉
川
弘
文
館
。
同
「
周
防
大
島
の

　
　
『
か
ん
ま
ん
宗
』
（
‖
真
宗
）
と
そ
の
系
譜
」
（
『
瀬
戸
内
海
地
域
の
宗
教
と
文
化
』
・
昭

　
　
和
五
十
一
年
・
雄
山
閣
）
。
同
「
浄
土
真
宗
と
民
俗
」
（
『
歴
史
公
論
』
五
二
ー
三
・
昭

　
　
和
五
十
五
年
）
。

（
5
）
　
滋
賀
県
近
江
八
幡
市
沖
ノ
島
・
北
元
町
・
玉
木
町
・
南
津
田
は
橋
本
お
よ
び
児
玉
前

　
　
掲
論
文
。
福
井
県
三
方
郡
三
方
町
佐
古
・
田
名
は
本
林
靖
久
「
無
墓
制
に
み
る
真
宗
門

　
　
徒
の
行
動
様
式
」
（
大
谷
大
学
哲
学
会
『
哲
学
論
集
』
第
三
六
号
・
一
九
八
九
）
。
石
川

　
　
県
尾
口
村
・
白
峰
村
は
天
野
武
「
白
山
麓
の
墓
制
」
（
『
日
本
民
俗
学
』
九
二
・
一
九

　
　
七

四
）
。
そ
の
他
は
、
筆
者
調
査
等
に
ょ
る
。

（
6
）
森
岡
清
美
「
墓
の
な
い
家
ー
墓
制
の
一
側
面
」
（
『
社
会
と
伝
承
』
九
ー
一
・
昭
和
四

　
　
十
年
）
、
後
に
改
題
し
て
同
『
真
宗
教
団
に
お
け
る
家
の
構
造
』
（
一
九
八
七
年
・
御
茶

　
　
の
水
書
房
）
に
収
載
。

（
7
）
　
田
中
久
夫
「
新
谷
尚
紀
氏
の
報
告
に
対
す
る
意
見
」
（
『
日
本
民
俗
学
』
一
五
七
・
一

　
　
五
八
・
昭
和
六
十
年
）
。

（
8
）
　
新
谷
尚
紀
「
両
墓
制
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
民
俗
学
』
一
五
七
・
一
五
八
・
昭
和
六
十

　
　
年
）
。

（
9
）
松
崎
憲
三
『
巡
り
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
』
二
九
八
五
・
名
著
出
版
・
一
六
三
頁
。
同

　
　
「
真
宗
地
域
の
民
俗
」
（
『
民
俗
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
創
刊
号
・
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
民
俗

　
　
研
究
部
・
一
九
八
五
）
。

（
1
0
）
大
桑
斉
「
墓
・
寺
・
先
祖
」
（
日
本
村
落
史
講
座
七
『
生
活
‖
近
世
』
・
平
成
二
年
・

　
　
雄
山
閣
出
版
）
。

（
1
1
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
最
近
勝
田
至
氏
が
「
中
世
民
衆
の
葬
制
と
死
稜
－
特
に
死
体

　
　
遺
棄
に

つ
い
て

ー
」
（
『
史
林
』
7
0
1
3
）
の
中
で
鋭
い
分
析
を
し
て
い
る
。
中
世
前
期

　
　
の
説
話
集
に
は
、
死
体
を
「
棄
つ
」
と
い
う
表
現
が
よ
く
出
て
く
る
が
、
こ
れ
に
は
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ふ
ぶ
り

　
　
一
群
の
「
葬
ス
ル
」
「
葬
送
（
ス
ル
）
」
と
第
二
群
の
「
取
リ
棄
ツ
」
「
棄
ツ
」
「
棄
置
ク
」

　
　
お
よ
び
「
置
ク
」
等
が
あ
り
、
死
体
遺
棄
ま
た
は
風
葬
に
あ
た
る
の
は
第
二
群
だ
と
い

　
　
う
。
そ
し
て
、
死
体
遺
棄
の
対
象
と
な
る
死
者
は
「
社
会
の
周
縁
的
存
在
あ
る
い
は
弱

　
　
者
が
遺
棄
の
対
象
に
な
っ
て
」
お
り
、
同
氏
は
「
風
葬
↓
共
同
墓
地
へ
の
簡
単
な
土
葬

　
　
↓
両
墓
制
と
い
う
コ
ー
ス
を
設
定
し
た
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
1
2
）
　
田
中
久
夫
「
浄
土
教
と
墓
制
」
（
『
月
刊
歴
史
教
育
』
一
六
・
昭
和
五
十
五
年
）
、
後
に

　
　
同
氏
著
『
仏
教
民
俗
と
祖
先
祭
祀
』
・
一
九
八
六
・
永
田
文
昌
堂
に
収
載
。

（
1
3
）
　
『
真
宗
史
料
集
成
』
第
八
巻
・
五
〇
三
頁
。

（
1
4
）
細
川
行
信
『
大
谷
祖
廟
史
』
・
昭
和
六
十
年
再
版
・
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
出
版
部
・

　
　
二
五
〇
頁
参
照
。

（
1
5
）
　
『
真
宗
史
料
集
成
』
第
九
巻
・
六
一
二
頁
。

（
1
6
）
　
『
真
宗
史
料
集
成
』
第
九
巻
・
七
二
二
頁
。

（
1
7
）
　
筆
者
調
査
と
本
徳
寺
資
料
に
よ
る
。

（
1
8
）
　
『
真
宗
史
料
集
成
』
第
九
巻
・
七
五
〇
頁
。

（
1
9
）
拙
稿
「
真
宗
の
民
俗
性
と
反
民
俗
性
1
位
牌
と
御
影
に
み
る
祖
先
崇
拝
観
ー
」
（
『
同

　
　
朋
学
園
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
五
号
・
一
九
八
三
）
。

（
2
0
）
　
『
真
宗
史
料
集
成
』
第
八
巻
・
二
五
七
頁
。

（
2
1
）
　
『
真
宗
史
料
集
成
』
第
九
巻
・
七
〇
三
頁
。

（
2
2
）
　
『
真
宗
史
料
集
成
』
第
九
巻
・
四
七
八
～
四
七
九
頁
。

（
2
3
）
　
『
真
宗
全
書
』
五
五
巻
二
三
一
八
～
三
三
〇
頁
。

（
2
4
）
　
註
（
1
）
に
同
じ
。

（
2
5
）
　
『
真
宗
史
料
集
成
』
第
三
巻
。

（
2
6
）
　
遠
藤
一
゜
「
臨
終
・
葬
送
・
納
骨
ー
戦
国
期
真
宗
に
お
け
る
死
の
作
法
と
浄
土
の
実
質

　
　
的
展
開
」
（
龍
谷
大
学
『
大
学
院
紀
要
』
人
文
科
学
　
第
九
集
　
一
九
八
八
）
で
は
、
「
す
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で
に
戦
国
期
真
宗
に
お
い
て
は
、
本
願
寺
の
御
堂
（
こ
の
時
期
、
阿
弥
陀
堂
は
未
再

　
　
建
）
へ
納
骨
す
る
こ
と
が
一
般
的
な
習
慣
と
し
て
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と

　
　
考
え
う
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
2
7
）
　
細
川
前
掲
書
　
一
九
五
頁
。

（
2
8
）
　
森
岡
清
美
「
真
宗
本
山
と
山
内
院
家
－
近
世
仏
光
寺
教
団
の
本
末
関
係
1
」
（
同
氏

　
　
著
『
真
宗
教
団
に
お
け
る
家
の
構
造
』
所
収
・
七
三
頁
）
。

（
2
9
）
　
『
琵
琶
湖
総
合
開
発
地
域
民
俗
文
化
財
特
別
調
査
報
告
書
』
四
二
二
八
六
～
三
八
七
頁
。

（
3
0
）
　
西
口
順
子
『
女
の
力
』
第
二
章
「
骨
の
ゆ
く
え
」
・
一
九
八
七
・
平
凡
社
。

（
3
1
）
『
佐
渡
国
蓮
華
峰
寺
骨
堂
修
理
工
事
報
告
書
』
・
昭
和
五
十
九
年
・
第
一
法
規
出
版
。

　
　
伊
藤
久
嗣

「
中
世
納
骨
堂
の
一
形
態
ー
奈
良
市
中
町
大
神
家
骨
堂
」
（
『
帝
塚
山
考
古

　
　
学
』
一
・
一
九
六
八
）
。
「
西
大
寺
奥
院
骨
堂
調
査
概
要
」
（
『
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

　
　
年
報
』
一
九
六
五
）
。
中
野
豊
任
『
忘
れ
ら
れ
た
霊
場
』
四
八
頁
・
一
九
八
八
・
平
凡
社
。

（
3
2
）
　
『
高
野
山
発
掘
調
査
報
告
書
』
・
一
九
八
二
・
元
興
寺
文
化
財
研
究
所
。

（
3
3
）
　
日
野
西
真
定
編
集
解
説
『
野
山
名
霊
集
』
・
昭
和
五
十
四
年
・
名
著
出
版
　
一
二
一
頁
。

（
3
4
）
　
『
紀
伊
国
名
所
図
会
』
三
巻
・
歴
史
図
書
社
。

（
3
5
）
『
真
宗
史
料
集
成
』
第
四
巻
・
七
二
〇
頁
。

（
3
6
）
『
真
宗
史
料
集
成
』
第
四
巻
・
七
二
九
～
七
三
〇
頁
。

（
3
7
）
　
『
真
宗
史
料
集
成
』
第
四
巻
・
四
五
頁
。

（
3
8
）
佐
々
木
孝
正
「
墓
上
植
樹
と
真
宗
」
（
『
大
谷
学
報
』
五
九
－
一
三
・
一
九
七
九
）
。

（
3
9
）
日
本
思
想
体
系
『
蓮
如
一
向
一
揆
』
・
二
八
八
頁

「
無
墓
制
」
関
係
地
帯
の
報
告
概
要

1
　
山
口
県
大
島
郡
大
島
町
笠
佐
島

2
　
同
　
　
光
市
五
軒
屋

　
　
笠
佐
島
に
は
現
在
で
も
墓
が
ま
っ
た
く
な
い
。
死
者
は
い
ず
れ
も
火
葬
に
付
し
た
あ
と

骨
の
一
部
を
西
本
願
寺
の
京
都
大
谷
本
廟
に
納
骨
す
る
だ
け
で
、
他
の
大
部
分
の
骨
は
そ

　
の
ま
ま
野
ざ
ら
し
に
さ
れ
る
。
骨
に
対
す
る
執
着
心
は
ま
っ
た
く
な
い
。
骨
を
薬
と
し
て

　
飲
む
風
習
が
五
・
六
十
年
前
ま
で
広
く
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
各
家
々
に
は
位
牌
・
過

　
去
帳
・
神
棚
等
は
ま
っ
た
く
な
い
。
ま
た
日
柄
・
方
角
等
の
タ
ブ
ー
も
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
児
玉
識
「
周
防
大
島
の
『
か
ん
ま
ん
宗
』
（
1
1
真
宗
）
と
そ
の
系
譜
」
）

　
　
周
防
室
積
に
五
軒
屋
と
呼
ば
れ
る
集
落
が
あ
る
が
、
こ
こ
に
も
ま
た
墓
が
な
い
。
現
在

　
二
十
軒
の
家
が
あ
り
、
真
宗
長
安
寺
ま
た
は
明
楽
寺
の
門
徒
で
、
火
葬
し
た
骨
は
西
本
願

寺
へ
納
骨
す
る
分
を
一
握
り
取
る
だ
け
で
、
あ
と
は
そ
の
ま
ま
放
置
す
る
。
位
牌
・
神
棚

　
は
な
く
、
迷
信
も
少
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
児
玉
識
「
真
宗
地
帯
の
風
習
」
）

3
　
鳥
取
県
東
伯
郡
羽
合
町
上
浅
津
・
下
浅
津

　
　
両
地
区
と
も
真
宗
香
宝
寺
檀
家
で
、
真
宗
信
仰
が
強
い
。
こ
の
地
区
の
家
は
い
ず
れ
も

　
墓
が
な
か
っ
た
。
死
者
が
出
る
と
東
郷
湖
岸
辺
に
作
ら
れ
た
ヒ
ヤ
（
焼
き
場
）
で
火
葬
に

付

し
、
骨
は
一
部
を
本
山
西
本
願
寺
大
谷
本
廟
へ
納
骨
す
る
た
め
に
取
っ
て
お
く
だ
け
で
、

　
他
は
全
部
湖
中
へ
投
棄
し
て
い
た
。
現
在
は
寺
内
に
納
骨
堂
を
作
り
納
め
て
い
る
。
し
た

　
が
っ
て
、
各
家
々
に
は
最
近
ま
で
詣
り
墓
も
な
け
れ
ば
埋
め
墓
も
な
く
、
盆
や
彼
岸
に
墓

　
へ
参
る
と
い
う
風
習
は
全
く
な
か
っ
た
。
位
牌
・
過
去
帳
も
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（児
玉
識
「
真
宗
地
帯
の
風
習
」
）

4
　
岡
山
県
和
気
郡
日
生
町
頭
島

　
　
以
前
は
遺
骨
は
全
て

京
都
大
谷
に
納
め
、
家
に
は
位
牌
も
置
か
ず
盆
の
祭
り
も
し
な
か

　
っ
た
。
近
い
年
代
ま
で
、
い
わ
ゆ
る
石
塔
の
「
お
墓
」
を
建
て
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　

（橋
本
鉄
男
「
ム
シ
ロ
ヅ
ケ
ノ
溜
」
中
で
三
浦
秀
宥
氏
の
話
を
紹
介
）

5
　
兵
庫
県
姫
路
市
飾
磨
区
今
在
家

　
　
飾
磨
区
今
在
家
の
善
宗
寺
門
徒
は
火
葬
で
あ
る
が
、
最
近
ま
で
石
塔
を
建
て
る
習
慣
が

　
な
く
、
「
墓
が
な
か
っ
た
」
と
い
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蒲
池
）

6
　
兵
庫
県
姫
路
市
保
城

7
　
兵
庫
県
多
紀
郡
篠
山
町
泉

　
　
兵
庫
県
姫
路
市
に
流
れ
込
む
市
川
の
流
域
も
墓
石
を
建
立
せ
ぬ
村
が
も
と
は
多
か
っ
た

　
の
で
あ
る
。
浄
土
宗
の
村
、
姫
路
市
保
城
も
そ
の
よ
う
な
村
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
、
同
県

　
多
紀
郡
篠
山
町
泉
で
も
埋
葬
地
は
も
ち
ろ
ん
ど
こ
に
も
墓
石
を
建
立
し
な
い
。
　
　
　
な

　
お
、
こ
の
付
近
の
多
く
の
村
々
は
曹
洞
宗
で
両
墓
制
の
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
を
付
言
し
て

　
お
き
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
中
久
夫
「
浄
土
教
と
墓
制
」
）

8
　
大
阪
府
河
内
長
野
市
旧
高
向
村
滝
畑

　
　
滝
畑

で
は
明
治
六
・
七
年
ご
ろ
ま
で
火
葬
を
行
っ
て
お
り
、
焼
骨
は
み
な
掻
き
捨
て
て

　
し
ま
っ
た
と
い
う
。
茶
毘
の
前
に
両
髪
の
毛
髪
を
切
り
と
っ
て
左
の
髪
は
高
野
山
に
納
め
、

　
右
の
髪
は
内
墓
に
埋
め
た
と
い
う
。
　
（
宮
本
常
一
「
河
内
国
滝
畑
左
近
熊
太
翁
旧
事
談
」
）

9
　
滋
賀
県
神
崎
郡
能
登
川
町
伊
庭

　
　
妙
楽
寺
門
徒
に
は
墓
が
な
い
。
火
葬
す
る
と
境
内
に
あ
る
納
骨
堂
に
納
め
る
ほ
か
は
、
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全
て
西
大
谷
へ
本
山
納
骨
す
る
。
八
月
十
五
・
十
六
日
に
孟
盆
会
・
総
納
骨
追
悼
法
要
が

　
あ
る
が
、
こ
れ
に
先
立
っ
て
八
月
十
一
・
十
二
日
に
各
家
の
絵
系
図
を
持
参
し
て
寺
に
参

　
詣
す
る
「
絵
系
図
ま
い
り
」
が
あ
る
。
な
お
、
村
中
の
浄
土
宗
檀
家
は
寺
院
境
内
に
石
塔

　
を

建
立

し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蒲
池
）

10

　
滋
賀
県
神
崎
郡
永
源
寺
町
甲
津
畑

　
　
一
六
五
世
帯
、
六
一
〇
人
、
総
農
家
一
二
〇
戸
。
従
来
、
埋
葬
地
は
祀
り
の
対
象
と
考

　
え
ら
れ
ず
、
墓
を
つ
く
り
参
る
と
い
う
風
習
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

　　　　　　　　　　　　　　　（
志
水
宏
行

「
滋

書
き
」
『
大
谷
学
報
』
六
五
ー
二
・
一
九
八
五
）

11

　
滋
賀
県
近
江
八
幡
市
沖
ノ
島
・
北
元
町
・
玉
木
町
・
南
津
田

　
　
沖
ノ
島
で
は
、
は
っ
き
り
と
火
葬
で
墓
を
立
て
な
い
習
俗
を
つ
い
最
近
ま
で
伝
え
て
い

　
た
。
西
福
寺
・
願
証
寺
は
、
い
ず
れ
も
真
宗
本
願
寺
派
で
あ
る
。
コ
ッ
ヒ
ロ
イ
に
箸
渡
し

　
な
ど
は
せ
ず
、
胴
骨
は
銘
々
の
持
山
に
埋
め
る
が
、
頭
の
骨
は
オ
コ
ッ
オ
サ
メ
と
い
っ
て
、

　
何
年
か

し
て
西
大
谷
に
納
め
る
ま
で
家
の
仏
壇
に
祀
っ
て
お
く
。
焼
き
残
り
の
骨
灰
は
、

　
周
囲
の
山
林
に
捨
て
て
始
末
す
る
。
胴
骨
を
埋
め
る
持
山
を
俗
に
バ
カ
と
呼
ん
で
い
る
が
、

　
小

さ
い
五
輪
塔
が
い
く
ら
か
散
在
す
る
ほ
か
は
、
塚
ら
し
い
も
の
は
な
に
も
な
い
。
い
わ

　
ゆ

る
墓
ら
し
い
形
跡
は
な
い
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
（
橋
本
鉄
男
「
ム
シ
ロ
ヅ
ケ
ノ
溜
」
）

　
　
北
元
町
の

西
本
願
寺
八
幡
別
院
や
玉
木
町
蓮
正
寺
の
檀
家
の
半
数
以
上
は
現
在
も
墓
を

　
持
っ
て
い
な
い
。
墓
を
持
っ
て
い
る
家
で
も
粗
末
で
あ
る
し
、
墓
詣
り
の
風
習
も
あ
ま
り

　
な
い
よ
う
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
児
玉
識
「
真
宗
地
帯
の
風
習
」
）

　
　
南
津

田
に
つ
い
て
は
、
志
水
宏
行
氏
が
「
滋
賀
県
の
宗
教
環
境
に
か
ん
す
る
覚
え
書

　
き
」
で
掲
げ
て
い
る
。
真
宗
大
谷
派
寺
院
二
ヵ
寺
、
仏
光
寺
派
一
ヵ
寺
が
あ
り
、
神
棚
を

　
も
た
な
い
家
が
多
い
。

12

　
滋
賀
県
伊
香
郡
西
浅
井
町
塩
津
浜

　
　
塩
津
浜
で

は
、
埋
葬
地
に
は
木
の
墓
標
だ
け
で
ょ
く
、
墓
石
を
立
て
る
も
の
で
は
な
い

　
と
い
う
。
そ
し
て
、
早
く
遺
体
は
腐
る
方
が
よ
い
。
穴
堀
の
人
た
ち
は
、
こ
れ
は
誰
そ
れ

　
の
手
、
こ
れ
は
足
な
ど
と
「
ナ
モ
シ
ロ
ヤ
」
に
掘
っ
て
い
た
と
い
う
。
出
て
き
た
骨
は
、

後
に
一
緒
に
埋
め
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
中
久
夫
「
浄
土
教
と
墓
制
」
）

13

　
滋
賀
県
高
島
郡
安
曇
川
町
横
江
・
今
在
家
・
北
舟
木

　
　
横
江
は
村
内
に
位
置
す
る
天
台
寺
院
（
無
住
）
の
檀
家
一
八
戸
は
境
内
に
墓
を
も
つ
が
、

村
外
の
真
宗
寺
院
の
門
徒
二
〇
戸
の
場
合
は
、
埋
葬
後
、
埋
葬
地
を
か
え
り
み
る
こ
と
も

　
な
く
、
ま
た
詣
り
墓
も
つ
く
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
志
水
宏
行

「滋
賀
県
の
宗
教
環
境
に
か
ん
す
る
覚
え
書
き
」
）

　
　
今
在
家
は
、
真
宗
門
徒
七
〇
戸
、
天
台
宗
檀
家
二
〇
戸
。
現
在
は
土
葬
で
共
同
墓
地
を

　
サ
ン

マ

イ
と
い
っ
て
い
る
。
天
台
宗
の
檀
家
は
寺
の
境
内
地
に
石
塔
を
立
て
る
両
墓
制
で

　
あ
る
。
サ
ン
マ
イ
は
家
別
の
区
別
も
な
く
て
、
順
送
り
に
掘
返
し
の
埋
葬
で
、
当
座
は
木

　
の

墓
じ
る
し
を
置
く
が
、
数
年
も
た
て
ば
朽
ち
て
し
ま
っ
て
誰
の
も
の
と
も
わ
か
ら
な
い
。

　
つ
ま
り
、
真
宗
の
方
は
石
塔
も
立
て
な
い
の
で
忘
却
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
北
舟
木
は
土
葬
で
あ
る
が
、
戦
前
ま
で
は
墓
じ
る
し
だ
け
で
石
塔
は
な
か
っ
た
よ
う
で

　
あ
る
。
ま
た
、
移
転
の
た
め
に
サ
ン
マ
イ
（
埋
葬
地
）
を
掘
り
か
え
す
と
、
大
量
の
粉
炭

　
と
骨
灰
が
出
土
し
、
明
治
の
初
期
ま
で
火
葬
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
橋
本
鉄
男
「
ム
シ
ロ
ヅ
ケ
ノ
溜
」
）

14

　
滋
賀
県
高
島
郡
今
津
町
天
増
川

　
　
天
増
川
の
七
五
％
が
真
宗
浄
慶
寺
の
門
徒
で
、
遺
骸
を
焼
き
場
で
火
葬
に
付
し
た
後
、

　
一
周
忌
な
ど
に
西
大
谷
へ
納
骨
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
墓
碑
を
作
ら
な
い
の
が
原
則

　

で
、
天
増
川
の
上
流
に
か
つ
て
存
し
た
村
々
も
同
様
な
風
習
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
に

　
対

し
て
、
村
人
の
二
五
％
は
曹
洞
宗
宝
泉
寺
檀
家
で
、
村
内
有
力
一
族
で
あ
っ
た
山
本
氏

　
一
族
で
あ
っ
た
。
山
本
氏
一
族
は
墓
碑
建
立
を
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
滋
賀
県
民
俗
学
会
『
湖
東
・
湖
西
の
山
村
生
活
』
）

15

　
滋
賀
県
犬
上
郡
多
賀
町
大
君
ヶ
畑

　
　
大
君
ヶ
畑
で
は
、
村
山
の
野
天
の
ヤ
キ
パ
で
火
葬
に
す
る
。
翌
朝
、
ハ
イ
ソ
ウ
と
い
っ

　
て
骨
上
げ
を
お
こ
な
い
、
そ
の
後
に
ハ
イ
ソ
ウ
ヅ
ト
メ
と
い
っ
て
寺
の
住
職
や
葬
い
に
世

話
に
な
っ
た
人
々
を
招
待
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
済
ん
で
重
親
類
で
寺
へ
詣
る
の
を
ハ

　
イ
ソ
ウ
マ
イ
リ
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
村
は
墓
を
た
て
な
い
の
で
、
オ
コ
ッ
は
本
山
に
オ

　
コ
ッ
オ
サ
メ
す
る
だ
け
で
あ
る
。
古
老
た
ち
の
話
で
は
、
こ
の
村
は
惟
喬
親
王
に
お
墓
を

　
た
て
ず
じ
ま
い
だ
っ
た
の
で
、
村
人
も
遠
慮
す
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
伝
承
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
橋
本
鉄
男
「
ム
シ
ロ
ヅ
ケ
ノ
溜
」
）

16

　
滋
賀
県
犬
上
郡
多
賀
町
萱
原

　
　
萱
原
に

は
、
真
言
宗
の
寺
と
臨
済
宗
の
寺
の
二
ヵ
寺
が
あ
る
。
両
墓
制
が
み
ら
れ
る
が
、

　
墓
石

で
一
番
古
い
の
は
昭
和
十
四
年
銘
の
も
の
で
、
大
正
頃
は
共
同
墓
地
に
埋
め
っ
ぱ
な

　
し
に
し
て
い
た
。
基
本
的
に
は
墓
石
を
建
立
し
祀
る
風
習
を
持
つ
こ
と
の
な
い
村
で
あ
り
、

　
そ
の
上
、
埋
葬
地
へ
も
近
寄
る
こ
と
の
な
い
村
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
中
久
夫
「
浄
土
教
と
墓
制
」
）

17

　
滋
賀
県
米
原
町
榑
ケ
畑
・
磯

229
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榑
ヶ
畑
で
は
、
火
葬
を
し
て
本
山
に
納
骨
す
る
の
で
、
家
に
は
戒
名
を
書
い
た
お
札
を

仏
壇
に
納
め

る
だ
け
で
墓
は
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
「
惟
喬
親
王
の
系
統
な
の
で
、
そ

　
の
印
の
字
を
書
い
た
も
の
を
残
し
て
お
く
と
悪
い
と
い
う
の
で
墓
を
つ
く
ら
な
い
の
だ
」

と
い
う
伝
承
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
（
滋
賀
民
俗
学
会
『
米
原
町
榑
ヶ
畑
の
民
俗
』
）

　
　
磯
で
は
現
在
火
葬
単
墓
制
で
あ
る
が
、
昔
は
火
葬
骨
を
一
～
三
年
忌
の
と
き
に
本
山
へ

納
め
る
の
み
で
、
村
中
に
は
墓
地
が
な
か
っ
た
。
字
ヒ
ガ
シ
ラ
に
火
葬
場
が
あ
り
、
こ
こ

　
で
火
葬
し
て
本
山
ヘ
コ
ッ
オ
サ
メ
を
す
る
の
が
普
通
で
、
い
わ
ば
無
墓
制
地
区
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（『
琵
琶
湖
総
合
開
発
地
域
民
俗
文
化
財
特
別
調
査
報
告
書
』
）

18

　
滋
賀
県
坂
田

郡
伊
吹
町
甲
津
原

　
　
甲
津
原
で
は
、
「
落
人
が
隠
れ
込
ん
で
素
性
が
わ
か
る
」
と
い
う
の
で
墓
を
つ
く
ら
な
い

　
の
だ
と
い
う
。
寺
側
の
教
化
に
よ
っ
て
つ
く
ら
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
、
と
村
人
は
い

　
う
。
全
戸
真
宗
大
谷
派
の
行
徳
寺
門
徒
。
寺
の
門
前
に
五
輪
塔
や
宝
俵
院
塔
の
残
欠
、
あ
る

　
い
は
石
仏
な
ど
が
、
二
十
か
ら
三
十
体
ほ
ど
集
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
散
在
し
て
い

　
た
も
の
を
寄
せ
た
の
だ
と
い
う
。
火
葬
場
は
サ
ン
マ
イ
と
い
い
、
昔
か
ら
火
葬
と
い
う
。

　
火
葬
に
し
て
拾
骨
す
る
と
、
残
り
の
骨
は
灰
と
一
緒
に
縁
に
放
り
上
げ
て
お
く
。
一
年
に

　
二
～
三
人
は
亡
く
な
る
の
で
骨
が
だ
ん
だ
ん
た
ま
っ
て
い
く
。
小
さ
い
頃
、
腕
の
骨
な
ど

　
が
転
が
っ

て

い

る
と
放
り
投
げ
た
も
の
だ
と
い
う
。
拾
骨
は
、
歯
・
頭
骨
の
一
部
を
拾
骨

　
し
た
。
麻
の
木
の
箸
で
拾
っ
て
、
小
さ
な
骨
壷
に
い
れ
る
。
そ
し
て
、
三
年
忌
ご
ろ
ま
で

　
仏
壇
に
い

れ
て

お

き
、
本
山
へ
納
骨
す
る
。
位
牌
は
、
短
冊
型
の
法
名
軸
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（蒲
池
）

19

　
滋
賀
県
坂
田
郡
伊
吹
町
寺
林

　
　
寺
林
で
は
昭
和
五
十
五
年
ま
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
家
は
墓
を
も
た
ず
、
墓
参
り
の
風
習

　
も
な
か
っ
た
。
真
宗
大
谷
派
寺
院
一
ヵ
寺
。
現
在
は
家
ご
と
に
区
画
さ
れ
た
共
同
墓
地
を

　
所
有
し
て
い
る
。
　
　
　
（
志
水
宏
行
「
滋
賀
県
の
宗
教
環
境
に
か
ん
す
る
覚
え
書
き
」
）

20

　
滋
賀
県
蒲
生
郡
日
野
町
鎌
掛

　
　
真
宗
本
願
寺
派
寺
院
2
、
真
宗
大
谷
派
寺
院
1
、
臨
済
宗
妙
心
寺
派
寺
院
1
。
大
谷
派

　

と
臨
済
宗
（
無
住
）
の
寺
院
は
境
内
に
墓
地
を
持
つ
が
、
本
願
寺
派
の
寺
院
に
は
墓
地
が

　
な
く
、
門
徒
の
多
く
は
墓
を
つ
く
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（志
水
宏
行

「
滋
賀
県
の
宗
教
環
境
に
か
ん
す
る
覚
え
書
き
」
）

21

　
滋
賀
県
蒲
生
郡
蒲
生
町
桜
川
東
・
西

　
　
桜

川
東
に
は
本
願
寺
派
寺
院
1
、
西
に
は
真
宗
大
谷
派
寺
院
1
が
あ
る
。
両
村
は
土
葬

　
が
主
で
あ
る
町
内
に
あ
っ
て
、
唯
一
火
葬
を
採
用
し
て
い
る
村
で
あ
り
、
野
焼
の
火
葬
場

　
を

共
有
し
て
い
る
。
村
人
は
、
お
盆
に
所
属
寺
院
へ
参
る
こ
と
を
「
墓
参
り
」
と
称
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
志
水
宏
行
「
滋
賀
県
の
宗
教
環
境
に
か
ん
す
る
覚
え
書
き
」
）

22
　
滋
賀
県
東
浅
井
郡
び
わ
町
南
浜

　
　
こ
こ
に
は
今
で
も
在
所
の
内
に
サ
ン
マ
イ
（
火
葬
場
）
が
あ
る
。
一
方
姉
川
沿
い
の
堤

　
の
下
に
新
規
の
墓
地
が
設
け
ら
れ
、
真
新
し
い
石
塔
ば
か
り
が
並
ん
で
い
た
。
火
葬
は
明

　
治
以
前
か
ら
続
い
て
き
た
よ
う
で
、
ど
う
も
つ
い
最
近
ま
で
墓
は
た
て
な
か
っ
た
も
の
ら

　
し
い
。
こ
の
辺
り
は
長
浜
在
と
い
い
、
真
宗
勢
力
の
き
わ
め
て
強
い
所
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
橋
本
鉄
男
「
ム
シ
ロ
ヅ
ケ
ノ
溜
」
）

23
　
滋
賀
県
滋
賀
郡
志
賀
町
北
小
松

　
　
現
在
土
葬
で
シ
ャ
ン
マ
（
三
昧
）
は
埋
葬
地
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
明
治
の
初
期

　
に
火
葬
が
禁
止
さ
れ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
は
そ
こ
が
ヤ
キ
バ
で
あ
っ
た
と

　
い

う
。
一
部
の
禅
宗
の
檀
家
は
別
と
し
て
、
大
部
分
の
真
宗
門
徒
は
墓
は
な
か
っ
た
と
い

　
う
こ
と
を
聞
い
た
。
因
み
に
こ
こ
は
古
い
漁
師
や
石
工
の
村
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
橋
…
本
鉄
男
「
ム
シ
ロ
ヅ
ケ
ノ
溜
に
）

24

　
三
重
県
阿
山
郡
大
山
田
村
下
阿
波

　
　
正
覚
寺
（
真
宗
本
願
寺
派
）
と
神
瞳
寺
（
臨
済
宗
）
が
あ
る
。
宗
派
に
か
か
わ
ら
ず
土

　
葬
で
あ
る
が
、
正
覚
寺
檀
家
は
、
埋
葬
翌
日
に
ハ
イ
ソ
マ
イ
リ
を
し
て
寺
へ
骨
（
遺
髪
）

　
を
納
め
る
と
、
以
後
埋
葬
地
へ
行
か
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
神
瞳
寺
檀
家
は
、
ハ
イ
ソ
マ

　

イ
リ
以
後
も
埋
葬
地
へ
墓
参
す
る
。
ま
た
、
神
瞳
寺
境
内
に
は
詣
り
墓
の
石
塔
が
建
立
さ

　
れ
て

い

る
が
、
正
覚
寺
に
は
総
檀
家
の
納
骨
塔
は
あ
っ
て
も
先
祖
代
々
の
墓
と
称
す
べ
き

　
設
備
は

な
い
。
そ
こ
で
、
盆
・
彼
岸
・
永
代
経
の
追
善
供
養
は
い
つ
で
も
直
ち
に
本
堂
へ

　
上
が
っ
て
、
本
尊
の
前
で
な
さ
れ
る
。
こ
こ
に
村
瀬
氏
い
う
と
こ
ろ
の
無
墓
制
が
あ
ら
わ

　
に

な
る
の
で
あ
る
。
無
墓
制
と
い
う
の
が
妥
当
で
な
い
と
す
れ
ぽ
、
本
堂
が
正
覚
寺
檀
家

　

に

と
っ
て
「
集
合
詣
り
墓
」
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（森
岡
清
美
「
真
宗
門
徒
に
お
け
る
『
無
墓
制
』
）

25

　
愛
知
県
碧
南
市
大
浜
・
棚
尾

　
　
大
浜
・
棚
尾
地
区
で
は
、
一
二
二
九
軒
中
、
五
七
・
九
％
に
あ
た
る
七
一
二
軒
の
家
に

　
墓
が

な
い
。
墓
の
な
い
家
を
宗
旨
と
の
関
係
で
み
る
と
、
浄
土
真
宗
が
六
〇
〇
、
浄
土
宗

　
が
四

七
、
禅
宗
が
一
八
、
真
言
宗
が
一
一
と
な
り
、
圧
倒
的
に
浄
土
真
宗
の
家
に
墓
が
な

　

い
。
遺
骨
は
京
都
の
本
山
に
納
め
る
ほ
か
、
仏
壇
に
納
め
た
り
檀
那
寺
に
納
め
る
。
な
ぜ

　
墓
が

な
い
の
か
の
理
由
に
は
、
「
必
要
が
な
い
か
ら
」
「
真
宗
で
あ
る
か
ら
」
「
土
地
・
金

　

が

な
い
か
ら
」
「
昔
か
ら
な
い
か
ら
」
と
答
え
て
い
る
。
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「無墓制」と真宗の墓制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
村
瀬
正
章
「
ク
墓
の
な
い
家
が
あ
る
乙
）

26

　
愛
知
県
岩
倉
市
川
井
町

　
　
村
の
中
に
は
、
真
宗
光
禅
寺
と
曹
洞
宗
の
大
昌
寺
が
あ
り
、
八
割
が
門
徒
、
二
割
が
禅

　
宗
檀
家
で
あ
る
。
門
徒
以
外
の
も
の
は
西
バ
カ
へ
土
葬
し
た
が
、
門
徒
は
東
バ
カ
で
火
葬

　

し
た
。
大
谷
納
骨
の
た
め
オ
シ
ャ
リ
サ
ン
だ
け
拾
骨
し
た
が
、
残
り
は
灰
と
一
緒
に
放
置

　

し
て
い
た
と
い
う
。
そ
う
す
る
こ
と
が
「
た
て
ま
え
だ
」
と
い
い
、
「
開
山
聖
人
の
お
そ

　
ば

へ
行
け
ば

い

い
」
と
聞
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
昭
和
四
十
七
年
の
土
地
改
良
事
業
ま
で
、

　
門
徒
に
は
石
塔
が
な
か
っ
た
。
位
牌
は
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蒲
池
）

27
　
愛
知
県
一
宮
市
千
秋
町
浅
野
羽
根
・
小
山

　
　
羽
根
の
戸
数
は
昔
は
百
戸
で
あ
っ
た
。
村
は
禅
宗
檀
家
が
二
軒
あ
る
他
は
全
て
門
徒
、

　
村
の
中
の
円
林
寺
と
浅
井
の
正
宝
寺
と
に
属
し
て
い
る
。
禅
宗
の
家
は
墓
を
つ
く
り
、
ま

　
た

門
徒
で
も
一
・
二
軒
は
墓
を
つ
く
っ
た
が
、
ほ
と
ん
ど
の
家
で
は
墓
が
な
か
っ
た
。
焼

　
き
場
は
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
火
葬
に
す
る
と
骨
は
焼
き
場
の
横
に
山
に
し
て
放
置
し
て
い

　
た

と
い
う
。
二
十
年
程
前
の
こ
と
。
小
山
で
も
同
様
で
あ
っ
た
と
い
う
。
　
　
　
（
蒲
池
）

28
　
岐
阜
県
岐
阜
市
加
納
新
町

　
　
真
宗
の
専
福
寺
門
徒
は
火
葬
で
あ
る
が
、
今
で
も
墓
が
な
い
。
な
ぜ
墓
が
な
い
か
の
理

　
由
に
、
住
職
は
「
殿
様
が
お
越
し
に
な
っ
た
と
き
に
目
障
り
だ
か
ら
」
と
答
え
た
。
納
骨

　
堂
を

新
し
く
作
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蒲
池
）

29

　
岐
阜
県
揖
斐
郡
旧

徳
山
村

　
　
塚
・
櫨
原
・
戸
入
地
区
は
火
葬
で
墓
が
な
か
っ
た
。
戸
入
の
場
合
、
火
葬
場
は
サ
ン
マ

　
イ
と
呼
ば
れ
石
組
の
ヒ
ヤ
が
あ
っ
た
が
、
も
え
が
わ
る
い
と
い
う
こ
と
で
土
を
五
〇
セ
ン

　
チ

メ
ー
ト
ル
程
掘
り
火
葬
し
て
い
た
。
傍
ら
に
松
の
木
が
一
本
あ
り
、
死
花
が
置
か
れ
た

　
こ
と
か
ら
「
死
ぬ
と
松
の
木
に
い
く
で
な
」
と
い
わ
れ
た
。
骨
は
本
山
納
骨
の
た
め
に
一

　
部
拾
骨

し
た
が
、
残
り
は
寄
せ
て
放
置
し
て
い
た
。
戸
入
は
全
戸
専
念
寺
（
真
宗
誠
照
寺

　
派
）
門
徒
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
じ
真
宗
門
徒
で
も
門
入
地
区
の
門
徒
（
西
福
寺
）
は
土

　
葬
で
あ
り
、
村
入
り
口
の
川
原
に
埋
葬
し
て
上
に
川
原
石
と
塔
婆
が
立
て
ら
れ
て
い
た
。

　
ま
た
、
本
郷
地
区
は
門
入
と
同
じ
く
川
原
に
土
葬
し
て
い
た
が
、
増
徳
寺
の
禅
宗
檀
家
は

寺
裏
に
詣
り
墓
を
持
つ
両
墓
制
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
牧
富
士
夫
「
美
濃
徳
山
村
の
葬
墓
制
に
つ
い
て
」
・
蒲
池
）

30
　
岐
阜
県
揖
斐
郡
坂
内
村
広
瀬

31

　
同
　
　
揖
斐
郡
藤
橋
村

　
　
坂
内
村
の
坂
本
の
本
照
寺
寺
門
徒
、
伝
明
寺
門
徒
、
広
瀬
の
妙
輪
寺
門
徒
、
友
徳
寺
門

　
徒
に
は
墓
が

な
い
。
火
葬
で
あ
る
。
し
か
し
、
明
治
以
降
に
納
骨
塔
が
作
ら
れ
た
。
盆
の

　
八
月
十
四
日
に
裏
盆
会
が
勤
ま
り
、
こ
の
時
に
門
徒
は
遺
骨
を
持
ち
寄
っ
て
親
鷲
絵
像
の

　
前
に
安
置
し
て
読
経
す
る
。
そ
し
て
、
納
骨
塔
に
入
れ
ら
れ
る
。
妙
輪
寺
門
徒
に
は
位
牌

　
も
な
い
。
村
内
の
禅
宗
檀
家
は
株
ご
と
に
墓
を
持
っ
て
い
る
。

　
　
藤
橋
村
や
久
瀬
村
に
も
墓
が
な
い
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
松
久
嘉
枝
「
岐
阜
県
揖
斐
郡
坂
内
村
の
墓
制
」
・
蒲
池
）

32
　
福
井
県
三
方
郡
三
方
町
佐
古
・
田
名

　
　
佐
古
は
全
戸
が
真
宗
本
願
寺
派
常
徳
寺
の
門
徒
。
サ
ン
マ
イ
で
茶
毘
に
す
る
と
歯
が
三

　
本
拾
骨

さ
れ
る
が
、
そ
の
他
の
骨
は
そ
の
場
所
に
放
置
し
て
お
く
。
翌
日
、
家
族
が
サ
ン

　
マ
イ
へ
行
き
、
遺
骨
を
す
ぐ
側
の
竹
藪
の
中
に
全
て
捨
て
て
し
ま
う
。
そ
の
後
、
サ
ン
マ

　

イ
へ
参
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
拾
骨
し
た
歯
は
三
回
忌
ま
で
仏
壇
に
お
く
が
、
後

　
は
京
都
大
谷
本
廟
へ
全
て
納
骨
し
て
し
ま
う
と
い
う
。
村
の
中
に
「
バ
カ
ノ
モ
ト
」
と
呼

　
ば
れ

る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
開
墾
の
と
き
五
輪
塔
の
残
欠
等
の
石
造
物
が
出
た
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
林
靖
久
「
無
墓
制
に
み
る
真
宗
門
徒
の
行
動
様
式
」
）

33

　
福
井
県
勝
山
市
北
谷
町
小
原
・
木
根
橋

　
　
次
の

天
野
氏

「
白
山
山
麓
の
墓
制
」
の
報
告
に
あ
り
。

34
　
石
川
県
石
川
郡
尾
口
村

35
　
同
　
　
石
川
郡
白
峰
村

36

同
　
江
沼
郡
山
中
真
砂

　
　
白
山
麓
の
村
で
は
、
蚕
飼
時
に
は
シ
ビ
ト
ヤ
キ
（
火
葬
）
の
匂
い
が
蚕
に
悪
い
と
い
っ

　
て
土
葬
に
し
た
が
、
蚕
飼
時
以
外
で
は
火
葬
に
し
た
。
土
葬
の
と
き
、
埋
葬
地
に
川
原

石
・
山
石
の
類
い
を
印
に
お
く
な
ど
簡
単
な
し
つ
ら
え
で
、
別
に
マ
イ
リ
墓
を
設
け
よ
う

　
と
す
る
意
識
は
乏
し
か
っ
た
。
ま
た
火
葬
の
時
で
も
、
火
葬
し
た
ま
ま
で
小
石
を
積
ま
ず

埋
め

る
と
か
、
自
然
の
山
石
を
火
葬
骨
を
埋
め
た
上
へ
積
む
と
か
し
て
い
た
と
い
う
。
骨

　
拾
い
で
は
、
オ
シ
ャ
レ
ボ
ト
ケ
（
ノ
ド
ボ
ト
ケ
）
・
ハ
ッ
コ
ツ
（
歯
骨
）
の
類
い
を
僅
か

　
に
拾
う
の
み
で
、
残
部
は
こ
と
ご
と
く
持
ち
帰
ら
ぬ
作
法
が
古
風
で
あ
っ
た
。
拾
っ
た
骨

　
は
本
山
あ
る
い
は
手
次
の
寺
へ
納
骨
す
る
。
勝
山
市
北
谷
小
原
で
は
、
ク
グ
ツ
に
つ
め
て

　
ウ
ラ
ヘ
ナ
ゲ
ル
と
表
現
す
る
よ
う
に
、
灰
捨
て
場
へ
投
げ
ら
れ
た
。
尾
口
村
深
瀬
で
も
火

葬
場
の
近
辺
に
埋
め
ず
に
、
積
み
上
げ
て
捨
て
て
く
る
と
い
う
。

　

江
沼
郡

山
中
町
真
砂
に
つ
い
て
は
、
北
陸
大
谷
高
等
学
校
地
歴
ク
ラ
ブ
「
墓
の
な
い

村
」
（
石
川
県
高
等
学
校
文
化
連
盟
郷
土
部
編
『
会
報
』
五
号
）
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
と

　
い
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
天
野
武
「
白
山
山
麓
の
墓
制
」
）
　
3
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
　
　
　
（
同
朋
大
学
佛
教
文
化
研
究
所
　
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）



　　　　　The“No．Grave　System”，　and

the　Grave　System　of　the　Shin．Buddhism

GAMAIKE　Seishi

　　Conventional　folklore　study　on　the　grave　system　has　progressed　centered　oll　the“double

grave　system”．　The“double　grave　system”is　a　term　used　in　oppositioll　to　the‘‘single

grave　system”．　Recently，　in　addition　to　the　above，　the“no・grave　system”has　come

under　discussion．　The　author　wishes　to　point　out　the　questions　posed　by　the　Iatter　grave

system，　since　there　is　no　common　understanding　nor　a　conceptual　standard　among

researchers，　and　this　leads　to　confusion．　Furthermore，　since　the“no．grave　system”is

frequently　seen　alnong　believers　of　the　Shin．Buddhism，　the　author　wishes　to　consider　the

questions　of‘‘tombstones”and　the“laying　of　ashes　to　rest”through　the　accepted　idea　of

‘‘

graves”in　the　Shin・Buddhism．

　　Putting　in　order　examples　from　all　over　the　country，　the　author　finds　that　previous

reports　did　not　distinguish　between　cremation　and　inhumation，　and　that　reports　that

“ there　were　no　graves”，　gave　no　clear　de丘nition　of　what　was　meant　by　a“grave”．　He

also　shows　that　the　de丘n▲tion　of　a“visiting　grave”（tombstolle）in　the　double　grave

system　was　ambiguous．　What　really　happens　in　the‘‘no．grave　system”is　that　the　ashes

are　left　as　they　are　after　cremation，　without　erecting　a　tombstone．　This　grave　system

tells　us　that　we　must　reexamine　not　only　the　problem　of　where　the　body　was　buried，

the　question　of　the　tombstone，　and　the　problem　of　inhumation，　but　also　the　question　of

crematlon．

　　As　to　the　reason　why　the“no．grave　system”was　prevalent　among　Shin．Buddhism

l）elievers，　the　author　examines，　from　the　historical　viewpoint，　how　the　Shin．Buddhism

faith　regarded　the　grave，．Lookipg，at　the．f（》rm　of　tomb8tone．s　seen　in　present　Shin．

Buddhism　cemeteries，　and　the　process　of　the　establish血ent　of　the　custom　of　the　placement

of　ashes　in　the　head　temple，　the　author　discusses　the　concept　of　the　grave　system　in　the

Shin．Buddhism，　and　its　relationship　with　the　restrictions　by　the　religious　order．　It　was

aproblem　from　the　doctrinal　point　of　view，　to　hold　religious　services　for　bodies　or　ashes．

In　the　Middle　Ages，　the　Shin・Buddhism　took　a　negative　attitude　towards　stupas　and

tombstones．　This　contemptuous　view　of　graves　and　tombstones　continued　throughout　the

modem　period　until　the　present　day，　so　that　the　custom　remained　of　leaving　ashes　after

cremation，　without　erecting　a　tombstolle．　Also，　the　Shin．Buddhism　gainsaid　the

tombstone　as　a　grave，　but　accepted　the　ceremony　of　Iaying　ashes　to　rest，　and　inherited

the　medieval　ceremony　of　laying　ashes　to　rest　in　modern　form，　at　the　establishment　of

the　modern　religious　order．
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写真2　西大谷本廟「鐸惣墓」

写真1　西大谷本廟納骨型
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写真6　西大谷本廟「ヒ宮寺墳墓」 写真5　西大谷本廟「倶會一慮」

写真9　本徳寺墓地「縛、墓」

写真8　本徳寺墓地歴代住職の墓



写真11本徳寺墓地納骨型
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本徳寺墓地「塚」
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写真12　専光寺墓地親鷺廟所
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写真15　専光与墓地納骨型「：尋▲三fi卑」
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写真17　本宗5…墓地「骨堂」

．一 ｝・

　　　’ぺご、

藩喜i．．
づ〉．

　－1三

　　．∵㌣

・溺
籔㎏．s

　　　　　写真16

写真14　専光～f墓地「南無｜；r1嚇施佛」

専光寺墓地納骨型「蹄寂」


