
は
じ
め
に

　
日
本
各
地
の
神
事
や
祭
礼
に
は
供
え
た
粢し
と
ぎや
団
子
を
鳥
、
と
く

に
カ
ラ
ス
へ
食
べ
さ
せ
る
行
事
や
神
事
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
御お

鳥と

喰ぐ
い

神し
ん

事じ

・
ト
リ
バ
ミ
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
筆
者
は
、
厳
島
神

社
の
御
鳥
喰
神
事
を
中
心
に
、
瀬
戸
内
海
沿
岸
地
域
の
神
社
に
伝

承
さ
れ
て
い
る
御
鳥
喰
神
事
の
調
査
を
行
な
い
、
そ
の
結
果
を
報

告
し
た
（
注
１
）。
神
社
に
お
け
る
御
鳥
喰
神
事
は
、
カ
ラ
ス
が
供
物

を
食
べ
る
こ
と
で
神
事
の
目
的
が
達
成
さ
れ
る
と
す
る
伝
承
が
基

本
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
一
方
、
瀬
戸
内
地
方
山
間
地
域
に
位
置
し
、
宮
島
の
神
領

で
あ
っ
た
歴
史
を
も
つ
旧
佐
伯
町
（
現
廿
日
市
市
）
の
住
民
た
ち

は
、
葬
式
の
供
物
を
カ
ラ
ス
が
食
べ
る
習
俗
を
伝
え
て
い
た
。
そ

れ
は
、
死
後
す
ぐ
に
死
者
へ
供
え
た
も
の
を
、
墓
地
も
し
く
は
火

葬
場
か
、
そ
の
道
中
に
供
え
、
そ
れ
を
カ
ラ
ス
が
食
べ
る
と
よ
い

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
情
報
を
体
験
的
に
知
っ
て
い
る
伝

承
者
た
ち
は
、
一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
～
一
九
六
〇
（
昭
和

三
五
）
年
頃
の
生
ま
れ
で
あ
っ
た
。
そ
の
語
り
に
は
、
高
度
経
済

成
長
期
（
一
九
五
五
～
七
三
）
と
、
二
〇
〇
〇
年
前
後
の
二
つ
の

画
期
を
な
す
変
化
が
み
ら
れ
た
。

　
日
本
人
の
生
活
は
、
一
九
六
〇
年
代
を
中
心
と
す
る
高
度
経
済

成
長
期
を
境
に
し
て
大
き
く
変
化
し
た
が
、
そ
れ
は
葬
式
も
同
様

で
あ
っ
た
。
葬
式
は
二
〇
〇
〇
年
前
後
以
降
、
葬
祭
業
者
に
よ
る

葬
祭
ホ
ー
ル
で
の
葬
式
と
公
営
火
葬
場
の
設
立
が
進
ん
だ
こ
と
に

よ
り
、
旧
来
の
葬
式
の
あ
り
方
か
ら
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
が
、

先
行
研
究
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
注
２
）。

　
本
稿
は
、
民
俗
調
査
報
告
書
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
死
者
を
葬

る
儀
礼
の
な
か
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
、
カ
ラ
ス
が
供
物
を
食
べ
る

広
島
県
廿
日
市
市
周
辺
の
カ
ラ
ス
を
め
ぐ
る
葬
送
習
俗

　
　
　
― 

供
物
を
食
べ
る
意
味 

―

栢
　
木
　
希
　
望
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表
１
：
供
物
を
食
べ
る
習
俗
地
名
対
応
一
覧

　
参
考
と
し
た
調
査
報
告
資
料
は
、
一
九
五
〇
～
六
〇
年
代
ま
で

に
日
本
各
地
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
葬
式
に
つ
い
て
の
情
報
で
あ

る
。
情
報
は
限
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
多
く
は
現
時
点

で
は
確
認
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
稀
少
な
事
例
と
い
え
よ

う
。

　
葬
式
に
お
い
て
供
物
が
早
く
な
く
な
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
る
事

例
を
収
集
し
た
と
こ
ろ
、
供
物
が
無
く
な
る
理
由
は
様
々
で
あ
っ

た
。
犬
が
供
物
を
食
べ
る
事
例
が
十
一
件
あ
り
、
特
定
の
鳥
獣
を

こ
と
を
期
待
す
る
習
俗
の
事
例
情
報
と
、
二
〇
〇
〇
年
ま
で
の
広

島
県
廿
日
市
市
周
辺
に
お
い
て
実
際
に
こ
の
習
俗
を
体
験
し
た
伝

承
者
た
ち
の
情
報
を
収
集
整
理
す
る
。
な
お
、
死
者
を
葬
る
儀
礼

の
名
称
に
つ
い
て
は
、
地
域
や
時
代
に
よ
り
様
々
な
呼
称
が
あ
る

が
、
伝
承
者
達
が
使
用
し
て
い
た
「
葬
式
」
に
統
一
し
た
。

一
、
高
度
経
済
成
長
期
以
前
の
習
俗

　
カ
ラ
ス
が
供
物
を
食
べ
る
こ
と
を
期
待
す
る
行
為
が
神
事
だ
け

で
は
な
い
こ
と
は
、
新
谷
尚
紀
氏
に
よ
っ
て
す
で
に
指
摘
さ
れ
て

い
る（
注
３
）。
そ
こ
で
は
、
こ
の
習
俗
を
御
鳥
喰
神
事
や
御
鳥
喰
習

俗
と
し
て
論
究
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
こ
の
習
俗
は
神
職
に

よ
っ
て
執
行
さ
れ
る
。
葬
式
の
場
合
、
こ
の
習
俗
は
死
に
も
っ
と

も
近
い
状
況
で
あ
る
葬
式
に
お
い
て
行
な
わ
れ
、
そ
の
多
く
は
地

域
住
民
が
伝
承
し
、
彼
ら
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
る
。
し
か
し
、
カ

ラ
ス
が
供
物
を
食
べ
る
こ
と
で
目
的
が
達
成
さ
れ
る
と
い
う
点
は

神
事
の
場
合
と
共
通
し
て
い
る
。

　
こ
こ
で
は
、
民
俗
調
査
報
告
資
料
か
ら
、
葬
式
に
お
い
て
カ
ラ

ス
が
供
物
を
食
べ
る
こ
と
を
期
待
す
る
習
俗
の
事
例
情
報
を
収
集

し
、
こ
の
習
俗
を
整
理
す
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
伝
承
地
の
地

名
に
つ
い
て
は
表
１
に
地
名
詳
細
と
参
考
文
献
を
明
記
し
た（
注
４
）。
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葬
式
の
供
物
と
し
て
使
用
さ
れ
る
米
に
つ
い
て
は
、
新
谷
氏
が

死
者
と
生
者
と
の
関
係
性
か
ら
、
死
者
の
米
・
生
者
の
米
・
食
い

別
れ
の
米
、
と
い
う
三
種
類
に
分
け
て
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
を

先
行
研
究
で
指
摘
し
て
い
る
（
注
５
）。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
死
者
の
米

と
は
、
振
り
米
、
魂
呼
ば
い
、
枕
飯
や
枕
団
子
、
頭ず

陀だ

袋ぶ
く
ろに
入
れ

る
米
、
ア
ト
ミ
ラ
ズ
／
ウ
マ
カ
タ
、
寺
送
り
の
米
な
ど
を
そ
れ
に

分
類
し
て
い
る
。
生
者
の
米
と
は
、
生
者
の
生
命
力
を
守
る
た
め

の
米
と
し
て
、
耳
ふ
た
ぎ
餅
、
年
か
さ
ね
、
二
人
使
い
へ
の
御
飯

の
饗
応
、
湯
燗
酒
、
穴
掘
り
酒
、
野
帰
り
と
清
め
、
香
奠
な
ど
が

そ
れ
に
あ
た
る
と
し
て
い
る
。
食
い
別
れ
の
米
と
は
、
死
者
と
生

者
を
つ
な
ぎ
な
が
ら
も
両
者
の
食
い
別
れ
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る

米
の
こ
と
で
あ
り
、
出
立
ち
の
膳
、
四
十
九
日
餅
、
な
ど
が
そ
れ

に
あ
た
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
分
類
に
は
カ
ラ
ス
が
食

べ
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
る
供
物
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

　
伝
承
に
お
け
る
供
物
に
は
、
二
点
の
注
目
す
べ
き
点
が
あ
る
。

一
つ
は
、
供
物
の
名
称
と
実
際
の
作
り
方
が
異
な
る
と
い
う
点
で

あ
る
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
団
子
と
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
作
り

方
は
水
で
こ
ね
る
の
み
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
正
式
に
は
粢し
と
ぎで
あ
る

と
推
測
で
き
る
。
粢
と
は
、
米
粉
や
糯
米
を
水
で
ね
っ
て
丸
め
た

も
の
で
、
こ
れ
を
茹
で
る
と
名
称
は
団
子
に
な
る
。
見
た
目
が
丸

い
粢
は
団
子
と
と
て
も
よ
く
似
て
い
る
が
、
加
熱
さ
れ
て
い
る
か

否
か
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
北
海
道
１
や
青
森
１
、
長
野
５
の
名

称
は
団
子
で
あ
る
が
、
作
り
方
は
水
で
こ
ね
る
の
み
で
あ
る
と
い

明
記
し
て
い
な
い
報
告
が
十
五
件
、
そ
し
て
カ
ラ
ス
と
す
る
事
例

は
五
一
件
で
あ
っ
た
。
こ
の
習
俗
を
整
理
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
生
物
ご
と
に
事
例
整
理
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
、
本

稿
で
は
最
も
多
か
っ
た
カ
ラ
ス
と
明
記
さ
れ
て
い
る
事
例
の
み
を

対
象
と
し
、
そ
の
情
報
を
整
理
す
る
。

　
１
、
カ
ラ
ス
が
食
べ
る
供
物

  

こ
の
習
俗
は
、
死
後
す
ぐ
に
死
者
の
枕
元
へ
供
え
ら
れ
る
枕
飯

や
枕
団
子
、
も
し
く
は
野
辺
送
り
の
道
中
に
あ
る
地
蔵
や
死
者
の

墓
へ
供
え
た
も
の
を
カ
ラ
ス
が
食
べ
る
よ
う
、
人
々
に
よ
っ
て
期

待
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
表
２
は
、
カ
ラ
ス
へ
与
え
る
供

物
に
お
け
る
米
の
加
工
種
類
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。

表
２
：
カ
ラ
ス
が
食
べ
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
る
米
の
加
工
種
類
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る
米
の
加
工
段
階
は
、
飯
（
握
り
飯
・
茶
碗
飯
）、
粢
、
団
子
と

変
遷
し
て
い
っ
た
可
能
性
が
推
測
で
き
る
。

　
炊
い
た
飯
や
握
り
飯
は
日
常
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
粢
に

比
べ
て
作
り
方
が
よ
り
素
朴
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
加
熱
処
理

を
加
え
て
い
る
団
子
は
粢
よ
り
加
工
作
業
が
多
い
。
し
か
し
、
握

り
飯
も
粢
も
そ
の
形
状
は
団
子
と
共
通
す
る
。
実
際
に
用
意
さ
れ

る
供
物
の
名
称
で
は
な
く
、
そ
の
見
た
目
か
ら
そ
れ
ら
を
団
子
と

呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
以
上
か
ら
、
葬
式
に

お
い
て
カ
ラ
ス
が
食
べ
る
と
よ
い
と
さ
れ
る
供
物
に
は
、
飯
（
握

り
飯
・
茶
碗
飯
）
→
粢
→
団
子
、
と
い
う
米
の
加
工
段
階
に
変
遷

が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
。

　
２
、
供
物
と
場
所

　
調
査
報
告
の
事
例
か
ら
カ
ラ
ス
が
供
物
を
食
べ
る
場
所
と
時
点

に
注
目
し
て
み
る
と
、
大
き
く
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
つ
は
、
埋
葬
・
火
葬
前
に
行
な
わ
れ
る
。
野
辺
送
り
の
道
中

に
あ
る
地
蔵
や
塚
へ
供
物
を
供
え
る
長
野
10
・
13
の
事
例
が
そ
れ

に
あ
た
る
。

　
二
つ
目
は
埋
葬
・
火
葬
時
で
あ
る
。
埋
葬
の
場
合
、
埋
葬
地
や

墓
へ
供
物
を
供
え
る
。
火
葬
の
場
合
、
調
査
報
告
の
事
例
に
は
、

公
営
火
葬
場
で
は
な
く
、
地
域
住
民
に
よ
る
野
焼
き
の
場
で
、
カ

ラ
ス
に
供
物
を
与
え
る
事
例
が
あ
っ
た
。
新
潟
１
の
よ
う
に
焼
き

場
で
「
カ
ー
ラ
来
ウ
、
カ
ー
ラ
来
ウ
」
と
烏
を
呼
び
、
カ
ラ
ス
へ

う
点
か
ら
粢
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
長
野
３
・
４
は
生
の
米
の

粉
ま
た
は
小
麦
粉
で
団
子
を
作
る
。
長
野
13
や
広
島
１
は
米
や
う

ど
ん
の
粉
を
茹
で
な
い
で
水
に
浸
す
。
新
潟
３
や
長
野
10
は
生
の

団
子
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
名
称
を
団

子
と
し
て
い
な
が
ら
も
、
実
際
は
粉
を
ね
っ
て
丸
め
た
だ
け
の
も

の
で
あ
り
、
加
熱
処
理
を
施
し
て
い
な
い
た
め
、
内
容
と
し
て
は

粢
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。
ま
た
、
愛
知
２
・
３
の
事
例
は
名
称

を
団
子
と
し
て
い
る
が
、実
際
は
握
り
飯
と
あ
る
。こ
の
よ
う
に
、

握
り
飯
も
団
子
と
呼
ん
で
い
た
事
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
報
告

さ
れ
て
い
る
名
称
は
実
際
の
内
容
と
異
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
も
う
一
つ
の
注
目
さ
れ
た
点
は
、
複
数
の
供
物
を
組
み
合
わ
せ

る
場
合
で
あ
る
。
島
根
２
と
岩
手
２
は
団
子
も
し
く
は
茶
碗
飯
の

ど
ち
ら
か
一
方
を
供
物
と
し
て
選
択
で
き
る
。
新
潟
２
・
７
、
長

野
12
、
千
葉
４
で
は
、
茶
碗
飯
と
い
っ
し
ょ
に
握
り
飯
・
粢
・
団

子
の
い
ず
れ
か
を
供
え
る
。ま
た
千
葉
４
の
枕
飯
は
、碗
に
よ
そ
っ

た
飯
を
別
の
茶
碗
に
返
し
て
盛
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
地
域

に
よ
っ
て
は
飯
を
塩
な
し
の
お
に
ぎ
り
に
し
て
碗
に
入
れ
る
所
、

返
し
て
盛
っ
て
飯
の
上
に
塩
な
し
の
お
に
ぎ
り
を
載
せ
る
所
、

握
っ
た
飯
を
二
重
ね
に
す
る
所
、
上
に
米
の
粉
を
か
け
る
所
な
ど

が
あ
る
。
ま
た
、
新
潟
２
・
７
は
団
子
と
茶
碗
飯
を
供
え
、
長
野

12
で
は
粢
と
茶
碗
飯
を
供
え
る
な
ど
、
供
物
を
複
数
供
え
る
と
し

て
い
る
地
域
が
あ
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
、
こ
の
習
俗
に
お
い
て
供
物
と
さ
れ
て
い
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マ
ス
な
ど
を
墓
地
に
送
り
届
け
る
儀
礼
で
あ
る
ア
ト
ミ
ラ
ズ
や
ウ

マ
カ
タ
の
習
俗
に
注
目
し
た
。
こ
の
習
俗
は
「
後
見
ら
ず
」
と
も

書
く
こ
と
か
ら
後
ろ
を
振
り
返
る
な
と
い
う
意
味
で
、
実
際
に
後

ろ
を
振
り
返
る
こ
と
を
禁
止
す
る
事
例
が
あ
る
。
身
体
と
は
別
に

霊
魂
を
送
る
と
考
え
ら
れ
た
儀
礼
を
霊
魂
送
り
（
タ
マ
オ
ク
リ
）

と
い
う
。
こ
の
儀
礼
か
ら
、
ア
ト
ミ
ラ
ズ
の
習
俗
は
霊
魂
送
り
が

よ
り
古
く
か
ら
あ
っ
た
こ
と
の
名
残
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る（
注
６
）。

　
そ
れ
を
受
け
て
、
新
谷
氏
が
葬
式
の
四
十
九
餅
は
モ
ガ
リ
の
習

俗
の
伝
承
の
一
種
で
あ
る
と
推
測
し
、
も
と
も
と
死
後
お
よ
そ

四
十
九
日
く
ら
い
を
経
て
同
時
に
行
な
わ
れ
て
い
た
遺
体
送
り

（
カ
ラ
オ
ク
リ
）
と
霊
魂
送
り
が
分
離
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
ま

と
め
て
い
る
（
注
７
）。

　
ま
た
、
関
沢
ま
ゆ
み
氏
は
ア
ト
ミ
ラ
ズ
の
習
俗
を
行
な
っ
て
い

た
伝
統
的
な
葬
式
に
は
、
死
者
の
霊
魂
を
安
定
的
に
あ
の
世
へ
送

る
た
め
に
遺
体
と
は
別
に
霊
魂
の
た
め
の
儀
礼
、
つ
ま
り
霊
魂
送

り
が
必
要
だ
と
い
う
観
念
が
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
（
注
８
）。

　
以
上
が
、
死
者
を
葬
る
習
俗
の
基
本
的
な
構
成
に
は
、
身
体
を

処
理
す
る
遺
体
送
り
（
カ
ラ
オ
ク
リ
）
と
霊
魂
を
処
理
す
る
霊
魂

送
り
（
タ
マ
オ
ク
リ
）
が
伝
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
先
行
研
究
で
あ
る
。

　
葬
式
の
基
本
的
な
構
成
と
い
う
点
か
ら
カ
ラ
ス
の
習
俗
に
注
目

す
る
と
、
こ
の
習
俗
の
供
物
は
身
体
の
た
め
で
は
な
く
、
死
者
の

霊
魂
の
た
め
の
供
物
で
あ
る
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。
表
１
の
な

野
団
子
を
投
げ
与
え
た
後
に
火
を
か
け
る
な
ど
火
葬
前
に
始
め
る

と
読
み
取
れ
る
事
例
が
そ
れ
で
あ
る
。ま
た
、野
焼
き
の
場
合
は
、

長
野
４
の
よ
う
に
焼
き
場
も
し
く
は
墓
場
と
し
て
い
る
な
ど
、
場

所
を
限
定
し
て
い
な
い
事
例
も
あ
っ
た
。

　
三
つ
目
は
、
葬
式
の
翌
日
以
降
に
墓
へ
供
え
る
事
例
で
あ
る
。

葬
式
翌
日
か
ら
七
日
ま
で
と
す
る
事
例
は
、
一
週
間
以
内
に
カ
ラ

ス
が
供
物
を
食
べ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。
岩
手
１
は
七
日
目
の
忌

明
け
ま
で
毎
日
枕
飯
を
持
っ
て
墓
参
り
を
す
る
。
群
馬
１
は
枕

団
子
と
同
じ
形
の
団
子
を
葬
式
の
翌
日
か
ら
ヒ
ト
ナ
ノ
カ 

（
初
七

日
）
ま
で
の
墓
参
り
の
際
に
毎
日
持
っ
て
い
く
。
新
潟
５
は
野
団

子
を
、
新
潟
６
は
野
飯
を
、
長
野
１
は
団
子
を
、
そ
れ
ぞ
れ
一
週

間
以
内
に
カ
ラ
ス
が
食
べ
な
い
と
身
内
の
人
が
死
ぬ
と
い
う
。

四
十
九
日
に
行
な
う
千
葉
４
の
場
合
は
、
四
十
九
日
ま
で
七
日
ご

と
に
墓
に
持
っ
て
行
く
と
い
う
事
例
が
あ
る
。

　
こ
の
習
俗
を
行
な
う
場
所
と
時
点
は
、
身
体
を
処
理
す
る
時
点

と
場
所
に
集
中
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
習
俗
は
身
体
の
処
理

と
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
身
体
の
処
理
は
、
埋
葬

も
し
く
は
火
葬
を
す
る
こ
と
で
完
了
と
な
る
。
こ
の
点
か
ら
、
カ

ラ
ス
へ
の
供
物
は
身
体
処
理
と
密
接
な
関
係
が
あ
り
な
が
ら
、
身

体
で
は
な
く
別
の
何
か
の
た
め
の
供
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
死
者
を
葬
る
習
俗
の
基
本
的
な
構
成
と
し
て
、
遺
体
と
霊
魂
を

そ
れ
ぞ
れ
別
に
送
る
習
俗
が
あ
る
こ
と
を
最
初
に
指
摘
し
た
の
は

最
上
孝
敬
氏
で
あ
る
。
最
上
氏
は
葬
列
に
先
立
っ
て
ム
シ
ロ
や
カ
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【
広
島
２
（
広
島
県
山
県
郡
千
代
田
町
壬
生
）】

　
土
葬
の
際
、
オ
ン
ボ
ウ
と
い
う
土
葬
執
行
人
が
い
た
。
火
葬
に

代
わ
っ
た
と
き
も
彼
ら
が
火
葬
を
行
な
っ
た
。
焼
き
場
に
は
目

立
っ
て
大
き
な
松
の
木
が
一
本
あ
り
、
火
葬
の
と
き
は
オ
ン
ボ
ウ

に
よ
っ
て
シ
ト
ギ
ダ
ン
ゴ
を
松
の
木
に
か
け
る
役
を
も
っ
て
い

た
。
シ
ト
ギ
ダ
ン
ゴ
は
米
の
粉
を
湯
で
か
い
て
ま
る
め
、
団
子
に

し
て
ス
ボ
（
藁
ツ
ト
）
の
中
へ
入
れ
る
。
死
者
が
も
し
地
獄
へ
行

く
な
ら
、地
獄
へ
の
途
中
で
犬
が
吠
え
つ
く
か
ら
、こ
れ
を
投
げ
、

犬
が
そ
れ
を
食
べ
る
間
に
逃
げ
る
と
い
う
。
ま
た
、
死
者
の
ベ
ン

ト
ウ
で
あ
る
と
も
い
う
。
こ
の
シ
ト
ギ
ダ
ン
ゴ
は
、
カ
ラ
ス
が
食

べ
る
と
よ
い
と
し
、
食
べ
ね
ば
縁
起
が
悪
い
と
さ
れ
て
い
る
。

　
最
上
氏
や
新
谷
氏
、
関
沢
氏
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
の
葬
式
は
身

体
と
霊
魂
を
送
る
儀
礼
を
そ
れ
ぞ
れ
に
行
な
う
こ
と
で
、
死
者
を

あ
の
世
へ
送
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
構
成
と
な
っ
て
い
た
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

　
こ
の
指
摘
を
受
け
て
、
葬
式
で
カ
ラ
ス
が
供
物
を
食
べ
る
こ
と

を
期
待
す
る
習
俗
を
み
る
と
、
こ
の
習
俗
を
伝
え
る
一
部
の
地
域

で
は
、
葬
式
に
お
け
る
霊
魂
送
り
の
儀
礼
的
表
現
の
一
つ
と
し
て

行
な
わ
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
こ
で
参
考
と
し
た
資
料
は
、
葬
式
に
お
い
て
カ
ラ
ス
が
食
べ

る
供
物
に
限
定
し
て
い
る
。
ほ
か
に
も
犬
や
鳥
獣
と
す
る
事
例
が

あ
り
、
現
地
調
査
が
難
し
く
報
告
資
料
の
み
を
参
考
と
し
て
い
る

か
に
は
、
霊
魂
送
り
の
習
俗
と
し
て
報
告
さ
れ
て
い
る
ア
ト
ミ
ラ

ズ
と
同
じ
特
徴
を
、
カ
ラ
ス
が
供
物
を
食
べ
る
習
俗
と
し
て
記
し

て
い
る
次
の
よ
う
な
事
例
が
あ
っ
た
。

【
和
歌
山
２
（
和
歌
山
県
本
宮
町
栗
垣
内
）】

　
枕
飯
は
タ
キ
ハ
ノ
メ
シ
と
い
う
。
死
者
の
お
茶
碗
へ
盛
り
、
一

膳
半
と
い
っ
て
柿
の
木
の
枝
で
作
っ
た
箸
を
三
本
立
て
る
。
死
者

の
妻
か
跡
取
り
の
嫁
が
も
ち
、
墓
に
も
っ
て
い
く
人
が
一
番
先
に

よ
そ
う
。
こ
の
枕
飯
の
膳
を
も
つ
人
は
墓
に
着
く
ま
で
絶
対
に
後

ろ
を
見
ら
れ
な
い
と
い
う
。
鳥
や
犬
に
で
き
る
だ
け
早
く
た
べ
さ

せ
な
い
と
後
に
待
つ
人
が
あ
っ
て
よ
く
な
い
と
い
う
。
死
ん
だ
人

が
墓
の
中
で
手
を
振
っ
た
ら
鳥
も
犬
も
枕
飯
に
は
触
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
い
う
。

【
広
島
１
（
広
島
県
廿
日
市
市
吉
和
）】

　
だ
ん
ご
は
、
し
か
ば
な
や
と
う
ろ
う
の
飾
り
に
挿
し
て
焼
き
場

へ
も
っ
て
行
く
。
焼
く
時
に
は
そ
れ
を
木
の
枝
か
何
か
に
挿
し
て

お
く
。
カ
ラ
ス
が
食
べ
る
と
、「
え
え
ぐ
わ
い
に
参
ら
し
て
も
ら

い
ん
さ
る
で
」
と
い
う
。
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広島県廿日市市周辺のカラスをめぐる葬送習俗　―供物を食べる意味―

大
野
町
と
旧
宮
島
町
と
合
併
し
、
現
在
の
行
政
区
分
と
な
っ
て
い

る
（
注
９
）。
こ
こ
で
は
、
旧
佐
伯
町
に
お
け
る
戦
後
か
ら
二
〇
〇
〇

年
ま
で
の
事
例
を
聞
き
取
り
調
査
し
た
も
の
を
報
告
す
る
が
、
こ

の
旧
佐
伯
町
も
一
九
五
五
年
に
玖
島
村
・
友
和
村
・
津
田
町
・
浅

原
村
・
四
和
村
の
五
町
村
が
合
併
し
た
町
で
あ
る
（
注
10
）。
以
下
に

各
事
例
を
挙
げ
る
。

【
事
例
１
　
廿
日
市
市
浅
原
郷
中
】

　
浅
尾
千
佐
子
さ
ん
（
一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
生
）
談

　
葬
式
の
と
き
、
団
子
の
粉
を
水
で
こ
ね
て
丸
め
た
野
辺
団
子
を

用
意
す
る
。
カ
ラ
ス
の
こ
と
は
知
ら
な
い
。

【
事
例
２
　
廿
日
市
市
浅
原
戸
屋
原
】

　
中
川
里
子
さ
ん
（
一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
生
）
談

　
火
葬
場
の
外
に
あ
る
地
蔵
の
前
へ
、
粉
を
か
い
て
丸
め
た
小
さ

い
団
子
を
供
え
る
。
そ
れ
を
、
カ
ラ
ス
が
食
べ
た
方
が
い
い
。

【
事
例
３
　
廿
日
市
市
浅
原
戸
屋
原
】

　
栢
木
幸
子
さ
ん
（
一
九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
生
）
談

　
死
ん
だ
ら
野
団
子
（
ベ
ン
ト
ウ
と
も
い
う
）
を
線
香
と
一
緒
に

枕
元
へ
供
え
、
死
者
と
い
っ
し
ょ
に
焼
き
場
へ
持
っ
て
い
く
。
戸

屋
原
の
焼
き
場
と
津
田
の
焼
き
場
、
ど
ち
ら
と
も
地
蔵
へ
供
え
お

い
て
か
ら
焼
く
。
だ
い
た
い
カ
ラ
ス
が
食
べ
に
く
る
。
無
く
な
ら

た
め
、
葬
式
に
お
い
て
鳥
獣
が
食
べ
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
る
供
物

の
全
て
が
死
者
の
霊
魂
の
た
め
の
供
物
と
は
言
い
切
れ
な
い
。

　
し
か
し
、
一
部
の
い
く
つ
か
地
域
で
は
、
こ
の
習
俗
が
消
滅
す

る
直
前
の
時
期
に
、
霊
魂
送
り
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
た
可
能
性

を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
、
広
島
県
廿
日
市
市
周
辺
の
伝
承

　
１
、
習
俗
の
事
例

　
全
国
の
民
俗
調
査
報
告
資
料
の
事
例
か
ら
、
葬
式
の
供
物
と
カ

ラ
ス
の
習
俗
に
つ
い
て
、
食
べ
る
場
所
と
時
点
に
注
目
し
て
き

た
。
こ
れ
に
よ
り
、こ
の
習
俗
の
供
物
は
飯
（
握
り
飯
・
茶
碗
飯
）

→
粢
→
団
子
と
い
う
変
遷
が
あ
っ
た
可
能
性
を
推
測
で
き
た
。
ま

た
こ
の
習
俗
は
、
一
部
の
地
域
で
は
消
滅
す
る
直
前
の
時
期
に
、

葬
式
に
お
け
る
霊
魂
送
り
の
儀
礼
的
表
現
の
一
つ
と
し
て
伝
承
さ

れ
て
い
た
と
仮
定
し
た
。

　
全
国
の
民
俗
調
査
報
告
資
料
の
事
例
を
整
理
し
た
情
報
と
、

二
〇
一
四
～
二
〇
年
に
広
島
県
廿
日
市
市
の
山
間
地
域
（
旧
佐
伯

町
）
を
中
心
に
聞
き
取
り
調
査
を
し
た
情
報
を
踏
ま
え
、
こ
こ
で

は
習
俗
の
変
遷
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
り
、
カ
ラ
ス
が
食
べ
る
こ
と

の
意
味
を
明
確
に
し
て
い
く
。

　
筆
者
の
住
む
広
島
県
廿
日
市
市
周
辺
は
、
二
〇
〇
三
年
に
山
間

地
域
の
旧
吉
和
村
と
旧
佐
伯
町
と
、
二
〇
〇
五
年
に
隣
接
す
る
旧
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る
。
そ
れ
を
カ
ラ
ス
が
食
べ
た
ら
い
い
。

【
事
例
５
　
廿
日
市
市
津
田
小
林
】

　
丸
石
怜
子
さ
ん
（
一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
生
）
談

　
火
葬
の
時
、
山
の
中
に
あ
る
焼
却
場
の
地
蔵
へ
オ
ブ
ク
を
二
つ

ず
つ
供
え
る
。
オ
ブ
ク
は
糯
米
粉
を
水
で
ね
っ
て
丸
め
、
湯
が
い

て
作
る
六
つ
の
団
子
。
組
内
の
女
性
が
作
っ
て
持
っ
て
い
く
。
カ

ラ
ス
が
は
や
く
食
べ
て
く
れ
た
ら
い
い
が
、
確
認
は
し
な
い
。
次

の
日
、
遺
体
が
焼
け
る
こ
ろ
ま
で
に
な
く
な
る
。

【
事
例
６
　
廿
日
市
市
津
田
花
上
】

　
西
村
光
子
さ
ん
（
一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
生
）
談

　
火
葬
の
時
、
焼
却
場
の
地
蔵
へ
二
つ
ず
つ
供
え
る
。
も
ち
の
粉

を
水
で
練
っ
て
茹
で
ず
に
ま
る
め
た
も
の
を
、
七
つ
作
る
。
組
内

の
女
性
が
作
っ
て
持
っ
て
い
く
。
カ
ラ
ス
が
食
べ
た
か
の
確
認
は

し
な
い
。カ
ラ
ス
が
食
べ
る
と
、死
者
が
浄
土
に
行
か
れ
る
ん
じ
ゃ

な
い
か
。

【
事
例
７
　
山
口
県
岩
国
市
美
和
町
坂
上
】

　
河
本
桂
子
さ
ん
（
一
九
四
四
（
昭
和
十
九
）
年
生
）
談

　
墓
参
り
の
と
き
に
、
供
え
た
も
の
を
カ
ラ
ス
が
食
べ
て
早
く
無

く
な
る
と
い
い
と
い
っ
て
い
た
。

な
い
こ
と
は
な
い
。
婦
人
会
が
、
糯
米
か
米
粉
を
水
だ
け
で
練
っ

て
丸
く
し
た
も
の
を
二
〇
個
く
ら
い
作
り
、
重
ね
て
飾
る
。
別
に

三
つ
く
ら
い
を
仏
壇
の
前
に
お
い
て（
こ
れ
は
オ
ハ
チ
と
い
う
）、

次
の
日
に
食
べ
る
。
カ
ラ
ス
が
供
物
を
食
べ
て
く
れ
た
と
き
の
こ

と
を
語
っ
た
内
容
を
録
音
の
音
源
を
そ
の
ま
ま
に
記
し
て
お
く
。

　
　 

伝
承
者
「
弁
当
じ
ゃ
け
え
ね
、ほ
い
じ
ゃ
け
え
、持
っ
て
い
っ

て
あ
げ
と
い
た
ら
ね
、
カ
ラ
ス
が
食
べ
て
く
れ
た
ら
ね
、
ま

あ
そ
り
ゃ
あ
ど
う
い
う
た
ら
え
え
か
の
う
、
言
い
草
じ
ゃ
ろ

う
が
ね
、
食
べ
て
く
れ
た
ら
よ
か
っ
た
ち
ち
ゅ
う
と
っ
た

よ
。
残
し
て
く
れ
た
ら
、
な
し
て
食
べ
ん
の
じ
ゃ
ろ
う
か
、

な
し
て
食
べ
ん
の
じ
ゃ
ろ
う
か
、
ち
、
み
ん
な
言
い
よ
っ
た

よ
。そ
い
じ
ゃ
け
え
、そ
ん
な
深
い
こ
と
は
知
ら
ん
ぃ
ー
ね
」

　
　
筆
者
「
食
べ
ら
れ
ん
か
っ
た
ら
、
ど
う
す
る
ん
？
」

　
　 

伝
承
者
「
そ
り
ゃ
そ
の
ま
ま
置
い
と
く
ん
よ
。
ほ
い
じ
ゃ
け

そ
り
ゃ
ね
、
弁
当
じ
ゃ
け
え
ね
、
弁
当
を
食
べ
て
く
れ
だ
っ

た
。
弁
当
は
食
べ
ん
で
も
え
え
じ
ゃ
な
い
ね
。
え
え
ん
じ
ゃ

が
、
そ
う
い
う
気
持
ち
の
上
で
ね
、
後
に
残
っ
と
っ
た
人
の

気
持
ち
で
そ
う
思
い
よ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
ん
か
。
食
べ
て
く

れ
た
け
、
良
か
っ
た
ち
」

【
事
例
４
　
山
口
県
岩
国
市
美
和
町
坂
上
】

　
事
例
３
の
話
者
の
実
家
地
区
。
土
葬
し
た
場
所
（
墓
）
へ
、
死

者
が
使
っ
て
い
た
茶
碗
い
っ
ぱ
い
盛
っ
て
、
そ
の
上
に
箸
を
立
て
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２
、
供
物
と
場
所

　
表
３
は
、
カ
ラ
ス
が
食
べ
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
る
供
物
と
そ
の

名
称
、
そ
し
て
供
物
を
供
え
る
場
所
を
表
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
供
物
の
名
称
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
団
子
な
ど
の
加
工
品
名

以
外
に
も
複
数
あ
っ
た
。
そ
の
な
か
で
「
べ
ん
と
う
」
と
い
う
名

称
を
使
っ
て
い
た
事
例
３
の
伝
承
者
は
、
死
者
と
カ
ラ
ス
が
同
一

で
あ
る
と
い
う
認
識
が
な
い
。
し
か
し
、
カ
ラ
ス
が
食
べ
る
と
死

者
が
「
べ
ん
と
う
」
を
食
べ
た
と
い
い
、
食
べ
る
か
否
か
は
死
者

の
自
由
で
あ
る
と
い
う
。
カ
ラ
ス
が
供
物
を
食
べ
る
と
死
者
が
供

物
を
受
け
取
っ
た
こ
と
の
し
る
し
と
な
り
、
そ
れ
は
死
者
が
成
仏

し
た
し
る
し
に
も
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
カ
ラ
ス
が
供

物
を
食
べ
た
と
い
う
こ
と
は
、
死
者
が
成
仏
し
た
か
ど
う
か
の
確

認
の
た
め
に
行
な
わ
れ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。

　
表
３
：
調
査
事
例
の
供
物
の
名
称
と
実
際
の
供
物
と
供
え
る
場
所

【
事
例
８
　
廿
日
市
市
津
田
林
の
場
合
】

　
山
崎
隆
さ
ん
（
一
九
四
五
（
昭
和
二
〇
）
年
生
）
談

　
講
の
人
が
作
り
、
火
葬
場
に
い
る
地
蔵
へ
供
え
る
。
糯
米
か
米

粉
を
二
セ
ン
チ
く
ら
い
の
丸
い
団
子
に
し
て
白
い
皿
へ
五
段
ぐ
ら

い
に
重
ね
て
供
え
る
。
そ
れ
を
カ
ラ
ス
が
食
べ
れ
ば
運
が
よ
か
っ

た
と
い
っ
た
。

【
事
例
９
　
廿
日
市
市
浅
原
戸
屋
原
の
場
合
】

　
栢
木
浩
二
さ
ん
（
一
九
五
七
（
昭
和
三
二
）
年
生
）
談

　
一
九
七
一
年
の
祖
母
の
火
葬
の
際
、
焼
き
場
に
団
子
が
置
い
て

あ
り
、
ほ
っ
と
く
よ
う
言
わ
れ
た
。

【
事
例
10
　
廿
日
市
市
浅
原
戸
屋
原
の
場
合
】

　
吉
岡
道
宏
さ
ん
（
一
九
五
七
（
昭
和
三
二
）
年
生
）
談

　
一
九
七
一
年
の
式
に
事
例
９
の
伝
承
者
と
と
も
に
参
列
し
て
い

た
が
、
団
子
も
カ
ラ
ス
の
伝
承
の
こ
と
も
知
ら
な
い
。

【
事
例
11
　
大
竹
市
の
場
合
】

　
中
野
由
美
子
さ
ん
（
一
九
六
〇
（
昭
和
三
五
）
年
生
）
談

　
火
葬
場
に
各
地
区
に
あ
っ
た
六
地
蔵
が
い
る
。
二
〇
〇
〇
年
ご

ろ
の
葬
儀
は
六
地
蔵
前
に
丸
に
し
た
団
子
の
よ
う
な
も
の
を
供
え

て
い
た
。
し
か
し
、
二
〇
一
九
年
の
葬
儀
に
団
子
は
な
か
っ
た
。
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時
点
は
遺
体
を
焼
く
前
か
ら
焼
き
終
わ
る
ま
で
と
い
う
共
通
認
識

が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
死
者
の
身
体
を
送
る
時
点
と
場
所
へ
供
物

を
供
え
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
当
該

地
域
の
葬
式
の
習
俗
は
、
民
俗
調
査
報
告
資
料
と
類
似
す
る
供
物

の
変
遷
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
当
該
地
域
の
伝
承
事

例
か
ら
は
、
こ
の
習
俗
が
霊
魂
送
り
の
確
約
を
目
的
と
し
た
民
俗

伝
承
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

　
一
方
、
カ
ラ
ス
が
食
べ
る
こ
と
を
期
待
す
る
伝
承
を
含
む
枕

飯
・
枕
団
子
に
つ
い
て
は
、餓
鬼
や
無
縁
と
い
う
よ
う
な
諸
霊
（
雑

神
）
へ
の
供
物
で
あ
る
と
す
る
田
中
宣
一
氏
の
指
摘
が
あ
る
（
注

11
）。
田
中
氏
は
仏
教
儀
礼
と
し
て
の
施
餓
鬼
会
に
は
言
及
せ
ず
、

カ
ラ
ス
が
供
物
を
食
べ
る
と
い
う
こ
と
は
枕
飯
や
枕
団
子
が
雑
神

へ
の
供
物
で
あ
る
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
と
ま
と
め
て
い
る
。
こ
の

指
摘
か
ら
本
稿
で
取
り
扱
っ
て
い
る
カ
ラ
ス
が
食
べ
る
供
物
を
み

る
と
、
施
餓
鬼
会
の
影
響
が
あ
っ
た
可
能
性
を
考
慮
す
る
必
要
も

あ
る
。
施
餓
鬼
会
は
日
本
の
仏
教
に
お
い
て
飢
餓
に
苦
し
む
無
縁

の
亡
者（
餓
鬼
）の
た
め
に
読
経
や
飲
食
を
施
す
こ
と
と
さ
れ
、『
仏

説
盂
蘭
盆
経
』（
西
晋
（
二
六
五
～
三
一
六
）
時
代
の
竺
法
護
訳
）

を
典
拠
と
す
る
重
要
な
仏
教
儀
礼
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
紹

介
す
る
習
俗
が
仏
教
儀
礼
の
施
餓
鬼
会
か
ら
す
べ
て
説
明
で
き
る

か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。

　
そ
れ
は
、
当
該
地
域
に
お
け
る
こ
の
習
俗
の
供
物
が
、
縁
者
の

た
め
と
伝
え
ら
れ
、
必
ず
し
も
餓
鬼
へ
の
施
し
と
は
考
え
ら
れ
て

写
真
１
：
粢
（
二
〇
二
〇
年
三
月
三
一
日
作
成
）

 

　
供
物
の
作
り
方
に
注
目
す
る
と
、
名
称
が
団
子
で
あ
り
な
が

ら
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
粢
で
あ
っ
た
が
、
粢
と
い
う
名
称
を
継
承
し

て
い
る
伝
承
者
は
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
事
例
５
、６
か
ら
粢
の

場
合
と
団
子
の
場
合
が
同
町
内
の
同
時
期
に
存
在
し
て
い
た
こ
と

を
確
認
で
き
た
。
こ
れ
ら
は
、
粢
か
ら
団
子
へ
と
供
物
が
変
遷
し

た
過
渡
期
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
供
物
の
場
所
は
ヤ
キ
バ
（
焼
き
場
）
の
地
蔵
で
あ
り
、
供
え
る
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図
１
：
旧
浅
原
村
戸
屋
原
地
区
に
お
け
る
火
葬
場
の
変
遷
地
図

い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
３
、
旧
浅
原
村
戸
屋
原
地
区
の
火
葬
場
の
変
遷

　
二
〇
二
〇
年
現
在
の
葬
式
に
は
粢
や
団
子
は
供
え
ら
れ
な
く

な
っ
て
い
る
。
カ
ラ
ス
が
食
べ
る
た
め
の
供
物
が
途
切
れ
た
理
由

は
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
る
こ
ろ
に
急
速
に
増
え
た
葬
儀
ホ
ー
ル

の
影
響
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
び
の
調
査
で
、
旧
浅

原
村
戸
屋
原
の
火
葬
場
の
変
化
に
と
も
な
い
、
こ
の
習
俗
の
供
物

が
用
意
さ
れ
な
く
な
っ
た
時
期
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま

ず
、
旧
浅
原
村
戸
屋
原
の
火
葬
場
と
そ
の
移
転
は
、
表
４
に
ま
と

め
た
四
地
点
で
あ
る
。

表
４
：
旧
浅
原
村
戸
屋
原
地
区
に
お
け
る
火
葬
場
の
変
遷
詳
細
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が
移
設
さ
れ
た
（
注
16
）。
し
か
し
、
Ｄ
地
点
竣
工
の
際
に
は
、
地
蔵

は
移
設
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

写
真
２
：
Ｂ
地
点
町
営
火
葬
場
広
場
に
あ
る
地
蔵
（
二
〇
一
九 

年
六
月

二
四
日
確
認
）

　
こ
の
う
ち
、
Ａ
地
点
は
事
例
３
の
伝
承
者
が
古
老
か
ら
明
治
期

の
焼
き
場
と
し
て
聞
き
覚
え
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
Ａ
地
点
の
詳

細
は
、
経
験
者
を
確
認
で
き
な
か
っ
た
た
め
不
明
で
あ
る
。
Ｂ
地

点
は
事
例
３
の
伝
承
者
が
嫁
い
だ
一
九
五
〇
年
に
使
用
さ
れ
て
い

た
焼
き
場
で
あ
る
。
Ａ
地
点
が
明
治
期
の
焼
き
場
で
あ
っ
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
、
Ｂ
地
点
は
昭
和
初
期
に
は
使
用
さ
れ
て

い
た
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、
Ｂ
地
点
は
地
域
住
民
に
よ
っ
て
葬

式
か
ら
火
葬
ま
で
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
Ａ
地
点
も
地
域

住
民
が
火
葬
を
行
な
っ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
Ｂ
地
点
の
使
用

は
Ｃ
地
点
が
で
き
る
ま
で
で
あ
っ
た
。
Ｃ
地
点
の
旧
佐
伯
町
火
葬

場
「
津
田
下
山
桜
が
丘
斎
場
清
浄
苑
」
は
一
九
七
三
年
に
竣
工
さ

れ
て
い
る
（
注
12
）。
Ｂ
、
Ｃ
両
地
点
は
と
も
に
葬
式
に
お
い
て
カ
ラ

ス
が
食
べ
る
た
め
の
団
子
（
粢
）
が
用
意
さ
れ
、
さ
ら
に
カ
ラ
ス

の
飛
来
が
あ
っ
た
こ
と
を
事
例
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
て
い

る
（
注
13
）。
そ
の
後
、
廿
日
市
市
営
火
葬
場
で
あ
る
Ｄ
地
点
「
霊
峯

苑
」
が
二
〇
〇
〇
年
に
竣
工
し
た
（
注
14
）。
Ｃ
地
点
の
利
用
は
こ
の

二
〇
〇
〇
年
四
月
ま
で
と
な
る
。
Ｄ
地
点
は
カ
ラ
ス
の
伝
承
は
聞

か
れ
な
く
な
り
、
供
物
も
供
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
（
注
15
）。

　
火
葬
場
の
移
転
と
伝
承
者
か
ら
の
情
報
を
考
え
あ
わ
せ
て
み
る

と
、
旧
浅
原
村
戸
屋
原
に
お
け
る
葬
式
の
供
物
を
カ
ラ
ス
が
食
べ

る
習
俗
が
な
く
な
っ
た
の
は
、
火
葬
場
が
Ｄ
地
点
に
移
転
す
る
際

に
地
蔵
を
移
転
し
な
か
っ
た
こ
と
が
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
と
考
え

ら
れ
る
。
Ｃ
地
点
竣
工
の
際
に
、
Ｂ
地
点
に
あ
っ
た
地
蔵
の
一
部
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表
５
：
伝
承
者
の
記
憶
の
世
代
差

　
カ
ラ
ス
が
食
べ
る
習
俗
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
な
ん
ら

か
の
供
物
と
考
え
ら
れ
る
団
子
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る

事
例
９
、
11
の
伝
承
者
は
、
高
度
経
済
成
長
期
間
（
一
九
五
五
～

七
三
）
の
生
ま
れ
で
あ
る
。
供
物
と
カ
ラ
ス
の
伝
承
を
と
も
に
継

承
し
て
い
た
の
は
、
彼
ら
の
両
親
に
あ
た
る
昭
和
初
期
生
ま
れ
の

伝
承
者
た
ち
で
あ
る
。
こ
の
二
世
代
の
間
に
あ
た
る
戦
中
生
ま
れ

の
伝
承
者
た
ち
は
、
供
物
を
カ
ラ
ス
が
食
べ
る
と
よ
い
こ
と
は
認

識
し
て
い
る
が
、
供
物
の
作
り
方
の
情
報
を
持
っ
て
い
な
か
っ

た
。
こ
れ
ら
の
内
容
か
ら
、
カ
ラ
ス
が
供
物
を
食
べ
る
と
よ
い
と

い
う
伝
承
は
あ
る
時
期
か
ら
積
極
的
に
伝
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
こ

と
が
分
か
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
供
物
に
限
る
事
例
と
、
供
物
と
カ
ラ
ス
の

伝
承
を
含
む
事
例
が
同
時
期
に
混
在
す
る
の
は
、
こ
の
習
俗
が
変

　
Ｂ
地
点
は
各
地
区
の
焼
き
場
に
安
置
さ
れ
て
い
た
地
蔵
を
こ
こ

へ
移
動
す
る
こ
と
で
、
カ
ラ
ス
の
伝
承
も
継
続
し
て
伝
え
ら
れ
て

い
た
可
能
性
が
推
測
で
き
る
。
事
例
２
、３
の
伝
承
者
か
ら
は
、

こ
の
伝
承
の
た
め
の
供
物
を
用
意
し
た
葬
儀
は
二
〇
〇
〇
年
が
最

後
だ
っ
た
と
い
う
共
通
の
記
憶
と
認
識
を
確
認
で
き
た
。
こ
れ
は

Ｄ
地
点
が
竣
工
し
た
年
と
一
致
す
る
。
旧
浅
原
村
戸
屋
原
地
区
に

お
け
る
伝
承
は
、
地
蔵
が
移
転
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
が
大

き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
４
、
葬
送
習
俗
の
変
遷

　
団
子
は
供
え
ら
れ
て
い
た
が
、
カ
ラ
ス
の
伝
承
は
知
ら
な
い
伝

承
者
も
い
た
。
広
島
県
大
竹
市
在
住
の
事
例
11
の
伝
承
者
は
、
か

つ
て
の
葬
式
に
お
い
て
六
地
蔵
へ
供
え
ら
れ
て
い
た
団
子
が
、

二
〇
一
九
年
の
葬
式
に
は
用
意
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
不
思

議
に
思
っ
た
と
い
う
。
大
竹
市
の
広
域
火
葬
場
に
は
、
地
区
ご
と

に
あ
っ
た
六
地
蔵
が
そ
れ
ま
で
の
場
所
か
ら
す
べ
て
そ
こ
へ
移
動

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
事
例
９
の
伝
承
者
は
、
一
九
七
一
年
に
Ｂ
地

点
の
焼
き
場
に
あ
っ
た
地
蔵
へ
団
子
が
供
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を

記
憶
し
て
い
る
。
し
か
し
、
火
葬
の
間
は
そ
れ
を
放
っ
て
お
く
よ

う
に
と
言
わ
れ
た
と
い
う
。
表
５
に
、
出
生
年
代
ご
と
に
供
物
と

カ
ラ
ス
の
伝
承
が
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
て
い
る
か
整
理
し
た
。
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地
域
が
あ
る
。

④ 

旧
浅
原
村
に
お
け
る
こ
の
習
俗
は
、
焼
き
場
に
安
置
さ
れ
て
い

た
地
蔵
が
公
営
火
葬
場
に
移
さ
れ
る
と
い
う
伝
承
の
場
の
変
化

と
と
も
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
。

⑤ 

習
俗
の
変
遷
を
時
代
ご
と
に
伝
承
者
の
視
点
で
整
理
す
る
と
３

つ
の
時
期
に
分
類
で
き
る
。

（
１
）
戦
前
～
戦
後
十
年
ご
ろ

　
　
　
供
物
と
カ
ラ
ス
の
伝
承
が
と
も
に
継
承
さ
れ
て
い
た
時
期

（
２
）
高
度
経
済
成
長
期
（
一
九
五
五
～
七
三
）

　
　
　
カ
ラ
ス
の
伝
承
の
み
が
継
承
さ
れ
て
い
た
時
期

（
３
）
一
九
八
〇
年
代
～
二
〇
二
〇
年
頃

　
　
　
供
物
が
あ
っ
た
と
い
う
記
憶
の
み
に
な
っ
た
時
期

　
カ
ラ
ス
が
食
べ
る
供
物
の
多
く
は
、
死
者
の
枕
元
か
ら
埋
葬
地

や
火
葬
場
へ
と
持
っ
て
行
か
れ
る
。
廿
日
市
市
周
辺
の
事
例
か
ら

は
、
カ
ラ
ス
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
死
者
の
霊

魂
送
り
の
た
め
の
供
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
習
俗

は
死
者
の
霊
魂
が
供
物
を
受
け
取
っ
た
か
否
か
確
か
め
た
い
と
い

う
気
持
ち
、
つ
ま
り
、
死
者
の
霊
魂
送
り
が
達
成
で
き
た
か
否
か

を
、
カ
ラ
ス
が
供
物
を
食
べ
る
こ
と
で
判
断
す
る
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。

　
当
該
地
域
に
お
い
て
こ
の
伝
承
は
、
す
く
な
く
と
も
戦
前
ご
ろ

か
ら
消
滅
す
る
ま
で
の
時
期
に
霊
魂
送
り
の
儀
礼
を
表
現
す
る
も

遷
の
時
期
を
迎
え
た
結
果
と
考
え
ら
れ
、
伝
承
の
推
移
を
以
下
の

よ
う
に
整
理
し
た
。

（
１
） 
供
物
と
カ
ラ
ス
の
伝
承
が
と
も
に
継
承
さ
れ
て
い
た
時
期

　
　
　（
戦
前
～
戦
後
十
年
程
度
）

（
２
） 

供
物
の
詳
細
は
伝
承
さ
れ
て
い
な
い
が
、
カ
ラ
ス
が
食
べ

る
と
良
い
と
い
う
伝
承
は
継
承
さ
れ
て
い
た
時
期
（
戦
後

～
高
度
経
済
成
長
期
）

（
３
） 

供
物
が
あ
っ
た
と
い
う
記
憶
の
み
に
な
っ
た
時
期
（
高
度

経
済
成
長
期
～
平
成
）

お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
、
広
島
県
廿
日
市
市
周
辺
の
事
例
を
中
心
に
葬
式
の

供
物
を
カ
ラ
ス
が
食
べ
る
こ
と
を
期
待
す
る
習
俗
に
つ
い
て
考
察

し
た
。
そ
の
結
果
は
以
下
の
五
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

① 

供
物
は
団
子
と
い
う
名
称
の
ま
ま
、
現
実
に
は
粢し
と
ぎが
用
い
ら
れ

て
い
た
。

② 

供
物
に
は
飯
（
握
り
飯
・
茶
碗
飯
）
→
粢
→
団
子
と
い
う
三
段

階
の
変
遷
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

③ 

カ
ラ
ス
に
食
べ
さ
せ
る
供
物
は
、
身
体
処
理
を
す
る
と
き
の
供

物
と
関
連
し
て
お
り
、
死
者
の
霊
魂
送
り
（
タ
マ
オ
ク
リ
）
が

確
約
し
た
こ
と
の
表
現
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
た
時
期
を
も
つ
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広島県廿日市市周辺のカラスをめぐる葬送習俗　―供物を食べる意味―

注
５
　
新
谷
尚
紀
『
日
本
人
の
葬
儀
』
一
九
九
二
年
、
紀
伊
国
屋
書
店

注
６
　
最
上
孝
敬
『
霊
魂
の
行
方
』
一
九
八
四
年
、
名
著
出
版

注
７
　
注
５
と
同
じ

注
８
　 

関
沢
ま
ゆ
み
「
葬
儀
と
墓
の
構
造
的
変
化
の
50
年
」『
民
俗
学
が

読
み
解
く
葬
儀
と
墓
の
変
化
』
二
〇
一
七
年
、
国
立
歴
史
民
俗
博

物
館
研
究
叢
書
２
、
朝
倉
書
店

注
９
　
廿
日
市
市
・
佐
伯
町
・
吉
和
村
合
併
協
議
会
Ｐ
Ｄ
Ｆ
資
料

注
10
　『
佐
伯
町
誌
本
編
』
一
九
八
六
年
、
佐
伯
町

注
11
　 

田
中
宣
一
「
枕
飯
と
枕
団
子
ー
葬
送
儀
礼
に
お
け
る
雑
神
へ
の
施

食
ー
」『
日
本
常
民
文
化
紀
要
』、
一
九
九
九
年

注
12
　 「
広
報
さ
い
き
」
第
一
一
四
号
、
一
九
七
三
年
十
一
月
二
〇
日
発

行

注
13
　
事
例
３
、９
の
伝
承
者
談
、
聴
取
日
二
〇
二
〇
年
四
月
一
日

注
14
　「
広
報
は
つ
か
い
ち
」N

o

八
六
一
、二
〇
〇
〇
年
四
月
一
日
発
行

注
15
　
事
例
２
、３
の
伝
承
者
談

注
16
　 

全
て
の
地
蔵
が
移
設
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
、
津

田
林
地
区
は
前
の
焼
き
場
に
地
蔵
が
ま
だ
あ
っ
た
と
い
う
（
事
例

８
の
伝
承
者
談
、
二
〇
二
〇
年
五
月
一
日
）

【
事
例
参
考
文
献
】

○
『
伊
勢
崎
市
史
』
民
俗
編
（
一
九
八
九
年
、
伊
勢
崎
市
編
集
発
行
）

○ 

『
成
田
市
史
』
民
俗
編
（
一
九
八
二
年
、成
田
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
、

成
田
市
発
行
『
栃
尾
市
史
』
別
巻
I
）

の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
実
地
調
査
に
よ
っ
て
得
た
習
俗
の
事
例
は
、
こ
れ
ま
で
の
報
告

書
に
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。
あ
と
数
年
も
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う

な
伝
承
の
確
認
も
難
し
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

【
注
】

注
１
　 

栢
木
希
望
「
瀬
戸
内
海
に
お
け
る
御
鳥
喰
神
事
」『
尾
道
市
立
大

学
日
本
文
学
論
叢
』
九
、二
〇
一
三
年
、
尾
道
市
立
大
学
日
本
文

学
会

注
２
　 

新
谷
尚
紀
「
儀
礼
の
近
代
」『
都
市
の
暮
ら
し
の
民
俗
学
』

二
〇
〇
六
年
、
吉
川
弘
文
館
、
同
氏
『
葬
式
は
誰
が
す
る
の
か
』

二
〇
一
五
年
、
吉
川
弘
文
館

注
３
　 

新
谷
尚
紀
「
人
と
烏
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物

館
研
究
報
告
』
十
五
集
、
一
九
八
七
年
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館

注
４
　 

参
考
と
し
た
資
料
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る

　
　
　 

柳
田
國
男
著
『
葬
送
習
俗
語
彙
』（
一
九
三
七
年
に
民
間
伝
承
の

会
が
発
行
、
岩
波
書
店
販
売
し
た
も
の
を
原
書
と
し
、
二
〇
一
四

年
に
河
出
書
房
新
社
よ
り
新
字
新
仮
名
に
改
題
し
て
刊
行
さ
れ

た
）、『
日
本
の
民
俗
』
全
四
七
巻
（
う
ち
北
海
道
と
沖
縄
を
除
く
）

（
一
九
七
二
年
～
一
九
七
五
年
、
第
一
法
規
発
行
）、『
日
本
の
葬

礼
・
墓
制
』全
八
巻（
一
九
七
八
年
～
七
九
年
に
明
玄
書
房
発
行
）、

『
日
本
民
俗
地
図
』
Ⅵ
（
葬
制
・
墓
制
）（
一
九
八
〇
年
、
文
化

庁
著
作
兼
発
行
）、
各
市
町
村
誌
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【
付
記
】

　
本
稿
執
筆
に
あ
た
り
、
貴
重
な
お
話
を
語
っ
て
く
だ
さ
っ
た
伝
承
者
の

皆
様
に
記
し
て
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
調
査
の
際
、
さ
い
き
文
化

セ
ン
タ
ー
の
日
比
野
稔
様
、
津
田
支
所
の
永
中
雄
二
様
、
浅
原
交
流
会
館

職
員
の
黒
木
真
由
様
、
浅
原
市
民
セ
ン
タ
ー
の
大
下
淳
子
様
に
、
地
域
の

方
々
を
ご
紹
介
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
ほ
か
、
ご
協
力
い
た
だ
き

ま
し
た
み
な
さ
ま
に
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
―
か
や
き
・
の
ぞ
み
　
は
つ
か
い
ち
市
民
さ
い
き
図
書
館
　

尾
道
市
立
大
学
大
学
院
二
〇
一
三
年
度
修
了
―

○ 

『
長
野
県
史
』
民
俗
編
（
第
四
巻
（
三
）
北
信
地
方
、こ
と
ば
と
伝
承
、

一
九
八
六
年
、
長
野
県
編
集
、
長
野
県
史
刊
行
会
発
行
）

○ 
『
長
野
県
史
』
民
俗
編
（
第
四
巻
（
一
）
北
信
地
方
、
日
々
の
生
活
、

一
九
八
四
年
、
長
野
県
編
集
、
長
野
県
史
刊
行
会
発
行
）

○ 

『
飯
山
市
誌
』（
一
九
九
五
年
、
飯
山
市
誌
編
纂
専
門
委
員
会
編
集
、
飯

山
市
発
行
）

○ 

『
山
ノ
内
町
誌
』（
一
九
七
三
年
、
山
ノ
内
町
誌
刊
行
会
編
集
、
山
ノ
内

町
発
行
）

○ 

『
信
州
高
山
村
誌
』
第
三
巻
地
誌
編
（
二
〇
〇
六
年
、
高
山
村
誌
編
纂

委
員
会
編
、
高
山
村
誌
刊
行
会
発
行
）

○
『
新
編
瑞
穂
村
誌
』（
一
九
八
〇
年
、新
編
瑞
穂
村
誌
刊
行
会
編
、発
行
）

○ 

『
大
治
町
民
俗
誌
』
上
巻
（
一
九
七
九
年
、
名
古
屋
民
俗
研
究
会
編
、

大
治
町
発
行
）

○
『
熊
野
の
民
俗
』（
一
九
八
五
年
、
近
畿
民
俗
学
会
発
行
）

○ 

岩
井
宏
実「
紀
州
粉
河
町
民
俗
調
査
報
告
」（『
近
畿
民
俗
』第
二
七
号『
近

畿
民
俗
』
第
三
冊
、一
九
八
三
年
、近
畿
民
俗
学
会
編
、名
著
出
版
所
収
）

○ 

『
北
房
町
史
』
民
俗
編
（
一
九
八
三
年
、北
房
町
史
編
集
委
員
会
編
集
、

北
房
町
発
行
）

○
『
廿
日
市
町
誌
』
通
史
編
下
（
一
九
八
八
年
、
廿
日
市
町
編
発
行
）

○
『
吉
和
村
誌
』（
一
九
八
五
年
）

○
涌
永
敏
子「
烏
の
こ
と
な
ど
」『
民
間
伝
承
』十
六
ー
十
一（
一
九
五
二
年
）


