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は
じ
め
に

　

人
形
供
養
と
い
う
行
事
が
あ
る
。
人
形
や
ぬ
い
ぐ
る
み
を
捨
て
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
ゴ
ミ
箱
に
ポ
イ
と
放
り
込
ん
で
し
ま
う
の
も
気
が
引
け
る
。
そ
こ
で

寺
社
な
ど
で
供
養
し
て
も
ら
っ
て
か
ら
廃
棄
を
お
願
い
す
る
の
だ
。
現
在
全
国
各
地
の
寺
社
や
、
あ
る
い
は
セ
レ
モ
ニ
ー
ホ
ー
ル
や
イ
ベ
ン
ト
な
ど
で
も
人
形

　

人に
ん

形ぎ
ょ
う

供く

養よ
う

と
い
う
習
俗
は
イ
メ
ー
ジ
に
反
し
実
は
現
代
的
な
習
俗
で

あ
り
、″
作つ

く

ら
れ
た
伝で

ん

統と
う

〟
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
近
世
に

も
人
形
供
養
の
よ
う
な
行
事
が
行
わ
れ
た
記
録
は
あ
る
が
、
広
く
一
般
的

な
行
事
と
は
言
い
難
く
近き

ん

現げ
ん

代だ
い

の
人
形
供
養
に
は
直
接
つ
な
が
ら
な
い
。

現
代
に
続
く
人
形
供
養
を
始
め
て
行
っ
た
の
は
一
九
一
八
年
、
私
立
帝
国

小
学
校
校
長
・
西に

し

山や
ま

哲て
つ

治じ

で
あ
る
。
彼
は
教
育
改
革
の
一
環
と
し
て
人
形

供
養
を
行
っ
た
。
他
に
も
戦
前
の
供
養
と
し
て
大
供
会
が
関
わ
っ
た
「
雛

供
養
」
が
あ
っ
た
。
戦
前
当
時
は
伝
統
的
で
な
い
新
し
い
行
事
と
し
て
の

批
判
も
見
ら
れ
た
。
戦
後
に
な
る
と
ま
ず
人
形
に
ゆ
か
り
の
あ
る
寺
社
が

人
形
供
養
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
人
形
供
養
は
一
気
に�

″
伝
統
行
事
〟
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
を
強
く
し
て
い
く
。
そ
の
後
の
画
期
と

言
え
る
の
が
明
治
神
宮
の
「
人
形
感
謝
祭
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
従
来
と
異

な
る
イ
ベ
ン
ト
化か

さ
れ
た
人
形
供
養
と
し
て
話
題
に
な
っ
た
。
ま
た
そ
の

こ
ろ
に
な
る
と
日
本
人
形
の
イ
メ
ー
ジ
変
化
や
大
量
生
産
の
影
響
も
伴

い
、
人
形
供
養
は
単
に
人
形
を
廃
棄
す
る
手
段
と
し
て
の
意
味
合
い
も
表

れ
る
よ
う
に
な
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
人に

ん

形ぎ
ょ
う

供く

養よ
う　

西に
し

山や
ま

哲て
つ

治じ　

作つ
く

ら
れ
た
伝で
ん

統と
う　

イ
ベ
ン
ト

化か　

近き
ん

現げ
ん

代だ
い

論
　
文
　
要
　
旨

人
形
供
養
の
形
成
と
発
展
に
つ
い
て

鳴　

海　

あ
か
り
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供
養
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
行
事
は
一
般
的
に
〝
伝
統
的
な
行
事
〟
と
思
わ
れ
て
い
る1

が
、
実
は
比
較
的
新
し
い
行
事
で
あ
る
こ
と
が
先
行
研
究
に
よ
り
既
に

明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
う
古
く
な
い
行
事
で
あ
る
割
に
は
、
全
体
の
変
遷
、
特
に
初
期
に
お
い
て
人
形
供
養
行
事
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
の

か
は
い
ま
だ
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
で
今
回
は
各
時
代
に
お
い
て
主
要
な
人
形
供
養
行
事
を
そ
れ
ぞ
れ
取
り
上
げ
な
が
ら
、
時
代
の
変

遷
を
追
っ
て
い
き
た
い
。
ま
た
人
形
と
い
う
も
の
は
様
々
な
側
面
が
あ
る
が
、
今
回
は
人
形
供
養
に
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
愛
玩
用
・
観
賞
用
人
形
に
つ

い
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

　

こ
こ
で
「
供
養
」
の
定
義
と
し
て
『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
を
引
い
て
お
こ
う
。「
人
の
死
後
、
泣
き
人
の
冥
福
を
祈
っ
て
善
事
を
修
し
て
そ
の
功
徳
を
手
向

け
る
こ
と
」
と
さ
れ
、「
針
供
養
を
は
じ
め
、
人
形
供
養
・
茶
筅
供
養
な
ど
供
養
の
対
象
が
無
生
物
に
ま
で
及
ん
で
い
る
」
と
も
あ
る2

。
本
論
で
の
供
養
の
定
義
、

そ
し
て
人
形
供
養
と
の
関
係
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。

一
、
先
行
研
究

　

こ
れ
ま
で
の
人
形
供
養
に
関
す
る
研
究
は
実
の
と
こ
ろ
数
少
な
い
。
紹
介
す
べ
き
は
以
下
の
四
つ
の
論
文
で
あ
る
が
、大
き
く
二
つ
の
立
場
に
分
け
ら
れ
る
。

　

一
つ
は
人
形
供
養
を
モ
ノ
供
養
の
一
部
と
し
て
論
ず
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
大
崎
智
子
は
上
野
清
水
観
音
堂
の
人
形
供
養
習
俗
に
つ
い
て
経
緯
や
現
況

を
述
べ
、
人
形
供
養
の
現
況
に
つ
い
て
考
察
す
る3

。

　

水
口
千
里
は
、
名
古
屋
市
真
言
宗
真
福
寺
の
大
須
観
音
で
行
わ
れ
る
人
形
供
養
に
つ
い
て
そ
の
様
子
を
報
告
し
た
後
、
人
形
供
養
を
道
具
供
養
の
一
環
と
い

う
枠
組
み
で
な
ぜ
行
わ
れ
る
の
か
考
察
す
る
。
人
形
は
捨
て
て
は
い
け
な
い
が
保
管
す
る
ス
ペ
ー
ス
が
な
い
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
を
解
消
す
る
た
め
に
人
形
供
養

は
あ
り
、
宗
教
色
が
薄
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
や
す
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
し
た4

。

　

中
村
慎
吾
は
、
ま
ず
松
本
市
内
に
て
行
わ
れ
て
い
る
人
形
供
養
を
仏
教
系
・
神
道
系
・
葬
祭
業
者
に
分
類
し
て
分
析
し
、
人
形
供
養
祭
の
本
質
は
魂
を
抜
い

て
た
だ
の
物
質
へ
と
変
化
さ
せ
る
こ
と
だ
と
す
る
。
次
に
個
人
的
に
寺
社
に
頼
ん
で
供
養
を
行
っ
て
も
ら
う
ケ
ー
ス
や
人
形
店
の
人
形
供
養
に
つ
い
て
も
触
れ

る
。
後
半
で
は
人
形
供
養
の
起
源
に
つ
い
て
、
古
び
た
雛
人
形
を
流
し
た
り
辻
の
祠
に
収
め
る
習
俗
が
古
形
態
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
を
挙
げ
る5

。
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も
う
一
方
の
立
場
は
、〝
供
養
〟
よ
り
も
〝
人
形
〟
に
重
き
を
置
い
て
論
ず
る
も
の
で
あ
る
。
田
中
正
流
は
「
従
来
の
道
具
供
養
を
参
考
に
し
て
新
し
く
作

ら
れ
た
人
形
供
養
の
事
例
」
を
題
材
に
す
る
と
述
べ
、
人
形
供
養
か
ら
主
に
人
形
観
の
変
化
を
読
み
取
ろ
う
と
し
て
い
る
。
当
時
著
者
が
勤
務
す
る
宝
鏡
寺
の

人
形
供
養
事
例
を
挙
げ
た
後
、
全
国
各
地
の
人
形
供
養
の
分
析
を
行
い
、
一
九
八
〇
年
頃
か
ら
爆
発
的
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
高
度
経
済
成
長
の
影

響
を
指
摘
す
る
。
ま
た
こ
の
時
期
に
実
在
す
る
髪
が
伸
び
る
人
形
と
し
て
話
題
に
な
っ
た
「
お
菊
人
形
」
も
関
係
し
て
い
る
の
で
は
と
指
摘
す
る6

。

　

こ
れ
ま
で
の
人
形
供
養
に
関
す
る
先
行
研
究
は
、
特
定
の
人
形
供
養
行
事
に
フ
ォ
ー
カ
ス
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
ま
た
現
在
に
つ
な
が
る
初
期
の
人
形
供

養
に
つ
い
て
は
、
特
に
人
形
供
養
全
体
を
述
べ
よ
う
と
す
る
中
村
論
文
や
田
中
論
文
で
は
触
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
た
だ
簡
易
的
に
紹
介
す
る
に
と
ど
ま
り
詳

細
に
述
べ
る
こ
と
を
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
今
回
は
現
在
の
人
形
供
養
行
事
が
ど
の
よ
う
に
形
作
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
、
当
時
の
新
聞
・
雑
誌
記
事
な
ど
を
参

照
し
て
そ
の
様
子
を
考
察
し
て
い
く
。
そ
し
て
後
発
の
も
の
で
も
有
名
な
人
形
供
養
や
人
形
供
養
観
を
変
化
さ
せ
る
画
期
と
な
っ
た
人
形
供
養
に
つ
い
て
個
別

に
い
く
つ
か
考
察
す
る
こ
と
で
、
人
形
供
養
行
事
の
変
遷
を
考
え
て
い
く
こ
と
を
本
論
の
目
的
と
す
る
。

　

ま
た
本
稿
は
こ
の
二
つ
の
立
場
の
う
ち
、
後
者
の
人
形
観
の
変
化
と
い
う
立
場
か
ら
述
べ
る
も
の
で
あ
る
旨
を
こ
こ
で
述
べ
て
お
き
た
い
。

二
、
人
形
供
養—

近
世
以
前

　

こ
れ
も
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、〝
古
く
な
っ
た
り
汚
損
し
た
人
形
を
供
養
す
る
〟
と
い
う
こ
と
が
近
世
以
前
に
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い7

。
江

戸
時
代
の
後
期
に
は
既
に
確
認
で
き
る
。
喜
多
村
信
節
に
よ
る
随
筆
『
嬉
遊
笑
覧
』（
文
政
十
三
／
一
八
三
〇
年
序
）
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　
　

�

相
模
愛
甲
郡
敦
木
の
里
に
て
、
年
毎
に
古
び
な
の
損
し
た
る
を
児
女
共
持
出
て
さ
が
み
河
に
流
し
捨
る
こ
と
あ
り
、
白
酒
を
一
銚
子
携
へ
て
河
辺
に
至
れ

ば
他
の
児
女
も
こ
ゝ
に
来
り
、
互
に
ひ
な
を
流
し
や
る
こ
と
を
惜
み
て
彼
白
酒
を
も
て
離
杯
を
汲
か
は
し
て
、
ひ
な
を
俵
の
小
口
な
ど
に
戴
て
流
し
や
り
、

一
同
に
哀
み
泣
く
さ
ま
を
な
す
こ
と
な
り8

。
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汚
損
し
た
ひ
な
を
悼
み
、
川
に
流
す
と
い
う
。
こ
れ
は
あ
ま
り
一
般
的
に
見
受
け
ら
れ
る
行
事
で
は
な
い
が
、『
源
氏
物
語
』
に
も
確
認
で
き
る
よ
う
な
、

厄
を
ひ
と
が
た
に
移
し
て
流
す
雛
流
し
の
行
事
の
変
形
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
江
戸
時
代
、
安
定
し
た
社
会
で
愛
玩
用
の
豪
華
な
人
形
が
生
産
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
中
で
、
古
く
あ
る
い
は
汚
損
し
た
人
形
を
処
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
表
面
的
に
は
今
現
在
行
わ
れ
る
人
形
供
養

の
在
り
方
と
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
行
事
が
そ
の
ま
ま
近
代
以
降
の
人
形
供
養
行
事
に
つ
な
が
っ
た
と
は
ど
う
も
思
え
な
い
。
後
に
具
体
的

に
述
べ
る
が
、
初
期
の
子
供
の
た
め
の
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
の
人
形
供
養
行
事
は
、
明
ら
か
に
日
本
に
従
来
か
ら
存
在
す
る
習
俗
の
文
脈
を
引
き
継
が
な
い
新
し

い
行
事
と
し
て
あ
っ
た
。

　

後
世
で
近
い
と
思
わ
れ
る
の
は
、
三
月
三
日
に
河
辺
で
行
わ
れ
る
オ
ヒ
ナ
ガ
ユ
と
呼
ば
れ
る
行
事
で
あ
る
。
例
え
ば
群
馬
県
多
野
郡
上
野
村
で
は
、
月
遅
れ

の
四
月
三
日
早
朝
に
女
の
子
が
連
れ
立
っ
て
河
辺
に
行
き
、
石
を
積
ん
で
作
っ
た
か
ま
ど
で
お
粥
を
作
り
、
こ
れ
を
お
雛
様
に
供
え
て
子
供
達
も
食
べ
た
と
い

う9

。
こ
の
よ
う
に
上
記
『
嬉
遊
笑
覧
』
に
載
る
習
俗
は
近
代
の
人
形
供
養
行
事
に
は
つ
な
が
ら
ず
、
オ
ヒ
ナ
ガ
ユ
の
よ
う
な
あ
る
種
の
雛
祭
り
行
事
へ
と
引
き

継
が
れ
、
次
第
に
都
市
的
な
要
素
と
し
て
現
れ
て
い
た
人
形
供
養
的
要
素
も
失
わ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三
．
戦
前
の
人
形
供
養

三
―
一
、
帝
国
小
学
校
人
形
供
養

　

我
が
国
で
初
め
て
の
人
形
供
養
行
事
は
、一
九
一
八
年
東
京
都
巣
鴨
に
あ
っ
た
私
立
帝
国
小
学
校
人
形
病
院
で
行
わ
れ
た
人
形
供
養
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

同
年
の
『
児
童
研
究
』
に
次
の
よ
う
な
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

人
形
供
養

　
　

�

私
立
帝
国
小
学
校
人
形
病
院
の
主
催
に
て
九
月
十
四
日
午
前
十
時
よ
り
同
校
内
に
て
人
形
供
養
会
を
執
行
し
た
り
。
先
づ
同
校
生
徒
一
同
著
席
し
て
人
形

病
院
の
歌
を
合
唱
し
、
次
に
二
名
の
僧
侶
の
読
経
あ
り
て
同
校
長
西
山
ド
ク
ト
ル
弔
問
を
朗
読
し
、
次
で
生
徒
一
同
左
の
人
形
供
養
の
歌
を
合
唱
し
て
後

23-10-387_007-鳴海あかり氏.indd   10423-10-387_007-鳴海あかり氏.indd   104 2024/02/15   13:32:422024/02/15   13:32:42



105

十
五
の
壊
れ
た
憐
れ
な
人
形
を
同
校
奥
庭
の
一
隅
に
埋
葬
し
て
高
さ
六
尺
の
塔
婆
を
立
て
た
り
。
斯
の
如
き
試
み
は
児
童
の
情
育
上
に
必
ず
や
良
好
の
効

果
あ
る
べ
し
と
思
准
す10

。

　

こ
の
後
、
人
形
供
養
の
歌
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
う
、
近
代
最
初
の
人
形
供
養
は
学
校
で
子
供
の
教
育
の
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
人

形
は
現
在
一
般
的
に
子
供
の
遊
び
道
具
で
も
あ
る
か
ら
、
今
で
も
子
供
の
た
め
に
行
う
面
は
あ
ろ
う
が
、
や
は
り
〝
寺
社
〟
で
〝
伝
統
行
事
〟
と
し
て
行
わ
れ

る
現
在
の
そ
れ
と
は
大
き
く
異
な
る
印
象
を
持
つ
と
言
え
る
。
企
画
し
た
の
は
こ
こ
で
い
う
「
同
校
長
西
山
ド
ク
ト
ル
」
こ
と
、
西
山
哲
治
で
あ
る
。
こ
の
人

は
何
者
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

先
行
研
究
に
よ
れ
ば11

、
明
治
末
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
展
開
さ
れ
た
大
正
新
教
育
運
動
の
先
駆
け
と
も
い
え
る
教
育
者
が
西
山
哲
治
で
あ
っ
た
と
い
う
。
関

連
す
る
経
歴
を
軽
く
述
べ
る
と
、
明
治
三
十
八
（
一
九
〇
五
年
）
三
月
に
東
洋
大
学
の
前
身
で
あ
る
哲
学
館
を
卒
業
後
、
渡
米
し
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
学
教
育

科
に
入
学
。
一
九
〇
九
年
に
マ
ス
タ
ー
、
一
九
一
〇
年
五
月
に
日
本
教
育
史
の
論
文
で
ド
ク
ト
ル
の
学
位
を
取
得
し
、
七
月
に
帰
国
し
た
。
ま
た
こ
の
在
米
時

か
ら
帰
国
直
後
に
か
け
て
教
育
に
関
す
る
著
書
を
精
力
的
に
出
版
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
り
自
身
の
教
育
観
念
を
積
極
的
に
発
信
し
た
後
、
一
九
一
二
年
に
私

立
帝
国
小
学
校
・
幼
稚
園
を
開
校
、
一
九
一
三
年
に
人
形
病
院
を
設
立
、
そ
し
て
一
九
一
八
年
か
ら
人
形
供
養
を
行
っ
た
と
い
う
次
第
で
あ
る12

。

　

こ
う
し
た
近
代
以
降
の
人
形
供
養
が
『
嬉
遊
笑
覧
』
に
載
る
習
俗
と
最
も
異
な
る
の
は
、『
嬉
遊
笑
覧
』
で
は
雛
流
し
と
い
う
人
形
で
厄
払
い
を
す
る
行
事

の
延
長
と
し
て
人
形
を
〝
流
す
〟
の
に
対
し
、
こ
ち
ら
は
人
形
を
人
間
と
同
様
の
形
で
葬
送
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
以
後
の
様
々
な
人
形
供
養
行
事
で
も

共
通
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
近
世
以
前
で
は
あ
く
ま
で
人
形
は
ヒ
ト
ガ
タ
と
同
様
の
扱
い
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
近
代
以
降
の
人
形
供
養
で
は
人
形
は
ほ
と

ん
ど
人
間
と
並
ぶ
扱
い
を
受
け
て
い
る
。
こ
こ
に
人
々
の
人
形
観
の
変
化
が
読
み
取
れ
よ
う
。

　

し
か
し
こ
う
し
た
近
現
代
の
人
形
供
養
が
『
嬉
遊
笑
覧
』
に
載
る
近
世
以
前
の
習
俗
と
連
続
性
が
な
い
の
な
ら
、
西
山
は
ど
こ
か
ら
〝
人
形
を
人
間
の
よ
う

に
供
養
す
る
〟
と
い
う
着
想
を
得
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

西
山
は
前
述
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
、
そ
こ
で
学
ん
だ
ア
メ
リ
カ
の
教
育
学
の
知
識
や
考
え
方
を
取
り
入
れ
て
児
童
中
心
主
義
を
唱
え
教
育
改
革
の

必
要
性
を
訴
え
た13

。
人
形
病
院
・
人
形
供
養
は
そ
う
い
っ
た
教
育
改
造
論
の
一
部
と
し
て
の
実
践
で
あ
っ
た
と
い
う
前
提
は
述
べ
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
し
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て
西
山
は
人
形
に
つ
い
て
も
多
く
の
著
作
を
残
し
て
い
る
。
中
で
も
第
一
回
人
形
供
養
と
同
年
に
出
さ
れ
た
『
子
供
の
憧
る
ゝ
人
形
の
国
』（
一
九
一
八14

）
は

ま
る
ま
る
一
冊
に
わ
た
っ
て
人
形
と
教
育
に
関
す
る
自
身
の
考
え
や
人
形
病
院
・
人
形
供
養
行
事
の
実
践
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
特
に
「
第
一　

人
形
と
兒

童
心
理
」
の
「
六　

人
形
病
院
及
人
形
供
養
の
必
要
」（
三
十
七
頁
）
で
は
「
斯
く
の
如
く
少
女
は
人
形
を
全
く
生
命
あ
る
も
の
と
し
て
取
扱
つ
て
居
る
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
怪
我
を
す
れ
ば
人
形
病
院
に
入
院
さ
せ
て
直
し
て
や
る
と
い
ふ
同
情
心
親
切
心
が
動
か
な
く
て
は
な
ら
ぬ
、
教
育
上
人
形
病
院
設
立
の
必

要
が
起
つ
て
来
る
で
は
な
い
か
‼
又
到
底
手
術
し
得
な
い
人
形
は
死
ん
だ
も
の
と
し
て
懇
に
葬
つ
て
や
る
と
い
ふ
こ
と
も
教
育
上
必
要
に
な
つ
て
来
る
で
は
な

い
か
。」
と
、人
形
病
院
・
人
形
供
養
行
事
が
〝
教
育
上
必
要
〟
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
「
第
六　

ス
タ
ン
レ
ー
ホ
ー
ル
博
士
の
人
形
硏
究
」

で
は
、「
こ
れ
ま
で
誰
も
此
人
形
に
つ
い
て
真
面
目
に
研
究
し
よ
う
と
企
て
な
か
つ
た
の
は
寧
ろ
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
」
と
し
、「
ス
タ
ン
レ
ー
ホ
ー
ル
博
士
」

が
行
っ
た
人
形
の
性
格
・
睡
眠
・
病
気
・
死
亡
・
葬
式
と
い
っ
た
項
目
に
つ
い
て
の
大
規
模
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
紹
介
し
た
後
、
そ
の
他
い
く
つ
か
の
諸
国
に

お
け
る
人
形
研
究
を
紹
介
す
る
。
ス
タ
ン
レ
ー
・
ホ
ー
ル
（
一
八
四
四
―
一
九
二
四
）
は
当
時
、
心
理
学
の
草
創
期
に
活
躍
し
、
教
育
心
理
学
・
児
童
心
理
学
・

青
年
心
理
学
な
ど
の
研
究
分
野
を
開
拓
し
た
ア
メ
リ
カ
の
心
理
学
者
で
あ
る
。
彼
の
人
形
研
究
は
当
時
、
複
数
の
日
本
人
研
究
者
が
児
童
研
究
の
文
脈
で
紹
介

し
て
お
り
、
西
山
の
論
考
も
そ
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う15

。
西
山
は
ス
タ
ン
レ
ー
・
ホ
ー
ル
の
人
形
研
究
に
多
大
な
影
響
を
受
け
、
こ
の
調
査
結
果

や
自
身
で
も
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
り
国
を
問
わ
ず
人
形
が
大
切
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
人
形
を
治
療
し
た
り
葬
儀
を
行
っ
て
や
る
こ
と
で

子
供
の
教
育
に
良
い
影
響
を
も
た
ら
す
こ
と
を
期
待
し
て
実
践
し
た
結
果
が
人
形
病
院
・
人
形
供
養
行
事
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三
―
二
、
関
東
大
震
災
後
の
〝
雛
供
養
〟

　

戦
前
の
人
形
供
養
と
し
て
、
も
う
一
つ
挙
げ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。『
新
編
日
本
人
形
史
』
を
著
し
た
吉
徳
の
山
田
徳
兵
衛
は
『
人
形
百
話
』
と
い
う
著
書

に
て
、
帝
国
小
学
校
の
人
形
供
養
を
紹
介
し
た
後
に
こ
う
語
る
。

　
　

�　

別
な
話
だ
が
、
大
正
大
震
災
の
翌
春
、
震
災
で
亡
く
な
っ
た
多
く
の
人
形
の
霊
を
慰
め
よ
う
と
、
雛
供
養
と
い
う
催
し
が
あ
っ
た
。
西
鶴
研
究
で
有
名

な
、
そ
し
て
人
形
愛
好
家
で
あ
っ
た
淡
島
寒
月
翁
を
中
心
に
、
趣
味
家
や
製
作
者
な
ど
約
五
十
名
が
、
こ
れ
も
人
形
の
著
書
の
あ
る
図
案
家
杉
山
寿
栄
男
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氏
の
牛
込
の
邸
内
に
集
ま
っ
て
行
わ
れ
た
の
だ
が
、
郷
土
玩
具
研
究
家
だ
っ
た
故
有
坂
与
太
郎
氏
も
ま
だ
一
青
年
で
、
空
也
の
衆
に
加
わ
っ
て
踊
り
念
仏

を
し
て
ま
わ
ら
れ
た16

。

　

ま
た
こ
の
会
で
は
「
必
ず
『
変
わ
り
雛
』
一
点
を
考
案
し
て
持
参
す
べ
し
と
の
条
件
で
あ
っ
た
」
と
い
う
。
な
か
な
か
に
イ
ベ
ン
ト
性
が
高
い
。
大
正
大
震

災
と
い
う
の
は
言
わ
ず
も
が
な
、
一
九
二
三
年
九
月
一
日
に
起
こ
っ
た
関
東
大
震
災
の
こ
と
だ
ろ
う
。
当
時
の
新
聞
を
確
認
す
る
と
、
実
際
に
『
読
売
新
聞
』

一
九
二
四
年
二
月
二
十
七
日
付
朝
刊
に
て
雛
供
養
の
記
事
が
あ
っ
た
。「
今
年
は
焼
け
て
雛
祭
を
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
多
く
の
子
供
に
気
の
毒
」
な
た
め
雛

供
養
を
行
う
と
あ
る
。
ま
た
「
雛
祭
の
活
動
写
真
」
を
写
し
て
み
せ
る
と
い
う
。

　

し
か
し
も
う
少
し
調
べ
て
み
る
と
、
こ
の
前
年
の
三
月
三
日
節
句
の
日
（
無
論
、
関
東
大
震
災
よ
り
前
）
に
も
既
に
同
系
統
と
み
ら
れ
る
〝
雛
供
養
〟
が
催

さ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
、
い
く
つ
か
の
当
時
の
新
聞
か
ら
わ
か
る
。
雛
人
形
の
収
集
家
で
あ
る
前
述
の
杉
山
寿
栄
男
が
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
う
ち
長
い
年

月
で
手
足
を
失
っ
た
人
形
の
為
に
邸
内
に
古
代
雛
を
か
た
ど
っ
た
供
養
塔
を
作
り
、
三
月
三
日
に
除
幕
式
と
供
養
を
行
っ
た
の
だ
と
い
う
。
来
賓
に
は
淡
島
寒

月
の
名
も
見
え
る17

。

　

も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
は
、
雛
供
養
開
催
に
あ
た
っ
て
「
大
供
会
の
人
達
」
に
相
談
し
た
と
あ
る18

こ
と
だ
。
大
供
会
と
は
、
古
物
収
集
の
会
「
集
古
会
」
を

母
体
と
し
て
一
九
〇
九
年
に
結
成
さ
れ
た
人
形
玩
具
愛
好
者
に
よ
る
会
で
あ
る
。
結
成
当
初
は
あ
く
ま
で
私
的
に
集
ま
っ
て
人
形
玩
具
に
つ
い
て
の
情
報
交
換

な
ど
の
活
動
を
す
る
会
で
あ
っ
た
が
、人
形
展
を
行
う
な
ど
次
第
に
外
部
に
向
か
っ
て
発
信
を
行
う
よ
う
に
な
り
、特
に
三
越
呉
服
店
と
の
関
わ
り
が
強
く
な
っ

て
い
く19

。
一
九
二
五
年
二
月
十
九
日
（
前
述
の
雛
供
養
の
翌
年
で
あ
る
）
に
大
供
会
主
催
で
三
越
に
て
行
わ
れ
た
人
形
展
で
は
、
一
緒
に
人
形
供
養
を
行
っ
た

と
い
う
記
録
が
あ
る20

。「
大
震
災
で
焼
け
た
人
形
の
供
養
を
厳
か
に
営
ん
だ21

」
と
も
書
か
れ
る
こ
と
を
見
る
と
、
前
年
の
雛
供
養
と
地
続
き
に
あ
っ
た
も
の
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

時
系
列
が
前
後
し
て
し
ま
っ
た
の
で
整
理
す
る
。
一
九
二
三
年
三
月
三
日
、
杉
山
寿
栄
男
が
大
供
会
の
人
々
に
相
談
の
上
邸
内
に
供
養
塔
を
作
り
、
除
幕
式

と
雛
供
養
を
行
う
。
同
年
九
月
一
日
に
関
東
大
震
災
発
生
。
翌
一
九
二
四
年
に
焼
け
た
人
形
や
雛
祭
り
を
行
な
え
な
い
子
供
達
の
た
め
の
雛
供
養
を
杉
山
寿
栄

男
邸
で
実
施
。
供
養
塔
を
建
て
て
い
た
か
ら
こ
こ
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
翌
一
九
二
五
年
二
月
十
九
日
、
前
々
か
ら
恒
例
で
あ
っ
た
三
越
で
の
大
供
会
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主
催
人
形
展
と
セ
ッ
ト
で
人
形
供
養
を
行
っ
た
。
戦
前
の
人
形
供
養
に
大
供
会
が
一
枚
嚙
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
頃
に
既
に
商
業
的
な
面
が
見

え
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
重
要
な
事
実
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。〝
雛
供
養
〟
と
い
う
名
称
が
後
世
採
用
さ
れ
ず
に
こ
の
時
限
り
の
も
の
と
な
っ
た
要
因
は
、

や
は
り
一
般
的
な
人
形
供
養
で
供
養
さ
れ
る
の
は
雛
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

四
．“
新
し
い
行
事
〟
と
し
て
の
人
形
供
養

四
―
一
、
人
形
供
養
へ
の
批
判

　

こ
こ
ま
で
見
て
来
た
よ
う
に
、
人
形
供
養
は
新
し
い
行
事
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
新
し
い
取
り
組
み
に
は
批
判
が
つ
き
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
一
九
五
〇

年
前
後
に
お
い
て
は
伝
統
的
で
な
い
新
し
い
行
事
と
し
て
の
人
形
供
養
に
対
す
る
批
判
が
み
ら
れ
る
。
一
九
四
九
年
、
日
本
玩
具
協
会
の
機
関
誌
『
玩
具
界
』

に
て
若
松
屋
本
店
東
京
店
社
長
と
紹
介
さ
れ
る
齋
藤
甲
子
郞
に
よ
る
記
事
で
は
、
現
在
人
形
供
養
の
催
し
や
人
形
塚
の
建
設
な
ど
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
紹
介
し
た
上
で
、「
こ
れ
ら
も
私
に
言
わ
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
精
神
が
な
い
」
と
切
り
捨
て
る
。
そ
し
て
人
形
塚
を
「
主
体
の
は
つ
き
り
し
な
い
一
時
的

の
主
神
」
と
称
し
、「
空
虚
な
場
当
り
的
な
、
な
ん
だ
か
空
々
し
い
」「
次
代
に
ま
で
引
継
い
で
ゆ
く
こ
と
の
で
き
ぬ
よ
う
な
企
て
」
と
、
さ
ん
ざ
ん
に
こ
き
下

ろ
す22

。

　

ま
た
『
朝
日
新
聞
』
一
九
五
四
年
一
月
二
十
九
日
付
朝
刊
の
声
欄
に
も
「
心
さ
び
し
い
人
形
供
養
」
と
い
う
、人
形
供
養
を
批
判
す
る
記
事
が
載
っ
て
い
る
。

　
　

�　

◇
最
近
の
本
紙
で
〝
心
や
さ
し
い
人
形
供
養
〟
と
見
出
し
の
つ
い
た
写
真
を
み
て
、
心
暖
ま
る
も
の
を
感
じ
た
が
、
そ
の
背
景
に
写
っ
て
い
る
人
形
が
、

土
に
埋
め
ら
れ
る
の
か
と
思
う
と
、
供
養
と
い
う
本
来
の
意
味
を
離
れ
て
、
こ
の
行
事
の
た
め
に
そ
れ
ほ
ど
傷
ん
で
い
な
い
も
の
ま
で
、
葬
っ
て
し
ま
う

の
で
は
な
い
か
と
不
快
に
な
っ
た
。
…
…
本
当
に
廃
物
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
を
供
養
し
て
や
ろ
う
、
と
す
る
や
さ
し
い
心
や
行
事
を
否
定
す
る
つ
も

り
は
な
い
が
、
七
五
三
や
三
月
、
五
月
の
お
ひ
な
さ
ま
、
節
句
な
ど
と
同
様
、
本
来
の
そ
ぼ
く
な
意
味
を
逸
脱
し
た
「
行
事
の
た
め
の
行
事
」
に
臨
し
た

感
を
否
む
こ
と
が
で
き
ず
、
改
め
て
見
直
す
と
「
心
や
さ
し
」
の
見
出
し
も
何
か
そ
ら
ぞ
ら
し
く
感
ぜ
ら
れ
た
。
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こ
ち
ら
も
「
本
来
の
意
味
」「
本
来
の
そ
ぼ
く
な
意
味
を
逸
脱
」「
行
事
の
た
め
の
行
事
」
な
ど
、
ど
う
も
ぽ
っ
と
出
の
新
し
い
行
事
に
対
す
る
批
判
と
い
っ

た
口
ぶ
り
に
思
え
て
き
て
な
ら
な
い
。
少
な
く
と
も
人
形
供
養
を
伝
統
行
事
だ
と
思
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
本
来
と
は
違
う
行
事
の
た
め
の
行
事
な
ど
と
い
う
言

い
方
は
し
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
は
、
当
時
人
形
供
養
と
い
う
行
事
が
新
し
い
行
事
と
し
て
認
識
さ
れ
、
ま
た
伝
統
的
で
は
な
い
新

し
い
行
事
で
あ
る
が
故
の
拒
否
感
を
示
す
層
が
確
か
に
存
在
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

四
―
二
、
人
形
供
養
は
土
葬
だ
っ
た
？

　

と
こ
ろ
で
、
今
紹
介
し
た
記
事
は
現
代
人
か
ら
見
て
一
つ
お
か
し
な
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ
う
、
記
事
の
筆
者
は
供
養
に
出
さ
れ
た
人
形
を
見

て
「
土
に
埋
め
ら
れ
る
」
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
燃
や
す
と
は
考
え
な
か
っ
た
。

　

こ
の
疑
問
の
答
え
は
当
時
の
人
形
供
養
の
様
子
を
詳
細
に
書
い
た
記
事
を
見
て
み
れ
ば
わ
か
る
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
実
際
に
初
期
の
人
形
供
養
は
土
葬
で

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
前
述
の
巣
鴨
帝
国
小
学
校
人
形
病
院
で
の
事
例
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
読
経
や
校
長
に
よ
る
弔
問
朗
読
な
ど
の

の
ち
『
読
売
新
聞
』
一
九
一
九
年
六
月
十
二
日
付
朝
刊
で
は
「
人
形
埋
葬
」、
同
一
九
二
〇
年
六
月
六
日
付
朝
刊
で
は
「
亡
き
人
形
の
埋
葬
」
と
あ
る
。
埋
葬

と
い
う
の
は
遺
骨
に
も
用
い
る
も
の
で
あ
る
の
で
断
言
は
で
き
な
い
が
、
と
り
あ
え
ず
燃
や
す
と
か
火
葬
と
い
っ
た
文
言
は
確
認
で
き
な
い
。
こ
れ
だ
け
な
ら

書
か
れ
て
い
な
い
だ
け
で
は
な
い
か
と
も
思
え
る
の
だ
が
、
同
一
九
二
五
年
六
月
十
日
付
朝
刊
に
は
「
住
職
の
読
経
に
次
で
十
数
本
の
和
洋
人
形
を
埋
め
女
生

徒
が
土
を
か
け
、
生
花
を
供
え
」
と
人
形
を
燃
や
す
隙
が
見
ら
れ
ず
、
ど
う
見
て
も
土
葬
で
あ
る
。
ま
た
同
一
九
二
六
年
六
月
三
日
付
朝
刊
で
は
「
毎
年
数
十

本
の
人
形
を
校
庭
の
人
形
塚
に
埋
め
供
養
す
る
」
と
あ
る
。

　

そ
れ
が
火
葬
へ
と
入
れ
替
わ
っ
て
い
く
の
は
一
九
五
〇
年
代
く
ら
い
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
象
徴
的
な
の
は
「
読
売
新
聞
」
一
九
五
三
年
十
一
月
二
十
日

付
夕
刊
の
記
事
で
あ
る
。
先
ほ
ど
の
「
心
さ
び
し
い
人
形
供
養
」
と
い
う
記
事
の
ち
ょ
う
ど
一
年
程
前
だ
が
、
見
出
し
に
「
お
経
あ
げ
て
〝
火
葬
〟　

こ
れ
は

珍
し
い
人
形
供
養
」
と
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
に
紹
介
す
る
芝
増
上
寺
の
人
形
供
養
の
最
初
期
の
記
事
な
の
だ
が
、
本
文
に
も
「
古
び
た
人
形
約
二
百
点

が
祭
壇
で
焼
か
れ
た
」
と
あ
り
、
他
に
お
か
し
な
点
は
見
当
た
ら
な
い
。
こ
の
時
点
で
は
火
葬
で
の
人
形
供
養
は
珍
し
か
っ
た
の
だ
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

ま
た
ほ
ぼ
同
じ
こ
ろ
に
始
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
覚
王
山
日
泰
寺
、
上
野
寛
永
寺
清
水
観
音
堂
で
の
人
形
供
養
も
ま
た
、
初
期
段
階
に
て
既
に
火
葬
に
て
供
養
を
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行
っ
て
い
る23

。

　

で
は
な
ぜ
火
葬
に
な
っ
た
か
。
ま
ず
単
純
に
か
さ
ば
る
か
ら
と
い
う
理
由
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
に
挙
げ
た
火
葬
で
の
人
形
供
養
の
共
通
点
を
見
て

み
る
と
、
寺
社
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
つ
ま
り
戦
後
一
九
五
〇
年
代
か
ら
寺
社
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
に
、
お
守
り
な
ど
を
供
養
す
る
の
と

同
様
に
お
焚
き
上
げ
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
加
え
て
人
形
が
く
べ
ら
れ
、
ぼ
う
ぼ
う
と
勢
い
よ
く
燃
え
上
が
る
様
は
イ
ン
パ
ク

ト
が
強
く
見
栄
え
も
す
る
た
め
、
行
事
の
目
玉
に
も
し
や
す
い
。
参
拝
客
は
そ
れ
を
見
て
人
形
に
思
い
を
は
せ
る
な
ど
す
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
人
形
供
養
を

特
集
し
た
新
聞
記
事
で
は
特
に
写
真
に
撮
ら
れ
た
り
、
言
及
も
さ
れ
や
す
い
場
面
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
人
形
供
養
で
火
葬
を
行
う
こ
と
は
多
数
の
メ
リ
ッ
ト

が
あ
っ
た
と
言
え
る24

。

五
．
戦
後
の
人
形
供
養—

一
九
五
〇
年
代
以
降
、
寺
社
へ
の
展
開

五
―
一
、
芝
増
上
寺

　

芝
増
上
寺
と
は
東
京
都
港
区
芝
公
園
に
あ
る
浄
土
宗
七
大
本
山
の
一
つ
で
あ
る
。
今
現
在
は
人
形
供
養
を
行
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
一
九
五
〇
―
六
〇
年

代
に
か
け
て
盛
大
な
人
形
供
養
を
行
っ
て
い
た
様
子
が
確
認
で
き
る
。
最
も
早
く
確
認
で
き
る
記
事
は
先
ほ
ど
火
葬
の
話
題
で
も
取
り
上
げ
た
、『
読
売
新
聞
』

一
九
五
三
年
十
一
月
二
十
日
付
夕
刊
、
お
よ
び
『
毎
日
新
聞
』
同
日
夕
刊
の
記
事
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
港
区
芝
新
橋
小
沢
人
形
学
院
の
主
催
で
同
日

午
前
十
時
か
ら
行
わ
れ
た
と
い
う
。
実
際
の
様
子
と
し
て
は
『
毎
日
新
聞
』
の
記
事
に
は
以
下
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　
　

�　

椎
尾
弁
匡
大
僧
正
初
め
六
十
人
も
の
お
坊
さ
ん
が
あ
げ
る
読
経
の
う
ち
に
、
青
い
眼
の
西
洋
人
形
や
美
し
い
日
本
人
形
が
次
々
と
焼
か
れ
、
小
沢
校
長

は
今
ま
で
一
緒
に
暮
し
た
お
人
形
の
功
績
を
た
た
え
、
は
な
む
け
の
言
葉
を
お
く
っ
た
。

　

な
か
な
か
大
規
模
な
行
事
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
こ
こ
で
「
十
数
人
の
ア
メ
リ
カ
婦
人
も
ま
じ
っ
て
」
行
わ
れ
た
と
あ
る
が
、
こ
の
後
何
年
か
後
に
は
す
ぐ
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に
各
国
大
使
夫
人
が
参
加
し
た
と
い
う
記
述
が
何
回
に
も
わ
た
っ
て
見
ら
れ
る
。
一
九
六
三
年
に
「
今
年
か
ら
初
め
て
一
般
に
よ
び
か
け
て
行
な
わ
れ
た
も
の

で
す25

」
と
あ
る
こ
と
か
ら
み
る
と
、
こ
の
時
点
で
は
公
的
な
行
事
と
い
う
面
が
強
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
読
売
新
聞
』
の
記
事
で
は
「
徳
川
時
代
に
は
人
形
供
養
が
あ
っ
た
と
い
う
文
献
が
あ
る
が
そ
の
後
に
は
絶
え
て
な
し
、
本
日
こ
ヽ
に
わ
た
し
た
ち
こ
れ
を

毎
年
復
活
す
る
」
と
い
う
主
催
の
発
言
が
記
さ
れ
て
お
り
、『
毎
日
新
聞
』
の
記
事
の
タ
イ
ト
ル
は
「〝
人
形
供
養
〟
復
活
」
で
あ
る
。
人
形
供
養
が
江
戸
時
代

に
既
に
あ
っ
た
の
か
と
思
っ
て
し
ま
う
が
、
こ
れ
は
次
に
紹
介
す
る
上
野
清
水
観
音
堂
や
淡
島
神
社
と
同
じ
く
、
お
礼
参
り
と
し
て
人
形
を
奉
納
す
る
行
事
や

雛
流
し
な
ど
の
行
事
を
人
形
供
養
と
同
一
視
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
厳
密
に
は
人
形
〝
で
〟
厄
払
い
や
祈
願
を
す
る
も
の
で
あ

り26

、
人
形
〝
を
〟
供
養
す
る
も
の
と
は
性
質
が
異
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
世
間
的
に
は
同
一
視
さ
れ
や
す
い
。
寺
社
側
も
こ
れ
ら
を
同
一
視
す
る
こ
と
で
、
新

し
い
行
事
で
は
な
く
昔
か
ら
続
い
て
い
る
伝
統
的
な
行
事
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
寺
社
仏
閣
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
戦
略
の
一
環
で
あ
る
。
そ
の

た
め
に
こ
の
芝
増
上
寺
の
人
形
供
養
も
「
今
回
が
初
開
催
で
す
」
と
は
言
わ
ず
に
「
徳
川
時
代
に
行
わ
れ
て
い
た
も
の
を
復
活
し
ま
す
」
と
主
張
し
て
い
る
の

で
あ
る
と
言
え
る
。

五
―
二
、
上
野
寛
永
寺
清
水
観
音
堂

　

東
京
都
台
東
区
上
野
公
園
に
あ
る
寛
永
寺
の
お
堂
、
清
水
観
音
堂
。
京
都
の
清
水
寺
を
模
し
た
と
い
う
こ
こ
で
今
で
も
行
わ
れ
て
い
る
こ
の
人
形
供
養
も
ま

た
、
一
九
五
〇
年
代
か
ら
始
ま
っ
た
人
形
供
養
と
し
て
代
表
的
な
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
い
え
る
。
第
一
回
と
し
て
報
道
さ
れ
て
い
る
の
は
一
九
五
七
年
九

月
二
十
二
日
で
あ
る
。『
読
売
新
聞
』
一
九
五
七
年
九
月
二
十
三
日
朝
刊
に
よ
れ
ば
、「
東
京
都
玩
具
人
形
小
売
商
連
盟
の
い
わ
ば
〝
商
魂
供
養
〟
で
戦
後
復
活

第
一
回
」
と
あ
る
。
供
養
の
様
子
と
し
て
は
、
人
形
三
百
個
を
前
に
寛
永
寺
住
職
が
読
経
し
た
後
、
傍
の
空
き
地
で
人
形
を
焼
い
て
商
売
繫
盛
を
祈
っ
た
と
い

う
。
連
盟
に
加
盟
す
る
人
形
店
か
ら
施
設
の
子
供
た
ち
へ
約
三
百
の
人
形
が
贈
ら
れ
、
ま
た
こ
れ
を
も
と
に
「
人
形
塚
」
を
建
設
す
る
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
。
た
だ
し
そ
の
後
「
さ
る
（
引
用
者
注
：
昭
和
）
三
十
三
年
か
ら
始
ま
っ
た
も
の27

」、「
１
９
５
８
年
か
ら
は
、
家
庭
で
壊
れ
た
り
、
古
く
な
っ
た
人
形

も
す
る
よ
う
に
な
っ
た28

」
と
各
種
新
聞
記
事
で
紹
介
さ
れ
た
り
、
先
行
研
究
で
挙
げ
た
大
崎
（
一
九
九
五
）
も
「
昭
和
三
三
年
か
ら
同
寺
の
年
中
行
事
と
し
て

人
形
供
養
会
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
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大
崎
も
述
べ
て
い
る
通
り29

、
清
水
観
音
堂
に
は
子
育
て
観
音
（
子
授
け
観
音
と
も
）
が
祀
ら
れ
て
お
り
、
子
宝
に
恵
ま
れ
な
い
夫
婦
が
祈
願
し
、
成
就
す
る

と
今
度
は
お
礼
と
生
ま
れ
た
子
供
の
成
長
の
無
事
を
願
っ
て
人
形
を
奉
納
す
る
と
い
う
習
俗
が
戦
前
か
ら
あ
っ
た
。
大
崎
も
明
確
に
区
別
し
た
上
で
記
述
し
て

い
る
が
、
つ
ま
り
こ
れ
も
人
形
〝
に
よ
っ
て
〟
祈
願
を
行
う
習
俗
で
あ
り
、
人
形
〝
を
〟
供
養
す
る
行
事
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
う
ち
古
く
な
っ
た
人
形
を
供

養
し
て
ほ
し
い
と
人
形
を
持
っ
て
く
る
人
が
現
れ
た
た
め
非
公
開
の
行
事
と
し
て
お
焚
き
上
げ
供
養
を
行
い
、
そ
れ
を
聞
き
つ
け
た
東
京
都
玩
具
人
形
小
売
商

連
盟
が
協
賛
し
、
昭
和
三
三
年
（
一
九
五
八
）
か
ら
同
寺
の
年
中
行
事
に
な
っ
た
と
大
崎
は
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
ろ
は
、
こ
う
し
た
人
形
に
つ
い
て
何
ら
か

の
ゆ
か
り
が
あ
る
寺
社
に
て
人
形
供
養
が
次
々
と
行
わ
れ
て
い
く
流
れ
が
あ
る
。

　

注
目
さ
れ
る
の
は
『
読
売
新
聞
』
一
九
六
七
年
九
月
二
十
一
日
朝
刊
の
「
焼
か
な
い
で
〝
慰
霊
〟　

上
野　

異
例
の
人
形
供
養
」
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
見

出
し
の
通
り
、
こ
こ
で
は
人
形
を
燃
や
さ
な
か
っ
た
。「
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
観
音
堂
境
内
で
火
を
燃
や
す
こ
と
は
防
火
上
好
ま
し
く
な
い
と
消
防
署
か

ら
き
つ
い
お
達
し
」
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
先
ほ
ど
も
述
べ
た
よ
う
に
、
火
葬
が
主
流
に
な
る
の
は
一
九
五
〇
年
に
入
っ
て
か
ら
の
事
と
み
ら
れ
る
。
し

か
し
こ
の
一
九
六
七
年
の
記
事
で
は
既
に
火
葬
が
当
た
り
前
と
な
っ
て
い
て
、
却
っ
て
燃
や
さ
な
い
こ
と
が
「
異
例
」
の
こ
と
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も

の
の
十
三
年
で
全
く
意
識
が
逆
転
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
こ
れ
は
一
時
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
で
、

そ
の
後
は
ま
た
火
葬
に
て
供
養
を
行
っ
て
い
る
。

五
―
三
、
宝
鏡
寺

　

宝
鏡
寺
は
京
都
市
上
京
区
百
々
町
に
あ
る
臨
済
宗
の
尼
門
跡
寺
院
で
あ
り
、一
六
四
四
年
以
来
歴
代
皇
女
が
入
寺
し
て
き
た
。
ま
た
入
寺
す
る
皇
女
の
た
め
、

父
で
あ
る
天
皇
か
ら
折
に
触
れ
て
人
形
が
贈
ら
れ
て
く
る
こ
と
が
あ
り
、多
く
の
人
形
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
宝
鏡
寺
は
現
在
「
人
形
寺
」
を
名
乗
っ

て
お
り
、
人
形
供
養
で
も
有
名
で
あ
る30

。

　

宝
鏡
寺
の
人
形
供
養
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
で
も
挙
げ
た
田
中
論
文
に
て
、「
昭
和
三
十
四
（
一
九
五
九
）
年
よ
り
人
形
供
養
が
行
わ
れ
て
い
る
」「
人
形
塚

が
昭
和
三
十
四
年
に
建
立
さ
れ
た31

」
と
あ
る
。
著
者
で
あ
る
田
中
は
当
時
宝
鏡
寺
に
主
任
学
芸
員
と
し
て
勤
め
て
い
た
。
人
形
塚
建
立
に
つ
い
て
は
宝
鏡
寺
の

公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ32

で
も「
境
内
に
建
て
ら
れ
た
の
は
昭
和
34（
１
９
５
９
）年
の
こ
と
で
す
」と
あ
る
。
し
か
し
人
形
供
養
に
つ
い
て
は「
昭
和
32（
１
９
５
７
）
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年
の
秋
よ
り
人
形
展
が
始
ま
」
っ
た
後
、「
そ
の
後
関
係
者
に
よ
っ
て
年
１
回
、
秋
に
人
形
供
養
祭
（
及
び
関
係
物
故
者
供
養
祭
）
が
営
ま
れ
る
こ
と
と
な
り
、

人
形
塚
も
建
立
さ
れ
」
と
、
開
始
年
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
宝
鏡
寺
人
形
供
養
に
つ
い
て
当
時
の
記
事
を
探
し
て
み
る
と
、『
東
京
玩
具
商
報
』
一
九
五
七
年
十
二
月
号
の
記
事
に
、
十
一
月
七
日
の
京
人
形
商

工
業
協
同
組
合
臨
時
総
会
に
て
議
題
の
一
つ
と
し
て
「
又
二
月
一
日
に
宝
鏡
寺
で
も
、
人
形
供
養
を
行
う
こ
と
を
協
議
決
定
し
た
」
と
あ
る
。
ま
た
十
一
日
一

日
か
ら
三
十
日
ま
で
都
市
教
育
委
員
会
・
京
人
形
商
工
業
協
同
組
合
・
有
識
文
化
協
会
等
の
後
援
に
よ
る
人
形
の
特
別
展
覧
・
一
般
公
開
、
十
一
月
一
日
に
仮

供
養
塔
建
設
・
人
形
供
養
の
実
施
、
人
形
の
寺
と
し
て
指
定
（
京
人
形
商
工
業
協
同
組
合
と
の
申
し
合
わ
せ
に
よ
る
）
し
た
、
と
い
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い

る33

。

　

ま
た
当
時
の
証
言
と
し
て
も
、
一
九
五
八
年
五
月
に
京
都
府
出
身
の
作
家
真
下
五
一
に
よ
る
「
人
形
の
寺
」
と
い
う
随
筆
が
あ
る
。

　
　

�　

…
…
こ
れ
に
対
抗
し
た
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
市
内
の
近
い
と
こ
ろ
に
人
形
の
寺
と
い
う
の
が
あ
る
。
…
…
ど
う
も
限
ら
れ
た
人
だ
け
し
か
知
ら
な

い
の
は
惜
し
い
と
い
う
の
で
昨
秋
か
ら
、
時
を
経
て
一
般
に
も
公
開
す
る
よ
う
に
な
つ
た
。

　
　

�　

だ
が
そ
れ
だ
け
で
も
、
不
意
に
訪
ね
た
人
に
は
目
に
ふ
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
一
つ
、
ガ
ラ
ス
箱
を
造
つ
て
、
そ
の
内
の
い
く
ら
か
で
も
常
時
展

観
出
来
る
よ
う
に
し
て
は
と
、
昨
秋
初
め
て
の
人
形
供
養
を
営
ん
だ
際
希
望
し
て
お
い
た
と
こ
ろ
、
本
当
に
こ
の
春
か
ら
、
立
派
な
ケ
ー
ス
を
つ
く
つ
て
、

常
置
す
る
よ
う
に
な
つ
た
。
こ
れ
で
旅
の
人
も
大
い
に
あ
ず
か
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う34

。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
人
形
の
一
般
公
開
が
始
ま
っ
た
の
は
「
昨
秋
」
＝
一
九
五
七
年
の
秋
で
あ
り
、
記
述
が
一
致
す
る
。
ま
た
さ
り
げ
な
く
「
昨
秋
初
め
て
の
人

形
供
養
を
営
ん
だ
」
と
も
あ
る
。
た
だ
ど
ち
ら
に
せ
よ
人
形
供
養
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
、
詳
細
が
分
か
ら
な
い
の
が
残
念
な
と
こ
ろ
だ
。
も
し
か
す

る
と
当
時
目
玉
は
あ
く
ま
で
人
形
展
で
あ
り
、
人
形
供
養
は
そ
こ
ま
で
関
心
の
寄
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

一
九
五
八
年
三
月
号
の
『
東
京
玩
具
商
報
』
に
は
二
月
九
日
に
京
人
形
商
工
業
協
同
組
合
等
の
後
援
に
よ
り
「
雛
ま
つ
り
と
人
形
供
養
の
法
要
」
を
行
い
、

二
月
十
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
納
め
ら
れ
た
人
形
類
の
特
別
展
覧
の
実
施
し
た
旨
が
記
さ
れ
る35

。
同
十
二
月
号
の
記
事
に
は
人
形
塚
建
設
に
つ
い
て
来
年
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秋
開
眼
式
を
行
う
予
定
が
示
さ
れ
て
い
る36

。
同
一
九
五
九
年
十
月
号
の
記
事
に
て
、
十
月
十
日
ま
で
に
竣
工
の
上
開
眼
式
を
行
う
予
定
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
。
記
事
に
載
る
供
養
式
次
第
に
は
「
人
形
（
供
養
）
法
典
」
と
「
人
形
（
供
養
）
脱
魂
の
儀
」
が
含
ま
れ
て
い
る37

。

　

そ
の
後
、
一
九
六
六
年
に
〝
人
形
の
日38

〟（
十
月
十
五
日
）
行
事
の
一
環
と
し
て
十
月
十
四
日
に
日
取
り
を
変
更39

。
現
在
も
こ
の
日
取
り
で
続
い
て
い
る
よ

う
だ
。
田
中
の
一
九
五
九
年
開
始
と
い
う
記
述
に
つ
い
て
は
推
測
で
あ
る
が
、
一
九
五
七
・
五
八
年
時
点
で
の
人
形
供
養
は
あ
く
ま
で
目
玉
で
あ
る
人
形
展
の

派
生
的
・
補
助
的
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
人
形
塚
と
い
う
今
も
残
る
も
の
が
建
立
さ
れ
た
一
九
五
九
年
を
開
始
年
と
し
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

五
―
四
、
淡
島
神
社
の
雛
流
し

　

和
歌
山
の
加
太
淡
島
神
社
も
現
在
人
形
供
養
の
神
社
と
し
て
か
な
り
有
名
で
あ
る
。
淡
島
神
は
住
吉
明
神
の
妃
で
あ
っ
た
が
婦
人
病
の
た
め
に
疎
ま
れ
淡
島

へ
と
流
さ
れ
た
と
さ
れ
る
説
が
近
世
に
流
布
し
、婦
人
病
や
安
産
祈
願
に
ご
利
益
が
あ
る
と
さ
れ
た40

。
ま
た
『
紀
伊
続
風
土
記
』（
天
保
十
／
一
八
三
九
年
完
成
）

で
は
雛
の
奉
納
が
な
さ
れ
て
い
る
様
子
や
、
諸
国
の
雛
祭
り
の
起
源
を
主
張
し
て
い
る41

。
そ
し
て
淡
島
神
社
で
現
在
三
月
三
日
に
行
わ
れ
て
い
る
「
雛
流
し
」

と
は
『
源
氏
物
語
』
に
見
え
る
よ
う
な
紙
雛
を
流
す
も
の
で
は
な
く
、
豪
華
な
お
雛
様
な
ど
の
供
養
人
形
を
船
に
乗
せ
て
流
す
と
い
う
一
風
変
わ
っ
た
も
の
で

あ
る
。
こ
の
地
の
雛
流
し
の
変
遷
も
辿
っ
て
み
よ
う
。
ま
ず
か
つ
て
淡
島
神
社
に
関
連
す
る
雛
流
し
と
し
て
、「
粉こ

か
わ河

の
流
し
雛
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。

　
　

�

粉
河
の
流
し
雛　

流
し
雛
に
上
古
禊
祓
の
遺
風
を
伝
え
る
も
の
で
、
そ
の
形
態
の
雛
に
進
化
し
て
尚
形
代
の
如
く
川
に
流
す
慣
行
の
み
を
失
は
ず
、
形
彩

も
極
め
て
単
純
で
殆
ん
ど
形
代
に
近
い
も
の
で
あ
り
、
各
地
に
残
存
す
る
も
の
ゝ
内
鳥
取
は
独
り
玩
具
の
成
果
を
見
せ
て
ゐ
る
が
、
粉
河
、
広
島
、
徳
島

な
ど
悉
く
簡
素
を
極
め
て
ゐ
る
。
色
紙
で
男
女
の
雨
体
を
作
り
、
小
豆
台
の
首
を
添
え
た
も
の
で
、
俚
俗
に
紀
ノ
川
に
流
せ
ば
や
が
て
加
太
の
淡
島
に
流

れ
着
く
も
の
と
称
せ
ら
れ
て
ゐ
る42

。

　

粉
河
と
は
当
時
の
和
歌
山
県
那
賀
郡
粉
河
町
（
現
紀
の
川
市
）、
紀
ノ
川
上
流
流
域
の
町
で
あ
る
。
そ
の
紀
ノ
川
か
ら
雛
を
流
す
と
淡
島
に
た
ど
り
着
く
と
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い
う
伝
承
で
あ
り
、
ま
た
現
在
と
違
い
素
朴
な
手
作
り
の
雛
で
あ
っ
た
こ
と
も
分
か
る
。
も
う
一
つ
現
在
の
淡
島
神
社
の
雛
流
し
と
異
な
る
の
は
淡
島
神
社
か

ら
流
す
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
は
淡
島
神
社
自
体
に
は
特
に
そ
れ
ら
し
い
習
俗
が
な
か
っ
た
の
か
と
言
え
ば
、
淡
島
神
社
か
ら
お
守
り
と
し

て
授
与
さ
れ
る
紙
雛
が
あ
り
、
淡
島
雛
と
か
小
米
雛
と
言
っ
て
い
た43

。
そ
の
後
戦
後
す
ぐ
ま
で
は
、
主
に
こ
の
二
つ
の
伝
承
が
聞
か
れ
る
。
京
都
府
京
都
市
出

身
の
俳
人
山
口
誓
子
の
俳
句
全
集
に
は
一
九
三
二
年
に
淡
島
神
社
を
訪
れ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
、「
同
行
の
Ｆ
氏
」
か
ら
「
古
雛
を
海
に
流
す
と
き
つ
と

淡
島
神
社
の
渚
に
漂
着
す
る
」
と
い
う
伝
説
を
聞
い
た
と
い
う44

。
ま
た
こ
の
後
古
雛
が
社
に
奉
納
さ
れ
て
い
る
様
子
を
見
て
句
を
詠
ん
で
い
る
が
、
当
時
こ
れ

以
外
に
手
作
り
の
雛
で
な
く
「
古
雛
」
を
流
す
と
い
う
こ
と
は
確
認
で
き
ず
、
旅
人
の
伝
聞
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
少
し
疑
わ
し
い
。

　

今
の
よ
う
な
「
淡
島
神
社
の
雛
流
し
」
が
い
つ
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
は
、
今
野
円
輔
の
報
告
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。

　

…
…
淡
島
神
社
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
焼
雛
行
事
を
や
め
て
、
昭
和
三
十
八
年
の
三
月
三
日
か
ら
、
明
治
末
期
ま
で
続
い
て
い
た
〝
雛
流
し
〟
の
古
風
を
復
活

し
た
。

　

こ
わ
れ
た
り
、古
く
な
っ
た
り
し
た
人
形
約
千
体
を
祭
壇
に
ま
つ
っ
た
後
、長
さ
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
小
舟
に
積
ん
で
、巫
女
た
ち
が
投
げ
る
千
羽
鶴
の
中
を
、

神
官
の
手
で
、
春
霞
の
た
な
び
く
加
太
の
海
に
流
す
の
が
昔
な
が
ら
だ
っ
た
と
新
聞
は
報
じ
て
い
た
が45

…
…

　

昭
和
三
十
八
年
＝
一
九
六
三
年
か
ら
、
し
か
も
既
に
「
こ
わ
れ
た
り
、
古
く
な
っ
た
り
し
た
人
形
」
を
流
す
人
形
供
養
形
式
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か

る
。
随
分
突
然
の
大
き
な
変
化
に
思
え
る
が
雛
を
奉
納
す
る
と
い
う
こ
と
は
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
。
そ
れ
が
時
代
に
乗
じ
て
人
形
供
養
形
式
へ
と
変
わ
っ
た
の

だ
と
考
え
ら
れ
る
。
人
形
供
養
ま
た
筆
者
が
二
〇
一
九
年
十
一
月
に
宮
司
の
方
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
際
に
は
、
こ
の
変
化
に
つ
い
て
加
太

の
観
光
行
事
と
し
て
推
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
と
し
て
い
た
。
そ
の
後
、「
淡
島
神
社
の
雛
流
し
」
は
同
社
の
年
中
行
事
と
し
て
定
着
し
て
い
く46

。

五
―
五
、
人
形
供
養
の
〝
伝
統
行
事
〟
化

　

こ
の
よ
う
な
人
形
供
養
の
寺
社
へ
の
展
開
は
、
人
形
供
養
行
事
の
〝
伝
統
行
事
〟
化
と
い
う
影
響
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
無
論
、
実
際
に
は
新
し
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い
行
事
で
あ
る
の
は
こ
れ
ま
で
見
て
来
た
通
り
だ
。
し
か
し
寺
社
が
人
形
供
養
を
始
め
る
中
で
、「
新
し
い
行
事
を
始
め
ま
す
」
と
は
ま
ず
言
わ
ず
、
人
形
奉

納
や
雛
流
し
な
ど
、
人
形
に
つ
い
て
何
ら
か
の
ゆ
か
り
が
あ
る
こ
と
を
示
し
、
人
形
供
養
は
歴
史
の
あ
る
も
の
な
の
だ
と
宣
伝
し
た
。
寺
社
と
し
て
の
イ
メ
ー

ジ
戦
略
で
あ
る
。
戦
前
と
異
な
り
全
国
各
地
で
人
形
供
養
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
よ
り
多
く
広
い
層
の
人
々
が
人
形
供
養
と
い
う
も
の
を
知
っ
た
。
と
同

時
に
、
人
形
供
養
は
寺
社
で
行
わ
れ
る
〝
伝
統
行
事
〟
の
一
つ
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

当
時
の
一
般
層
の
認
識
が
わ
か
る
記
述
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
い
こ
う
。
一
九
六
一
年
一
月
に
東
京
銀
座
松
坂
屋
や
大
丸
大
阪
店
で
行
わ
れ
た
と
い
う
ア
マ

チ
ュ
ア
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
の
作
品
集
に
「
村
の
祠
に
て
」
と
題
さ
れ
た
、
祠
に
納
め
ら
れ
た
人
形
た
ち
の
写
真
が
載
っ
て
い
る
。
そ
し
て
撮
っ
た
本
人
の
コ

メ
ン
ト
と
し
て
「
山
村
に
伝
わ
る
何
百
年
と
言
う
伝
統
の
儀
式
だ
が
、
華
麗
さ
も
な
く
、
つ
ヽ
ま
し
く
今
も
尚
続
け
ら
れ
て
い
る
人
形
供
養
」
と
あ
る
。
人
形

が
奉
納
さ
れ
る
習
俗
と
人
形
供
養
と
の
連
続
性
が
受
け
入
れ
ら
れ
、
人
形
供
養
は
は
る
か
昔
か
ら
存
在
す
る
儀
式
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る47

。

　

ま
た
一
九
六
四
年
、
各
種
新
聞
広
告
を
批
評
す
る
記
事
に
て
、「
マ
ネ
キ
ン
の
会
社
が
、
各
商
店
で
不
要
に
な
っ
た
マ
ネ
キ
ン
人
形
を
集
め
て
大
供
養
を
し

ま
す
と
い
う
広
告
」
に
対
す
る
批
評
と
し
て
、
針
供
養
と
並
べ
て
人
形
供
養
は
「
昔
か
ら
」
あ
る
も
の
だ
が
、
と
し
て
い
る48

。
一
九
六
六
年
、
上
野
清
水
観
音

堂
の
人
形
供
養
に
触
れ
た
随
筆
に
も
ま
た
、
人
形
供
養
を
同
じ
く
針
供
養
と
並
置
し
「
恐
ら
く
は
元
禄
時
代
頃
に
始
ま
っ
て
い
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
」
い
る
、

と
事
実
性
と
い
う
面
で
は
や
や
不
審
な
記
述
が
な
さ
れ
る49

。

　

こ
の
よ
う
に
新
た
に
〝
伝
統
〟
が
創
出
さ
れ
る
こ
と
は
無
論
人
形
供
養
に
限
っ
た
話
で
は
な
い
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
提
唱
さ
れ
一
九
九
〇
年
代
に
は
日
本
民

俗
学
に
も
輸
入
さ
れ
た
フ
ォ
ー
ク
ロ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
議
論
が
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。「
セ
カ
ン
ド
・
ハ
ン
ド
に
よ
る
民
俗
文
化
の
継
承
と
演
出50

」
と
定
義
さ

れ
る
こ
の
概
念
の
下
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
民
俗
事
象
が
〝
伝
統
ら
し
さ
〟
を
装
っ
て
活
用
さ
れ
る
事
例
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る51

。
寺
社
で
の
人
形
供
養
展
開
も

ま
た
こ
う
し
た
流
れ
の
一
つ
と
し
て
も
位
置
付
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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六
．
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
人
形
供
養

六
―
一
、
明
治
神
宮
人
形
感
謝
祭

　

人
形
供
養
の
イ
ベ
ン
ト
化
の
画
期
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
明
治
神
宮
の
「
人
形
感
謝
祭
」
で
あ
る
。
一
九
八
九
年
九
月
十
九
日
、
久
月
や
吉
徳
、

サ
ン
リ
オ
、
バ
ン
ダ
イ
な
ど
の
人
形
関
連
会
社
を
中
心
に
「
人
形
に
感
謝
す
る
会
」
が
発
足52

。
第
一
回
は
同
年
十
月
十
五
日
で
あ
る
。
第
一
回
人
形
感
謝
祭
の

詳
細
と
し
て
は
、
人
形
供
養
の
参
加
料
は
先
着
七
百
人
一
人
二
千
円
。
ま
た
第
二
部
と
し
て
「
米
国
人
と
日
本
の
子
供
に
よ
る
尺
八
演
奏
や
棒
で
操
る
人
形
を

使
っ
た
日
本
昔
ば
な
し
風
の
民
話
劇
な
ど
を
予
定
し
て
い
る
」
と
の
こ
と
。『
読
売
新
聞
』
一
九
八
九
年
九
月
二
十
七
日
付
夕
刊
に
は
予
告
と
し
て
広
告
も
出

し
て
い
る
。

　

こ
の
行
事
は
口
々
に
今
ま
で
と
は
違
う
新
し
い
人
形
供
養
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た53

。
一
体
、
何
が
新
し
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
考
え
ら
れ
る
こ
と
と
し
て

は
人
形
関
連
会
社
が
関
わ
る
こ
と
。
た
だ
し
そ
れ
こ
そ
上
野
清
水
観
音
堂
で
は
、
東
京
都
玩
具
人
形
小
売
商
連
盟
が
関
わ
っ
て
お
り
、
持
っ
て
き
た
供
養
人
形

の
代
わ
り
に
挙
げ
る
人
形
を
用
意
す
る
な
ど
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
人
形
関
連
会
社
が
関
わ
る
こ
と
は
初
め
て
で
は
な
い
。
上
野
清
水
観
音
堂
な
ど
の
場

合
と
異
な
る
の
は
、
人
形
関
連
会
社
が
裏
方
（
少
な
く
と
も
、
一
般
参
加
者
か
ら
見
て
）
で
は
な
く
む
し
ろ
主
導
者
の
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
か
。

　

も
う
一
つ
、『
読
売
新
聞
』
一
九
八
九
年
十
月
十
六
日
付
朝
刊
の
記
事
で
は
、「
こ
れ
ま
で
人
形
供
養
と
い
え
ば
、
人
形
を
燃
や
す
形
式
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た

が
、
同
会
で
は
人
形
と
楽
し
い
ひ
と
時
を
過
ご
す
イ
ベ
ン
ト
に
し
よ
う
と
計
画
。」
と
、
従
来
の
人
形
供
養
と
の
違
い
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
〝
伝
統

行
事
〟
と
し
て
厳
か
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
も
の
と
違
い
、明
る
く
楽
し
い
イ
ベ
ン
ト
形
式
の
人
形
供
養
は
新
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
名
を
「
供

養
」
か
ら
「
感
謝
」
に
変
え
た
の
も
、
そ
の
一
環
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

六
―
二
、
人
形
供
養
の
目
的
変
化

　

ま
た
こ
の
こ
ろ
に
は
、
人
形
供
養
行
事
の
目
的
が
徐
々
に
変
化
し
て
い
く
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　
『
読
売
新
聞
』
一
九
八
三
年
二
月
二
十
七
日
付
朝
刊
で
は
群
馬
県
文
化
財
保
護
指
導
員
で
あ
る
串
田
光
一
氏
が
八
高
線
藤
岡
駅
前
に
一
九
七
八
年
春
人
形
供
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養
碑
を
建
て
、
そ
れ
以
来
人
形
供
養
を
定
期
的
に
行
っ
て
い
る
旨
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
き
っ
か
け
は
ま
だ
飾
れ
る
ひ
な
人
形
が
ゴ
ミ
と
し
て
捨
て
ら
れ
る

の
を
度
々
目
に
し
た
こ
と
だ
っ
た
。
串
田
氏
が
注
意
す
る
と
「
置
く
場
所
が
な
い
」
な
ど
と
い
う
「
ま
こ
と
に
割
り
切
っ
た
答
え
」
が
返
っ
て
き
た
。
そ
れ
な

ら
せ
め
て
と
供
養
碑
を
建
立
し
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。

　
「
心
さ
び
し
い
人
形
供
養
」
で
の
「
こ
の
行
事
の
た
め
に
そ
れ
ほ
ど
傷
ん
で
い
な
い
も
の
ま
で
、
葬
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
不
安
は
結
果
的

に
あ
る
意
味
的
中
し
た
。
た
だ
実
際
に
は
「
こ
の
行
事
の
た
め
」
に
「
そ
れ
ほ
ど
傷
ん
で
い
な
い
も
の
ま
で
、
葬
っ
て
し
ま
」
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
お
そ

ら
く
逆
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
、
田
中
論
文
の
指
摘
が
や
は
り
正
し
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
高
度
経
済
成
長
に
よ
り
生
活
が
豊
か
に
な
っ
て
物
が
だ

ん
だ
ん
と
余
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
都
市
一
極
集
中
に
よ
り
狭
く
な
っ
た
家
で
は
、
人
形
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
人

形
を
処
分
す
る
方
法
と
し
て
、
人
形
供
養
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

　

田
中
は
も
う
一
つ
重
要
な
指
摘
を
し
て
い
る
。
田
中
は
日
本
全
国
各
種
人
形
供
養
行
事
の
開
始
年
を
調
べ
挙
げ
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
特
に
行
事
の
数
が
増

加
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。
そ
し
て
こ
の
当
時
を
中
心
に
広
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
実
在
す
る
髪
の
伸
び
る
人
形
「
お
菊
人
形
」
に
よ
り
、
日
本
人
形
の
怖
い

イ
メ
ー
ジ
が
浸
透
し
た
影
響
も
あ
っ
た
の
で
は
と
指
摘
し
て
い
る
。「
お
菊
人
形
」
は
北
海
道
空
知
群
栗
沢
町
万
字
の
万
念
寺
に
実
際
に
安
置
さ
れ
て
い
る
日

本
人
形
で
あ
り
、
大
正
時
代
に
三
歳
で
亡
く
な
っ
た
少
女
菊
子
が
生
前
可
愛
が
っ
て
い
た
が
、
そ
の
霊
魂
が
乗
り
移
っ
て
髪
が
伸
び
た
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
お
菊
人
形
が
大
ヒ
ッ
ト
に
よ
り
、
各
地
で
「
髪
が
伸
び
る
人
形
」
が
〝
発
見
〟
さ
れ
た
後
、「
髪
が
伸
び
る
日
本
人
形
」
と
い
う
一
大
イ
メ
ー
ジ
を
築
き

上
げ
た
。
加
え
て
日
本
人
形
そ
の
も
の
が
女
児
が
弄
ぶ
日
常
的
か
つ
一
般
的
な
人
形
で
は
な
く
な
り
、
親
し
み
の
対
象
と
は
言
え
な
く
な
っ
た
こ
と
も
相
ま
っ

て
、「
日
本
人
形
だ
か
ら
髪
が
伸
び
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
？
」「
何
か
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
？
」「
別
に
何
も
起
き
て
な
い
け
ど
な
ん
か
怖
い
」
と
い
っ
た
風
評
被

害
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
人
形
供
養
の
件
数
が
増
加
し
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

個
別
実
例
で
特
筆
す
べ
き
も
の
を
い
く
つ
か
挙
げ
よ
う
。『
六
大
新
報
』
一
九
八
三
年
五
月
二
十
五
日
号
の
「
飛
騨
国
分
寺
人
形
供
養
法
要
」
と
い
う
記
事

は
岐
阜
県
高
山
市
総
和
町
飛
騨
国
分
寺
に
て
同
年
四
月
三
日
に
初
め
て
人
形
供
養
法
要
を
行
っ
た
と
い
う
記
事
だ
が
、
そ
の
き
っ
か
け
は
「
日
頃
愛
情
を
注
い

だ
人
形
や
、
亡
き
娘
が
生
前
可
愛
が
っ
て
い
た
人
形
に
霊
が
宿
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
ま
た
古
い
人
形
を
処
分
で
き
ず
困
っ
て
い
る
」
と
の
声
が
寄
せ
ら

れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
亡
き
娘
が
生
前
可
愛
が
っ
て
い
た
人
形
に
霊
が
宿
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
声
は
、
お
菊
人
形
の
逸
話
と
重
な
っ
て
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く
る
も
の
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
決
め
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
お
菊
人
形
の
影
響
が
全
く
な
い
と
も
思
え
な
い
。

　
『
読
売
新
聞
』
一
九
八
七
年
六
月
二
十
八
日
付
朝
刊
で
は
神
奈
川
県
金
沢
区
金
沢
町
の
称
名
寺
の
人
形
供
養
を
紹
介
し
て
い
る
。
十
五
、六
年
前
に
始
ま
っ
た

も
の
の
よ
う
だ
が
こ
の
記
事
の
主
題
は
そ
こ
で
は
な
い
。
五
、六
年
前
か
ら
人
形
の
奉
納
が
急
増
し
、
素
材
も
化
学
繊
維
が
多
く
な
り
、
高
価
な
人
形
が
惜
し

げ
な
く
捨
て
ら
れ
、
焼
却
し
き
れ
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
続
く
一
文
で
あ
る
。「
須
方
住
職
は
、
遊
び
に
来
る
子
供
た
ち
に
、

人
形
を
あ
げ
て
み
た
り
も
し
た
が
、
気
味
悪
が
っ
て
返
す
親
が
多
い
」
と
い
う
。
か
つ
て
人
集
め
の
為
、
覚
王
山
日
泰
寺
や
上
野
清
水
観
音
堂
の
人
形
供
養
に

お
い
て
集
ま
っ
た
子
供
達
に
代
わ
り
の
人
形
を
挙
げ
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
お
り54

、
子
供
は
人
形
を
も
ら
っ
て
ご
機
嫌
で
あ
っ
た55

。
ど
れ
も
人
形
の
種
類
は
書
か

れ
て
い
な
い
の
が
残
念
な
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
時
代
の
変
化
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　

ま
た
先
ほ
ど
紹
介
し
た
加
太
淡
島
神
社
で
は
、
取
り
す
ぎ
た
ク
レ
ー
ン
ゲ
ー
ム
の
景
品
の
ぬ
い
ぐ
る
み
の
処
分
に
困
っ
て
置
い
て
い
く
人
も
い
る
と

『FLA
SH

』
二
〇
〇
〇
年
六
月
十
三
日
号
の
記
事
に
あ
る
。
筆
者
が
二
〇
一
九
年
十
一
月
に
宮
司
の
前
田
智
子
さ
ん
に
お
話
を
伺
っ
た
際
に
も
参
拝
客
が
人
形

を
預
け
る
目
的
を
お
聞
き
し
た
と
こ
ろ
、厄
払
い
、娘
の
生
ま
れ
た
時
に
買
っ
た
も
の
を
結
婚
祝
い
に
、震
災
で
壊
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
っ
た
事
例
の
他
に
「
ク

レ
ー
ン
ゲ
ー
ム
で
取
り
す
ぎ
た
の
で
お
い
て
い
く
人
も
い
る
」
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き
た
。
こ
こ
ま
で
来
る
と
信
仰
も
供
養
も
あ
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
ゴ

ミ
捨
て
場
に
捨
て
る
よ
り
は
ま
だ
ま
し
と
い
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。

　

人
形
供
養
を
行
う
理
由
と
し
て
、
し
ば
し
ば
人
の
形
を
し
て
い
る
も
の
を
簡
単
に
は
捨
て
ら
れ
な
い
と
か
、
日
本
人
は
万
物
に
魂
が
宿
る
と
考
え
る
か
ら
、

な
ど
と
い
う
説
明
が
一
般
に
多
く
み
ら
れ
る
が
、
こ
こ
か
ら
見
ら
れ
る
の
は
そ
う
い
っ
た
信
仰
の
面
か
ら
言
え
る
こ
と
ば
か
り
が
理
由
で
は
な
い
（
む
し
ろ
そ

れ
は
た
だ
の
建
前
と
す
ら
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
）
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
人
形
供
養
が
こ
こ
ま
で
一
般
的
な
行
事
と
な
っ
た
こ
と
で
、「
人
形
は
供
養
す
べ

き
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
あ
る
種
の
常
識
が
浸
透
し
た56

と
同
時
に
、
人
形
供
養
は
罪
悪
感
の
な
い
処
分
方
法
と
し
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が

指
摘
で
き
よ
う
。
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お
わ
り
に

　

以
上
、
人
形
供
養
と
い
う
行
事
が
形
成
さ
れ
〝
伝
統
行
事
〟
と
し
て
定
着
す
る
ま
で
を
見
て
来
た
。

　

先
行
研
究
で
は
、
人
形
供
養
を
モ
ノ
供
養
の
一
部
と
し
て
位
置
付
け
る
も
の
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
う
い
っ
た
位
置
づ
け
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
著
者
は
考
え

る
。
確
か
に
共
通
点
は
多
い
が
、
近
限
代
の
人
形
供
養
は
〝
人
形
を
人
と
同
じ
よ
う
に
供
養
す
る
〟
と
い
う
点
に
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
対
象
が
人
の
形
を
と

ら
な
い
モ
ノ
供
養
に
は
見
ら
れ
な
い
点
で
あ
り
、
互
い
に
無
関
係
で
は
な
く
と
も
人
形
供
養
と
他
の
モ
ノ
供
養
と
は
独
立
し
た
概
念
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

以
後
聞
き
取
り
調
査
や
さ
ら
な
る
文
献
調
査
も
含
め
、
人
形
供
養
に
み
ら
れ
る
人
形
観
の
変
化
を
見
て
い
き
た
い
。

註

・
引
用
に
際
し
て
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
。

１　

現
在
各
寺
社
Ｈ
Ｐ
で
の
人
形
供
養
の
説
明
で
も
、「
歴
史
」
や
「
昔
か
ら
」
と
い
っ
た
言
葉
が
散
見
さ
れ
、
新
し
い
イ
ベ
ン
ト
と
い
う
よ
り
も
伝
統
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
強
く
ア
ピ
ー

ル
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
日
本
人
形
協
会�<https://w

w
w
.ningyo-kyokai.or.jp/kuyou/>�

長
福
寿
寺�<https://ningyoukuyou.jp/>�

加
太
淡
島
神
社�<https://

w
w
w
.kada.jp/aw

ashim
a/event/index.htm

l>　

二
〇
二
三
年
十
月
二
十
七
日
参
照
。

２　

福
田
ア
ジ
オ
ほ
か
編
『
日
本
民
俗
大
辞
典　

上
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年

３　

大
崎
智
子
「
上
野
寛
永
寺
清
水
観
音
堂
の
人
形
供
養
」『
日
本
民
俗
学
』
二
〇
一
号
、
一
九
九
五
年
二
月

４　

水
口
千
里
「
現
代
供
養
事
情�

大
須
観
音
人
形
供
養
を
例
と
し
て
」『
近
畿
民
具
』
二
十
二
号
、
一
九
九
八
年

５　

中
村
慎
吾
「
人
形
供
養
と
い
う
作
法
」『
長
野
県
民
俗
の
会
会
報
』
二
十
七
号
、
二
〇
〇
四
年

６　

田
中
正
流
「
人
形
供
養
に
み
る
人
形
観
の
諸
相
」『
人
形
玩
具
研
究
』
第
十
六
号
、
二
〇
〇
五
年

７　
「
人
形
供
養
」
斎
藤
良
輔
編
『
日
本
人
形
玩
具
辞
典
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
六
八
年
。
ま
た
注
５
中
村
論
文
。
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８　

日
本
随
筆
大
成
編
輯
部
編
『
日
本
随
筆
大
成
』
別
巻　

嬉
遊
笑
覧
３
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
九
年

９　

上
毛
新
聞
社
編
『
全
集
写
真
探
訪
ぐ
ん
ま
⑤　

祭
り
と
郷
土
芸
能
』
上
毛
新
聞
社
、
一
九
八
四
年

10　
「
雑
報　

人
形
供
養
」『
児
童
研
究
』
第
二
十
二
巻
第
四
号
、
日
本
児
童
学
会
、
一
九
一
八
年
十
一
月

11　

山
中
芳
和
「
大
正
期
に
お
け
る
西
山
哲
治
の
教
育
改
造
論��

帝
国
小
学
校
の
教
育
を
中
心
に
」『
国
際
教
育
研
究
所
紀
要
』
第
二
十
九
号
、
二
〇
一
八
年

12　

西
山
哲
治
『
私
立
帝
国
小
学
校
経
営
廿
五
年
』
モ
ナ
ス
、
一
九
三
七
年

13　

豊
福
明
子
「
西
山
哲
治
の
著
作
と
子
供
の
権
利
に
つ
い
て
」『
教
育
基
礎
学
研
究
』
第
十
一
号
、
九
州
大
学
大
学
院
人
間
環
境
学
府
教
育
哲
学
・
教
育
社
会
史
研
究
室
、
二
〇
一
四

年

14　

西
山
哲
治
『
子
供
の
憧
る
ゝ
人
形
の
國
』
南
北
社
、
一
九
一
八
年

15　

近
代
日
本
に
お
い
て
は
ド
イ
ツ
の
教
育
者
フ
レ
ー
ベ
ル
の
恩
物
論
が
輸
入
さ
れ
、
欧
米
的
な
人
形
観
、
と
り
わ
け
〝
人
形
は
女
の
子
の
も
の
〟
と
い
っ
た
価
値
観
が
教
科
書
や
玩
具

の
宣
伝
文
句
な
ど
を
中
心
に
普
及
し
、日
本
人
の
人
形
観
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
前
提
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
増
淵
宗
一
『
禁
断
の
百
年
王
国��

少
女
人
形
論
』（
講
談
社
、

一
九
九
五
年
）
や
是
沢
博
昭
『
教
育
玩
具
の
近
代��

教
育
対
象
と
し
て
の
子
ど
も
の
誕
生
』（
世
織
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
に
詳
し
い
。

16　

山
田
徳
兵
衛
『
人
形
百
話
』
未
来
社
、
一
九
六
三
年

17　
『
時
事
新
報
』
一
九
二
三
年
二
月
二
十
七
日
付
、『
読
売
新
聞
』
一
九
二
三
年
三
月
四
日
付
朝
刊
、『
朝
日
新
聞
』
一
九
二
三
年
三
月
四
日
付
朝
刊
。

18　
『
時
事
新
報
』
一
九
二
三
年
二
月
二
十
七
日
付

19　

神
野
由
紀
『
百
貨
店
で
〈
趣
味
〉
を
買
う�

大
衆
消
費
文
化
の
近
代
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
五
年
、

20　
『
芸
天
』
第
十
四
号
、
芸
天
社
、
一
九
二
五
年
二
月

21　
『
写
真
通
信�

教
育
資
料
』
一
三
四
号
、
大
正
通
信
社
、
一
九
二
五
年
四
月

22　

齋
藤
甲
子
郞
「
玩
具
の
祖
神
を
制
定
せ
よ
」『
玩
具
界
』
一
月
・
二
月
合
併
号
、
一
九
四
九
年
二
月

23　

覚
王
山
日
泰
寺
に
つ
い
て
は
『
東
京
玩
具
商
報
』
通
巻
五
一
〇
号
（
東
京
玩
具
人
形
問
屋
協
同
組
合
、
一
九
五
四
年
八
月
）
に
「
第
三
回
人
形
供
養
」
を
「
火
葬
に
附
し
て
」
行
っ

た
と
あ
る
。
ま
た
上
野
清
水
観
音
堂
で
は
『
読
売
新
聞
』
一
九
五
七
年
九
月
二
十
三
日
付
朝
刊
に
て
、「
第
一
回
」
人
形
供
養
を
「
人
形
を
焼
い
て
」
行
っ
た
と
い
う
。

23-10-387_007-鳴海あかり氏.indd   12123-10-387_007-鳴海あかり氏.indd   121 2024/02/15   13:32:422024/02/15   13:32:42



122

24　

人
間
の
供
養
方
法
の
変
化
は
一
九
六
〇
年
代
頃
か
ら
始
ま
り
、
地
域
に
よ
っ
て
は
一
九
九
〇
～
二
〇
〇
〇
年
代
に
変
容
し
た
も
の
も
あ
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
人
形
供
養
の
変
化
よ

り
も
や
や
遅
い
。
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
編
『
葬
儀
と
墓
の
現
在��

民
俗
の
変
容
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
、
関
沢
ま
ゆ
み
「
葬
儀
の
変
化
に
対
す
る
地
域
ご
と
の
対
応
の
差
」

『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
二
三
四
集
、
二
〇
二
二
年
参
照
。

25　
『
週
刊
新
潮
』
一
九
六
三
年
十
二
月
十
六
日
号

26　

人
形
〝
で
〟
厄
払
い
や
祈
願
を
す
る
も
の
に
は
、
他
に
も
東
北
地
方
を
中
心
に
分
布
す
る
花
嫁
人
形
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
そ
う
い
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
ま
た
の
機
会
に
論
ず

る
こ
と
に
す
る
。

27　
『
読
売
新
聞
』
都
民
版
、
一
九
八
四
年
九
月
二
十
六
日
付
朝
刊

28　
『
毎
日
新
聞
』
東
京
版
、
一
九
九
五
年
九
月
二
十
六
日
付

29　

注
３
大
崎
論
文
、
一
一
〇
―
一
一
一
頁

30　

百
々
御
所
宝
鏡
寺
―
人
形
寺
―�<http://hokyoji.net/>�

二
〇
二
三
年
三
月
十
四
日
参
照

31　

注
６
田
中
論
文
と
同

32　

注
30
と
同

33　
『
東
京
玩
具
商
報
』
通
巻
第
五
四
六
号
、
東
京
玩
具
人
形
問
屋
協
同
組
合
、
一
九
五
七
年
十
二
月

34　
『
新
文
明
』
第
八
巻
第
五
号
、
新
文
明
社
、
一
九
五
八
年
五
月
。

35　
『
東
京
玩
具
商
報
』
通
巻
第
五
四
九
号
、
東
京
玩
具
人
形
問
屋
協
同
組
合
、
一
九
五
八
年
三
月

36　

同
通
巻
第
五
五
八
号
、
東
京
玩
具
人
形
問
屋
協
同
組
合
、
一
九
五
八
年
十
二
月

37　

同
通
巻
第
五
六
八
号
、
東
京
玩
具
人
形
問
屋
協
同
組
合
、
一
九
五
九
年
十
月

38　

一
九
六
五
年
、
全
国
人
形
業
界
関
係
者
が
集
ま
り
人
形
需
要
の
喚
起
の
た
め
制
定
さ
れ
た
。

39　
『
東
京
玩
具
商
報
』
通
巻
第
六
五
二
号
、
東
京
玩
具
人
形
問
屋
協
同
組
合
、
一
九
六
六
年
十
一
月
。
ま
た
『
カ
メ
ラ
歳
時
記　

京
の
３
６
５
日　

７
月
―
12
月
』（
高
桑
義
生
、
フ
ォ

ト
・
キ
ョ
ー
ト
（
写
真
）、
淡
交
新
社
、
一
九
六
三
年
）
で
は
、
宝
鏡
寺
の
人
形
供
養
の
日
付
を
十
一
月
二
日
と
し
て
い
る
。
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40　

折
口
信
夫
「
偶
人
信
仰
の
民
俗
化
並
び
に
伝
説
化
せ
る
道
」『
折
口
信
夫
全
集
』
第
三
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
六
六
年
。
ま
た
近
世
期
の
淡
島
信
仰
の
広
ま
り
に
つ
い
て
は
原
淳

一
郎
「
近
世
に
お
け
る
淡
島
信
仰
と
そ
の
展
開
」（『
山
岳
信
仰
と
村
落
社
会
』
岩
田
書
院
、
二
〇
一
二
年
）
に
詳
し
い

41　
『
紀
伊
続
風
土
記
』
第
一
輯
、
和
歌
山
県
神
職
取
締
所
、
一
九
一
〇
年

42　

武
井
武
雄
『
日
本
郷
土
玩
具�

西
の
部
』
地
平
社
書
房
、
一
九
三
〇
年

43　

西
澤
笛
畝
「
雛
祭
と
雛
人
形
」『
家
庭
と
趣
味
』
三
巻
二
号
、
一
九
一
七
年
。
ち
な
み
に
筆
者
が
今
年
二
〇
二
三
年
三
月
三
日
に
雛
流
し
を
見
学
し
た
際
も
、
当
日
限
定
の
授
与
品

と
し
て
小
米
雛
を
頒
布
し
て
い
た
。

44　

山
口
誓
子
『
俳
句
文
学
全
集�
第
７�
山
口
誓
子
篇
』
第
一
書
房
、
一
九
三
七
年

45　

今
野
円
輔
『
季
節
の
ま
つ
り�

日
本
の
民
俗�

第
７
巻
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
六
四
年

46　

藤
嶽
彰
英
「
四
季
ご
よ
み
」『
カ
ラ
ー
旅�
第
10�
紀
州
と
大
和
路
』（
主
婦
と
生
活
社
、
一
九
六
八
年
）、「
ガ
イ
ド�

和
歌
山
県
観
光
の
ガ
イ
ド
」『
温
泉
』
第
四
十
一
巻
六
号
（
日
本

温
泉
協
会
、
一
九
七
三
年
）
な
ど
、
加
太
淡
島
神
社
の
年
中
行
事
と
し
て
雛
流
し
が
載
る
。

47　
『
月
光
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
作
品
集�

第
11
回
』
三
菱
製
紙
、
一
九
六
一
年

48　

上
村
瑛
「
こ
こ
が
よ
い･

こ
こ
が
ま
ず
い
（
新
聞
広
告
評
）」『
宣
伝
』
一
五
一
号
、
一
九
六
四
年
一
〇
月

49　

菅
原
寛
「
秋
の
上
野
点
景
」『
高
志
人
』
高
志
人
社
、
一
九
六
六
年
十
一
月

50　

河
野
眞
『
フ
ォ
ー
ク
ロ
リ
ズ
ム
か
ら
見
た
今
日
の
民
俗
文
化
』
創
土
社
、
二
〇
一
二
年

51　

岩
崎
竹
彦
「
フ
ォ
ー
ク
ロ
リ
ズ
ム
か
ら
み
た
節
分
の
巻
ず
し
」『
日
本
民
俗
学
』
二
三
六
号
、
二
〇
〇
三
年
、
コ
ジ
ュ
ー
リ
ナ
・
エ
レ
ー
ナ
「
現
代
に
お
け
る
民
俗
の
活
用
に
関
す

る
一
考
察��

新
潟
県
燕
市
の
『
越
後
く
が
み
山
酒
呑
童
子
行
列
』
を
中
心
と
し
て
」『
慶
応
義
塾
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
紀
要�

』
第
六
十
九
号
、
二
〇
一
〇
年
、
川
村
清
志
「
近

代
に
お
け
る
民
謡
の
成
立�

近
代
に
お
け
る
民
謡
の
成
立
富
山
県
五
箇
山
地
方
『
こ
き
り
こ
』
を
中
心
に
（
第
Ⅲ
部�

術
語
と
概
念
の
地
平
）」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』

第
一
六
五
集
、
二
〇
一
一
年
な
ど
。

52　
『
日
経
産
業
新
聞
』
一
九
八
九
年
九
月
二
〇
日
付

53　
「
年
間
学
会
回
顧

―
よ
む･

み
る･

き
く
」『
か
た
ち
・
あ
そ
び��

日
本
人
形
玩
具
学
会
会
誌
』
第
一
号
、
一
九
九
〇
年
九
月.
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54　

覚
王
山
日
泰
寺
に
つ
い
て
は
『
東
京
玩
具
商
報
』
通
巻
五
六
六
号
、
東
京
玩
具
人
形
問
屋
協
同
組
合
、
一
九
五
九
年
八
月
。
上
野
清
水
観
音
堂
に
つ
い
て
は
『
毎
日
新
聞
』

一
九
五
九
年
九
月
二
十
三
日
付
朝
刊
、『
読
売
新
聞
』
東
京
版
一
九
六
四
年
九
月
二
十
一
日
付
朝
刊
。

55　
『
毎
日
新
聞
』
一
九
七
七
年
九
月
二
十
六
日
付
朝
刊

56　

注
６
田
中
論
文
二
六
四
頁
で
は
、「
し
か
し
八
十
代
の
女
性
に
子
供
の
頃
遊
ん
で
い
た
人
形
は
ど
う
し
た
の
か
聞
き
取
り
を
す
る
と
、
皆
が
し
て
い
た
よ
う
に
処
分
し
た
と
い
う
。

祠
に
納
め
た
り
す
る
地
域
が
あ
っ
た
に
し
ろ
大
抵
の
者
は
他
の
処
分
品
と
同
様
に
廃
棄
し
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
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