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伝
承
し
た
民
俗
行
事
と
そ
の
今
昔

尾　

﨑　

与
四
男

　
　

は
じ
め
に

　　

私
た
ち
が
、
祖
先
か
ら
伝
承
し
た
、
民
俗
行
事
も
時
代
が
進
み
、
生
活
様
式
が
変
わ
る
に
従
い
次
第
に
変
化
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
を
知
る
こ
と
は
、
将
来
の
在
り
方
を
考
え
る
う
え
に
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

私
は
、
こ
の
激
し
く
移
り
変
わ
る
社
会
情
勢
の
も
と
、
古
い
時
代
の
過
ぎ
去
っ
た
こ
と
を
顧
み
、
現
在
ど
の
よ
う
に
伝
承
さ
れ
た

か
に
つ
き
、
わ
が
家
を
基
と
し
て
、
私
の
住
ん
で
い
る
、
北
稲
八
間
の
地
区
を
対
象
と
し
、
そ
の
記
憶
を
辿
り
な
が
ら
書
き
残
す
こ

と
に
し
た
。

　
　
　

◎
正
月
の
た
め
の
準
備

　

餅
つ
き　

餅
を
つ
く
日
は
、
特
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
私
の
地
区
で
は
、
二
十
五
日
頃
か
ら
、
三
十
日
ま
で
の
間
に
行
う
。

し
か
し
「
午う
ま
の
日
」
は
火
が
荒
れ
る
、
ま
た
、
三
十
一
日
は
「
一
夜
も
ち
」
と
言
っ
て
行
わ
な
い
。
で
き
上
が
っ
た
鏡
餅
は
、
お
宮
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さ
ん
と
、
お
寺
へ
お
供
え
す
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
、
宮
司
宅
と
住
職
宅
へ
持
参
す
る
。

　

注
連
縄　

昔
は
、
自
家
で
作
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
近
年
は
市
販
し
て
い
る
も
の
を
か
ざ
る
家
が
多
く
な
っ
た
。

　

私
の
家
は
農
家
で
自
作
の
藁
で
作
り
、
そ
れ
に
、
ユ
ズ
リ
ハ
を
つ
け
、
ウ
ラ
ジ
ロ
は
山
で
採
取
し
た
も
の
を
つ
け
る
。
で
き
た
も

の
は
家
の
歳
神
を
始
め
、
門
口
、
倉
庫
、
土
蔵
、
農
機
具
、
車
な
ど
日
頃
暮
し
に
関
係
の
あ
る
所
へ
飾
る
。

　

門
松　

正
月
を
祝
う
た
め
に
飾
る
が
、
門
松
に
若
い
松
の
新
梢
を
切
り
取
る
こ
と
は
、
樹
木
保
存
の
上
か
ら
、
も
っ
た
い
な
い
と

の
考
え
で
、
昔
か
ら
精
華
町
で
厚
手
の
小
さ
い
洋
紙
に
、
門
松
の
姿
を
色
刷
り
し
左
右
一
枚
ず
つ
計
二
枚
を
各
家
に
配
布
さ
れ
る
。

そ
れ
に
よ
り
代
行
す
る
こ
と
に
な
り
、
現
在
も
続
い
て
い
る
。

　

松
の
内　

門
松
は
、
七
日
に
な
っ
て
取
り
去
る
の
で
、
そ
の
期
間
を
「
松
の
内
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

衣　

ふ
だ
ん
着
以
外
で
、
つ
く
ろ
い
の
な
い
清
潔
な
も
の
を
着
る
。

　

食　

正
月
三
カ
日
の
雑
煮
に
入
れ
る
大
根
、
里
芋
、
牛
、
人
参
、
豆
腐
、
油
揚
な
ど
を
そ
ろ
え
る
。

　

住　

住
家
の
内
外
と
周
囲
を
掃
き
清
め
る
。
青
め
の
砂
撒
き
は
終
戦
後
は
廃
止
さ
れ
た
。

　

大
晦
日
（
お
お
つ
ご
も
り
）　

各
家
で
は
お
せ
ち
料
理
を
つ
く
る
が
、
我
が
家
で
は
数
年
前
か
ら
料
理
屋
に
頼
む
よ
う
に
し
て
い

る
が
家
で
と
っ
た
野
菜
物
の
煮
つ
け
は
す
る
。

　

除
夜
の
鐘　

大
晦
日
の
夜
十
二
時
前
か
ら
、
阿
彌
陀
寺
の
鐘
が
つ
き
始
め
ら
れ
る
の
で
、
檀
家
の
も
の
は
お
参
り
し
て
交
代
で
鐘

を
つ
き
煩
悩
を
取
り
除
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
　

◎
一　

月           
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○
一
日

　

雑
煮　

正
月
三
カ
日
の
朝
に
食
べ
る
食
事
で
あ
る
。

　

雑
煮
を
炊
く
場
所
に
つ
い
て
、
昔
は
竈
を
使
っ
て
煮
た
の
で
あ
っ
た
が
、
終
戦
後
は

生
活
の
様
式
が
変
わ
り
、
ま
た
燃
料
を
作
る
人
手
が
不
足
と
な
り
、
そ
こ
へ
、
便
利
な

ガ
ス
・
水
道
の
設
置
に
よ
り
、
台
所
の
改
善
が
行
わ
れ
た
の
で
昔
の
よ
う
な
竈
を
使
っ

て
い
る
家
は
ま
れ
で
あ
る
。

　

生
活
に
使
う
水
に
つ
い
て
、
古
く
か
ら
こ
の
地
区
に
共
同
井
戸
が
南
北
に
二
カ
所
あ

り
、
と
も
に
湧
き
出
る
水
は
美
し
く
し
か
も
豊
で
、
一
般
に
飲
料
水
の
ほ
か
浴
用
や
洗

濯
に
ま
で
使
っ
て
い
た
が
、
町
営
の
水
道
が
開
通
し
て
か
ら
は
、
水
を
汲
む
人
は
な
く

今
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
や
板
囲
い
な
ど
を
施
し
そ
の
跡
を
残
し
て
い
る
。

　

昔
、
雑
煮
に
使
う
「
若
水
」
は
元
旦
の
早
朝
に
な
る
べ
く
厄
年
の
人
が
こ
の
井
戸
の

水
を
汲
み
取
り
、
神
仏
に
供
え
雑
煮
に
入
れ
る
習
慣
が
あ
っ
た
。

　

雑
煮
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
餅
を
入
れ
て
食
べ
る
も
の
で
あ
る
が
、
昼
食
は
、
そ
の
雑
煮
の
残
り
を
食
べ
、
晩
は
お
せ
ち
料
理
を

食
べ
る
風
習
に
な
っ
て
い
る
。

　

屠
蘇　

三
カ
日
の
朝
、
雑
煮
を
食
べ
る
と
き
、
屠
蘇
と
し
て
日
本
酒
を
飲
む
人
が
多
い
。

　

初
詣　

私
の
地
区
で
は
、
氏
神
で
あ
る
武
内
神
社
へ
参
拝
し
て
家
族
の
幸
福
を
祈
願
す
る
が
、
更
に
恵
方
参
り
を
す
る
人
も
あ

る
。

約 30 年前の尾崎家の雑煮風景
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○
二
日

　

仕
事
始
め　

私
の
家
は
農
家
で
あ
り
、
四
日
ま
で
に
一
度
は
鋤
・
鍬
を
持
っ
て
田
圃
へ
、
ま
た
鎌
・
鉈
・
鋸
を
持
っ
て
山
へ
行
き

仕
事
始
め
に
簡
単
な
作
業
を
し
て
帰
る
。

　
　

○
七
日

　

七
草
粥　

当
地
区
で
は
、
七
草
を
摘
み
集
め
て
白
米
と
共
に
煮
込
み
粥
を
つ
く
り
食
べ
る
家
が
多
く
、
我
が
家
で
も
セ
リ
・
ナ
ズ

ナ
な
ど
二
、三
種
類
の
野
草
に
水
菜
を
加
え
粥
食
を
炊
き
食
べ
る
。

　
　

○
十
一
日

　

蔵
開
き　

私
の
家
で
も
、
福
が
蔵
か
ら
逃
げ
な
い
よ
う
に
し
て
期
日
の
来
る
の
を
待
っ
て
開
け
る
。

　
　

○
十
四
日

　

日
待
ち　

昔
、
十
四
日
の
夜
、
当
番
の
家
に
籠
っ
て
日
の
出
を
待
つ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
家
で
は
夕
方
か
ら
翌
朝
ま
で
飲
み
食
い

を
続
け
、
日
の
出
を
待
っ
て
代
表
が
お
伊
勢
参
り
に
出
発
し
た
の
で
あ
る
が
、
現
在
で
は
す
た
れ
て
行
わ
れ
て
い
な
い
。

　
　

○
十
五
日

　

左
義
長　

私
の
地
区
で
は
「
ト
ン
ド
」
と
呼
ば
れ
、
昔
か
ら
こ
の
習
慣
は
続
い
て
い
る
。

　

十
四
日
の
夕
方
、
各
家
か
ら
正
月
に
飾
っ
た
門
松
と
注
連
縄
の
ほ
か
、
長
い
青
竹
、
稲
藁
な
ど
を
持
ち
寄
り
、
集
落
の
外
れ
で
農

道
の
可
成
り
広
い
場
所
に
行
き
、
ト
ン
ド
の
組
み
立
て
を
す
る
。
組
み
立
て
作
業
は
全
員
の
共
同
で
行
う
。
先
ず
、
三
本
の
親
竹
を

三
メ
ー
ト
ル
余
り
の
高
さ
で
交
叉
さ
せ
て
結
び
、
三
方
に
竹
の
足
元
を
広
げ
て
組
み
立
て
る
。
そ
れ
に
、
持
参
し
た
注
連
縄
を
継
ぎ

合
わ
せ
、
藁
を
結
び
つ
け
た
も
の
を
周
囲
に
巻
い
て
準
備
が
完
了
す
る
。
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そ
の
三
本
の
竹
の
内
部
へ
は
、
予
め
持
参
し
た
門
松
や
神
様
の
供
物
の
ほ
か
、
古
く
な
っ
た
御
札
な
ど
を
入
れ
て
燃
や
す
。

　

十
五
日
の
早
朝
、
組
の
人
々
が
集
ま
っ
て
点
火
す
る
が
、
こ
の
と
き
「
書
き
初
め
」
を
燃
や
し
て
習
字
の
上
達
を
祈
願
す
る
人
も

あ
る
。

　

昔
か
ら
こ
の
燃
え
盛
る
ト
ン
ド
の
火
に
あ
た
る
と
若
返
り
、
あ
か
ぎ
れ
が
切
れ
な
い
と
か
、
ま
た
、
そ
の
灰
を
体
に
塗
る
と
病
気

に
罹
ら
な
い
と
か
言
わ
れ
て
い
る
。

　

体
を
温
め
な
が
ら
、
餅
を
焼
い
て
食
べ
る
が
、
そ
の
と
き
餅
を
少
し
ず
つ
ち
ぎ
っ
て
、
平
素
、
私
た
ち
を
脅
か
す
害
虫
の
へ
び
、

ま
む
し
、
む
か
で
、
蚊
な
ど
の
被
害
を
防
ぐ
た
め
の
虫
に
対
す
る
呪
い
の
た
め
祈
り
を
す
る
。
こ
れ
は
「
何
々
の
口
（
例
え
ば
ま
む

し
の
口
）」
と
叫
び
つ
つ
、
こ
の
火
で
焼
い
た
餅
を
小
さ
く
千
切
っ
た
餅
の
半
分
を
火
中
に
投
げ
、
残
り
は
自
分
が
食
べ
る
も
の
で
、

こ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
は
呪
い
で
は
な
く
、
害
虫
の
予
防
と
虫
へ
の
供
養
を
兼
ね
て
い
る
奇
習
か
も
知
れ
な
い
、
と
私
は
解
釈
し
て

い
る
。

　

ま
た
、
燃
え
て
い
る
青
竹
が
「
ド
ン
」
と
高
い
音
を
た
て
て
爆は

ぜ
る
と
「
男
の
子
じ
ゃ
」
と
歓
声
を
あ
げ
る
人
が
あ
る
。
こ
れ
は

男
児
の
出
生
を
願
う
心
の
祈
り
で
あ
る
。

　

こ
の
「
ト
ン
ド
」
が
燃
え
つ
き
て
帰
る
と
き
、
竹
の
先
き
の
燃
え
残
っ
た
も
の
を
、
そ
の
ま
ま
火
種
を
消
さ
ぬ
よ
う
に
し
て
持
ち

帰
り
、
そ
の
火
を
す
ぐ
家
の
竈
の
中
に
入
れ
雑
煮
を
炊
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

な
お
、
火
の
消
え
た
青
竹
を
畑
に
持
ち
ゆ
き
、
柿
の
木
を
叩
き
、
今
年
も
果
実
が
沢
山
実
る
よ
う
に
と
「
成
木
責
め
」
を
行
う
習

慣
も
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
「
ト
ン
ド
」
が
終
わ
る
と
、
厄
年
（
男
女
と
も
数
え
年
十
九
歳
）
の
人
は
、
八
幡
市
に
あ
る
八
幡
宮
へ
参
拝
し
、
厄
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除
け
と
幸
せ
を
祈
願
す
る
。

　

小
正
月　

昔
は
小
豆
粥
を
食
べ
た
が
、
今
は
す
た
れ
て
い
る
。
し
か
し
私
の
家
で
は
正
月
と
同
じ
雑
煮
を
つ
く
っ
て
食
べ
る
。

　

成
人
式　

成
人
式
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
終
戦
後
の
こ
と
で
、
現
在
で
は
精
華
町
の
行
事
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
私
た
ち
の
若
い
頃
は
、
前
述
の
「
ト
ン
ド
」
が
終
わ
っ
て
、
友
達
と
共
に
、
現
在
、
八
幡
市
に
あ
る
石
清
水
八
幡
宮
に

参
拝
し
、
大
人
の
仲
間
入
り
が
で
き
た
と
喜
び
、
社
会
人
と
し
て
責
任
の
重
大
さ
を
痛
感
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

○
十
六
日

　

藪
入
り　

嫁
入
り
を
し
た
娘
や
、
奉
公
に
出
て
い
る
人
々
が
、
十
六
日
の
朝
、
自
分
の
仕
事
を
早
く
済
ま
せ
暇
を
貰
っ
て
、
親
元

に
帰
り
、
親
の
仕
事
を
助
け
る
。
い
わ
ゆ
る
親
孝
行
を
し
た
も
の
で
、
現
在
も
そ
の
風
習
が
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
帰
る
日
に
つ

い
て
は
ま
ち
ま
ち
で
、
帰
る
人
や
家
の
都
合
に
よ
り
変
更
さ
れ
、
休
日
に
行
う
人
が
多
い
。

　
　
　

◎
二　

月

　
　

○
一
日

　

二
の
正
月　

こ
の
日
の
朝
は
、
元
旦
と
同
じ
よ
う
に
雑
煮
を
食
べ
る
家
が
多
く
、
私
の
家
で
も
そ
れ
を
続
け
て
い
る
。

　

初
午
詣
り　

昔
、
伏
見
の
お
稲
荷
さ
ま
は
農
業
の
神
様
で
あ
っ
た
の
で
、
毎
年
二
月
最
初
の
午
の
日
に
農
家
の
人
が
多
く
参
拝
し

た
が
、
近
年
、
都
市
開
発
が
進
み
専
業
農
家
が
減
少
し
た
の
で
お
参
り
す
る
人
も
少
な
く
な
っ
た
。

　

松
尾
さ
ん
詣
り　

こ
れ
は
厄
払
い
の
行
事
で
、
毎
年
最
初
の
午
の
日
に
、
奈
良
県
に
あ
る
松
尾
寺
へ
お
詣
り
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

男
は
前
厄
四
十
一
歳
、
本
厄
四
十
二
歳
、
後
厄
四
十
三
歳
、
女
は
三
十
三
歳
と
三
十
七
歳
に
厄
を
払
い
幸
せ
を
祈
願
す
る
も
の            
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で
、
全
員
が
参
加
し
、
終
わ
っ
て
厄
払
い
の
成
就
を
祝
い
宴
会
を
催
す
。
ま
た
、
男
女
と
も
六
十
一
歳
に
お
詣
り
す
る
。

　

還
暦
祝
い　

昔
は
盛
大
に
行
わ
れ
た
が
、
人
間
の
平
均
寿
命
が
延
び
た
こ
と
も
あ
り
行
う
人
が
な
い
。

　

○
二
日

　

節
分　

私
の
家
で
は
、
大
豆
で
炒
り
豆
を
つ
く
り
そ
れ
を
持
っ
て
武
内
神
社
へ
参
拝
し
無
病
息
災
を
祈
願
し
、
炒
り
豆
を
供
え
る
。

そ
の
と
き
他
人
が
お
供
え
し
た
豆
と
交
換
し
て
持
ち
帰
る
。
夜
に
な
り
「
福
は
内
、
鬼
は
外
」
と
唱
え
な
が
ら
、
室
内
に
豆
を
ま
き

残
っ
た
豆
を
食
べ
る
。
そ
の
豆
を
食
べ
る
と
き
自
分
の
年
齢
よ
り
一
粒
多
く
食
べ
て

い
る
。こ
れ
は
来
年
も
達
者
で
暮
ら
せ
る
よ
う
に
と
お
祈
り
す
る
心
を
含
ん
で
い
る
。

　

次
に
、
屋
敷
内
の
鬼
門
に
当
る
方
角
で
作
業
を
始
め
る
と
悪
い
祟
り
が
あ
る
と
言

わ
れ
て
い
る
が
、
節
分
の
日
に
限
っ
て
、
鬼
門
の
方
角
で
何
事
を
し
て
も
祟
り
は
な

い
と
の
伝
承
が
あ
り
、
是
非
こ
の
時
期
に
着
手
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
人
は
こ
の
日
に
仕
事

始
め
を
し
て
置
く
と
祟
り
が
除
か
れ
る
。

　
　
　

◎
三　

月

　

ひ
な
祭
り　

私
の
地
区
で
は
、
毎
年
女
の
子
の
た
め
美
し
い
雛
壇
を
飾
っ
て
お
祝

い
を
す
る
。
し
か
し
、
子
供
の
成
長
と
と
も
に
飾
る
こ
と
を
止
め
ら
れ
る
。

　

十
三
詣
り　

数
え
年
十
三
歳
に
な
れ
ば
、子
供
の
開
運
と
出
世
を
祈
願
す
る
た
め
、

京
都
市
に
あ
る
嵯
峨
法
輪
寺
の
虚
空
蔵
さ
ん
へ
詣
る
。
参
詣
が
す
ん
で
帰
る
と
き
、

ひな祭り風景
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後
ろ
を
振
り
向
く
と
折
角
授
か
っ
た
知
恵
が
な
く
な
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

私
の
地
区
で
も
多
く
の
人
が
参
詣
し
て
、
福
を
も
ら
っ
て
帰
る
。

　

春
・
秋
の
彼
岸
詣
り　

彼
岸
の
期
間
は
年
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
彼
岸
の
中
日
は
二
十
一
日
か
二
十
二
日
で
、
こ
れ
を
挟
ん
で
前

後
三
日
間
合
わ
せ
て
七
日
間
が
彼
岸
と
さ
れ
る
。
こ
の
彼
岸
の
間
に
阿
彌
陀
寺
へ
参
詣
し
、
五
重
ざ
ら
へ
・
尼
講
を
営
み
祖
霊
を
供

養
す
る
。

　
　
　

◎
四　

月

　

春
祭
り　

私
の
地
区
で
は
、
昔
、
三
日
を
春
祭
り
と
定
め
ら
れ
、
前
後
三
日
間
を
農
休
日
と
し
、
蓬
団
子
を
つ
く
り
食
べ
た
が
、

終
戦
後
は
行
っ
て
い
る
家
は
少
い
。

　
　
　

◎
五　

月

　
　

○
五
日

　

節
供　

男
児
の
た
め
に
武
者
人
形
を
飾
り
「
鯉
の
ぼ
り
」
を
立
て
て
出
生
を
喜
び
、当
日
は
粽
や
柏
餅
を
つ
く
っ
て
祝
う
も
の
で
、

近
頃
は
鯉
の
ぼ
り
の
雄
大
な
姿
を
見
受
け
る
。

　

雨
乞
い　

私
の
若
い
頃
、
五
月
の
田
植
え
の
季
節
と
な
っ
て
も
降
雨
が
な
か
っ
た
と
き
、
農
家
の
人
々
が
総
出
と
な
り
雨
乞
い
を

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
す
。こ
れ
は
武
内
神
社
の
宮
司
が
氏
神
に
雨
乞
い
の
祝
詞
を
あ
げ
氏
子
が
参
列
し
て
祈
願
す
る
も
の
で
、

ひ
ど
い
旱
魃
の
年
に
は
、
お
祈
り
の
あ
と
、
胡
麻
谷
池
（
通
称
新
し
池
）
の
横
の
小
高
い
丘
を
登
っ
た
場
所
で
大
火
を
燃
や
し
た
も
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の
で
あ
る
。

　

近
年
は
降
雨
が
順
調
で
あ
り
、
ま
た
私
の
地
区
に
は
主
と
し
て
農
業
用
と
し
て
地
下
水
を
汲
み
上
げ
る
ボ
ー
リ
ン
グ
・
ポ
ン
プ
の

設
備
が
二
ヶ
所
も
あ
り
、
雨
乞
い
の
行
事
は
近
年
に
行
わ
れ
て
い
な
い
。

　
　
　

◎
七　

月

　
　

○
七
日

　

七
夕
祭
り　

私
の
地
区
で
は
、
子
供
が
笹
の
葉
の
つ
い
た
竹
に
、
五
色
の
色
紙
や
短
冊
を
結
び
つ
け
戸
外
に
飾
る
習
慣
が
現
在
も

続
い
て
い
る
。

　
　
　

◎
八　

月

　

墓
地
の
清
掃　

上
旬
の
休
日
を
選
び
、
地
区
の
人
が
総
出
で
、
北
稲
八
間
区
の
総
墓
を
清
掃
す
る
。

　

こ
の
と
き
新
し
い
砂
を
表
面
に
撒
布
し
て
墓
地
を
清
め
る
。

　
　

○
七
日

　

墓
参
り　

私
の
地
区
で
は
、
昔
か
ら
こ
の
日
に
決
め
ら
れ
て
あ
り
、
区
民
は
必
ず
お
詣
り
し
て
祖
先
の
霊
を
弔
う
。

　
　

○
十
三
日

　

精
霊
迎
え　

私
の
地
区
で
は
、
十
三
日
の
夕
方
ま
で
に
、
家
の
近
く
で
迎
え
る
場
所
を
つ
く
る
。
私
の
家
の
場
所
は
、
家
の
門
を

出
た
道
路
の
傍
ら
に
砂
を
盛
り
広
さ
約
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
四
方
と
し
、
そ
の
上
に
約
十
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
台
座
を
設
け
る
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よ
う
に
積
み
上
げ
、
簡
単
な
昇
り
階
段
を
つ
く
り
、
周
囲
に
切
り
花
を
挿
し
て
出
来
あ
が
る
。

　

精
霊
を
迎
え
る
と
き
は
、（
十
三
日
の
夕
方
）、
家
で
数
本
の
線
香
に
火
を
つ
け
、
前
述
の
場
所
へ
行
き
、
ま
ず
全
部
の
線
香
を
一

応
台
座
に
お
供
え
し
、
礼
拝
し
て
、
そ
の
半
数
の
線
香
を
持
っ
て
帰
る
。
精
霊
は
そ
の
線
香
の
香
煙
に
乗
っ
て
わ
が
家
へ
帰
ら
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

持
ち
帰
っ
た
線
香
は
丁
寧
に
仏
壇
の
内
部
へ
収
め
、
他
の
祖
霊
と
共
に
弔
う
。

　

な
お
、
無
縁
仏
に
つ
い
て
は
、
縁
側
に
、
別
の
祭
壇
を
設
け
弔
う
。

　

ま
た
、
こ
の
年
に
新
霊
を
迎
え
る
家
で
は
、
仏
壇
の
横
に
、
精
霊
棚
を
設
け
、
軒
下
に
提
灯
や
灯
籠
な
ど
を
吊
り
下
げ
、
十
四
日

に
は
親
類
の
人
々
を
招
待
し
て
、
そ
の
霊
を
弔
う
。

　

盂
蘭
盆
会　

十
三
日
か
ら
三
カ
日
の
間
、
祖
霊
に
は
毎
日
水
・
団
子
・
野
菜
・
果
物
を
供
え
、
三
日
間
は
御
詠
歌
を
あ
げ
る
。

　

な
お
、
十
四
日
に
は
菩
提
寺
の
阿
彌
陀
寺
と
観
音
寺
の
僧
侶
が
各
檀
家
を
訪
れ
、
祖
霊
を
弔
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

○
十
六
日

　

精
霊
送
り　

早
朝
、
祖
霊
に
御
飯
と
お
茶
湯
を
供
え
た
後
、
線
香
に
火
を
つ
け
、
供
え
物
の
お
さ
が
り
と
仏
花
を
持
っ
て
祖
霊
を

墓
地
ま
で
送
り
、
盆
の
行
事
は
す
べ
て
終
わ
る
。

　

藪
入
り　

一
月
と
同
様
で
あ
る
の
で
省
略
す
る
。

　

○
二
十
日

　

施
餓
鬼　

毎
年
、
阿
彌
陀
寺
で
行
わ
れ
る
法
要
で
あ
り
、
多
く
の
檀
家
は
お
詣
り
を
し
て
祖
霊
を
弔
い
餓
鬼
の
成
仏
を
お
祈
り
す

る
。　
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地
蔵
盆　

毎
年
、
月
末
の
休
日
に
子
供
が
阿
彌
陀
寺
に
詣
り
、
地
蔵
様
に
香
花
を
供
え
弔
う
行
事
で
あ
る
が
、
余
興
と
し
て
金
魚

す
く
い
、
西
瓜
割
り
な
ど
を
多
彩
に
催
さ
れ
子
供
が
楽
し
み
に
し
て
い
る
。

　

盆
踊
り　

戦
前
は
、区
内
の
広
場
で
行
わ
れ
田
舎
芝
居
と
共
に
農
村
に
於
け
る
唯
一
の
娯
楽
興
業
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
夏
期
の
夜
、

青
年
団
が
主
催
と
な
り
、
区
内
の
広
場
で
夜
遅
く
ま
で
行
わ
れ
た
が
、
終
戦
後
は
テ
レ
ビ
な
ど
の
普
及
も
あ
り
、
行
わ
れ
る
こ
と
は

稀
れ
で
あ
る
。

　
　
　

◎
十　

月

　

月
見　

満
月
を
観
賞
す
る
も
の
で
、
私
の
地
区
で
は
、
十
日
前
後
の
名
月
の
夜
に
行
う
。
こ
の
夜
は
ス
ズ
キ
・
萩
・
女
郎
花
な
ど

を
飾
り
、
月
見
団
子
を
供
え
る
。

　

昔
は
里
芋
・
甘
藷
を
供
え
た
の
で
「
芋
名
月
」
と
も
言
わ
れ
た
。

　

こ
の
夜
の
お
供
え
物
は
、
地
区
内
の
子
供
た
ち
が
盗
ん
で
も
よ
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
当
夜
は
子
供
達
が
集
ま
り
組
分
け
を
し

て
各
家
を
廻
り
お
供
え
物
を
盗
み
に
行
く
習
慣
と
な
り
現
在
も
続
い
て
い
る
。
し
か
し
近
年
で
は
お
供
え
物
が
派
手
に
な
り
、
子
供

の
喜
ぶ
お
菓
子
が
多
く
供
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
　
　

◎
十
一
月

　
　

○
一
日

　

区
民
運
動
会　

昭
和
四
十
六
年
に
始
め
ら
れ
、
昨
年
（
昭
和
六
十
二
年
）
は
十
五
回
目
で
あ
る
。
開
催
の
期
日
に
つ
い
て
は
一
定
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せ
ず
、
秋
祭
り
前
後
に
あ
る
初
め
の
日
曜
日
と
決
ま
っ
て
い
る
。

　

運
動
会
の
種
目
は
、
区
民
の
老
若
男
女
が
挙
っ
て
参
加
出
来
る
よ
う
に
心
を
配
り
約
二
十
種
目
も
あ
り
、
ま
た
区
内
を
四
つ
の
組

に
分
け
て
競
技
を
争
い
、
優
勝
の
組
に
は
優
勝
旗
を
授
与
す
る
。

　

最
後
は
地
区
の
老
人
会
長
に
よ
る
「
万
歳
三
唱
」
が
あ
り
、
面
白
く
愉
快
な
一
日
を
過
ご
す
も
の
で
あ
る
。

　
　

○
三
日

　

秋
祭
り　

昔
は
、
毎
年
十
月
十
七
日
に
行
わ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
時
期
は
農
繁
期
に
当
た
る
の
で
、
昭
和
五
十
五
年
か
ら
十
一
月

三
日
（
祭
日
）
に
変
更
さ
れ
米
の
豊
作
に
感
謝
す
る
。

　

祭
り
の
行
事
と
し
て
は
、
二
日
に
宵
宮
祭
り
、
三
日
は
午
前
中
に
大
祭
、
午
後
神
輿
の
巡
幸
、
子
供
相
撲
大
会
、（
夜
は
婦
人
会

に
よ
る
文
化
祭
と
カ
ラ
オ
ケ
、
民
謡
の
大
会
）
な
ど
各
種
の
行
事
が
あ
る
。

　

ま
た
期
間
中
は
地
区
内
の
菊
の
愛
好
者
に
よ
る
献
菊
祭
も
あ
り
盛
大
で
あ
る
。

　

七
五
三
参
り　

特
定
の
期
日
は
な
い
が
十
一
月
中
に
行
わ
れ
る
も
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
宮
司
さ
ん
と
連
絡
し
て
、
良
き
日
に
参
拝

し
、
わ
が
子
の
成
長
を
奉
告
し
、
幸
せ
を
祈
願
す
る
の
で
あ
り
、
近
年
、
お
参
り
す
る
者
が
多
く
な
っ
た
。

　
　
　

◎
十
二
月

　

月
並
祭　

毎
月
一
日
の
早
朝
に
月
並
祭
が
行
わ
れ
る
の
で
区
民
の
人
は
多
数
お
参
り
を
し
て
、
家
族
の
安
全
と
幸
せ
を
お
祈
り
す

る
。
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む　

す　

び

　

以
上
で
終
わ
る
が
、
こ
の
民
俗
行
事
は
、
私
た
ち
の
祖
先
が
長
い
歳
月
を
費
や
し
て
築
き
上
げ
、
そ
し
て
守
り
育
て
た
伝
統
的
な

習
俗
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
近
年
社
会
の
情
勢
と
文
化
の
進
み
方
が
目
ま
ぐ
る
し
く
、
ま
た
生
活
の
近
代
化
が
高
ま
る
今
日
こ
れ
ら
伝
承
さ
れ
た
民

俗
行
事
に
も
影
響
が
及
ぼ
し
、
廃
れ
る
も
の
、
ま
た
変
わ
り
行
く
も
の
、
果
て
は
存
続
に
か
げ
り
が
見
え
て
き
た
も
の
も
窺
わ
れ
る
。

　

私
は
早
や
、
傘
寿
を
迎
え
よ
う
と
す
る
今
日
、
過
去
を
静
か
に
偲
び
、
昔
の
華
や
か
で
あ
っ
た
民
俗
行
事
を
思
う
と
き
、
感
慨
無

量
な
も
の
が
あ
る
。

　

私
の
つ
た
な
い
こ
の
記
録
に
よ
り
、
祖
先
が
心
を
こ
め
て
築
き
上
げ
ら
れ
た
民
俗
行
事
の
今
昔
が
お
わ
か
り
下
さ
る
な
ら
ば
幸
い

で
あ
る
と
共
に
末
長
く
子
孫
へ
お
伝
え
下
さ
る
こ
と
を
切
望
し
て
止
み
ま
せ
ん
。

　
　
　

参　

考　

資　

料

一
、
日
本
民
俗
文
化
大
系
（
九
、
暦
と
祭
事
）　

小
学
館
発
行

一
、
京
都
百
年
の
年
表
（
四
、
社
会
編
）　

京
都
府
刊
行

一
、
村
の
四
季
（
水
山
春
男
著
）　

南
山
西
文
化
ク
ラ
ブ
発
行

一
、
冠
婚
葬
祭
事
典
（
藤
崎
弘
編
）　

鶴
書
房
発
行

一
、
稲
八
間
古
誌
（
尾
﨑
与
一
郎
編
著
）


