
は
じ
め
に

地
蔵
盆
と
は
、
辻
々
の
祠
に
祀
ら
れ
て
い
る
「
お
地
蔵
さ
ま
」
と
呼
ば
れ

る
石
仏
な
ど
を
ま
つ
る
行
事
で
、
京
都
を
中
心
と
し
て
奈
良
県
・
滋
賀
県
・

福
井
県
・
大
阪
府
・
兵
庫
県
な
ど
で
行
わ
れ
て
い
る
。
地
蔵
菩
薩
が
子
ど
も

を
守
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
地
蔵
盆
で
は
し
ば
し
ば
お
参
り
に
来

た
子
ど
も
に
「
お
菓
子
」
な
ど
が
配
ら
れ
て
い
る
。

地
蔵
盆
に
つ
い
て
は
、
民
俗
学
な
ど
に
よ
る
現
状
の
調
査
や
社
会
学
か
ら

の
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
研
究
な
ど
の
蓄
積
は
あ
っ

た
が
、
歴
史
的
な
研
究
は
多
く
は
な
か
っ
た
。
民
俗
学
の
林
英
一
が
滋
賀
県

を
中
心
と
し
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
文
献
調
査
を
も
と
に
し
た
『
地
蔵

盆
』
が
ひ
と
つ
の
到
達
点
で
あ
っ
た
が
、
マ
チ
で
行
わ
れ
て
い
た
地
蔵
会
の

伝
播
へ
の
関
心
か
ら
主
と
し
て
滋
賀
県
な
ど
都
市
部
よ
り
も
周
辺
部
を
中
心

（
�
）

と
し
た
研
究
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
清
水
邦
彦
は
近
世
初
頭
に
は
京
都
で
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
京

近
世
大
和
に
お
け
る
地
蔵
信
仰

│
│
奈
良
町
「
地
蔵
盆
」
の
周
辺
│
│

＊
村

上

紀

夫
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要

旨

地
蔵
盆
と
は
、
辻
々
に
祀
ら
れ
て
い
る
「
お
地
蔵
さ
ま
」
と
呼
ば
れ
る
石
仏
な
ど
を

ま
つ
る
行
事
で
、
京
都
府
・
奈
良
県
・
滋
賀
県
な
ど
で
行
わ
れ
て
い
る
。
地
蔵
盆
の
歴

史
的
研
究
も
次
第
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
奈
良
県
の
地
蔵
盆
に
つ

い
て
の
研
究
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
奈
良
県
内
で
行
わ
れ
て
い
る
地
蔵
盆
の
特
徴
と

し
て
、
奈
良
町
な
ど
奈
良
市
内
で
は
多
く
七
月
に
実
施
さ
れ
て
い
る
点
（
他
地
域
で
は

多
く
八
月
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
関
わ
っ
て
は
、
先
行
研
究
で
近
世
段
階
で
六

月
（
他
地
域
で
は
旧
暦
七
月
）
に
「
地
蔵
会
」
が
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
た
。

し
か
し
、
近
世
の
史
料
を
精
査
す
る
と
地
蔵
会
を
六
月
に
行
う
と
こ
ろ
と
七
月
に
行

う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
毎
月
の
地
蔵
菩
薩
の
縁
日
で
あ
る
二
四
日
に
中
世
の

興
福
寺
な
ど
で
月
次
勤
行
と
し
て
地
蔵
講
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
と
関
わ
る
と
思
わ
れ

る
。
中
世
権
門
に
お
け
る
地
蔵
信
仰
の
た
か
ま
り
と
連
動
し
、
地
蔵
信
仰
が
民
間
に
広

ま
り
、
近
世
に
町
の
行
事
と
し
て
定
着
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
地
蔵
盆
、
地
蔵
信
仰
、
奈
良
町
、『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
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都
の
周
縁
部
に
あ
る
六
ヶ
所
の
地
蔵
尊
を
め
ぐ
る
六
地
蔵
参
り
が
一
七
世
紀
半
ば

に
再
開
さ
れ
る
な
か
、
六
地
蔵
参
り
を
模
倣
し
て
各
町
で
地
蔵
盆
が
行
わ
れ
る
よ

（
�
）

う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
さ
れ
て
い
た
。

こ
う
し
た
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
、
筆
者
は
京
都
の
洛
中
を
中
心
に
文
献
史
料
に

基
づ
い
て
、
一
七
世
紀
初
頭
に
子
ど
も
た
ち
に
よ
っ
て
石
仏
を
「
地
蔵
」
と
呼
ん

で
祭
祀
す
る
現
象
が
流
行
し
、
近
世
京
都
の
都
市
共
同
体
の
形
成
に
と
も
な
い
、

町
に
よ
っ
て
共
同
体
の
「
祖
先
」
を
祭
祀
す
る
行
事
と
し
て
実
施
さ
れ
る
よ
う
に

（
�
）

な
っ
た
と
指
摘
し
た
。

こ
の
よ
う
に
民
俗
学
的
研
究
に
加
え
て
、
文
献
史
料
に
基
づ
い
た
「
地
蔵
盆
」

の
歴
史
的
研
究
も
次
第
に
進
め
ら
れ
て
き
て
い
る
の
だ
が
、
奈
良
県
内
の
事
例
に

つ
い
て
は
、
自
治
体
史
の
民
俗
編
な
ど
で
の
事
例
報
告
は
あ
る
が
、
地
蔵
盆
の
歴

史
そ
の
も
の
を
対
象
と
し
た
研
究
は
多
く
な
い
。
京
都
と
と
も
に
中
世
以
前
か
ら

都
市
的
な
発
展
を
し
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
ま
た
共
同
体
の
形
成
が

（
�
）

進
ん
で
い
た
こ
と
も
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
奈
良
の
と
り
わ
け
奈
良

（
�
）
町
と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
な
地
域
に
お
け
る
「
地
蔵
盆
」
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す

る
こ
と
は
、「
地
蔵
盆
」
を
理
解
す
る
う
え
で
重
要
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

奈
良
県
を
中
心
に
地
蔵
盆
の
歴
史
に
つ
い
て
論
じ
た
奥
野
義
雄
は
、
当
初
は
地

蔵
盆
が
中
世
に
寺
院
で
行
わ
れ
て
い
た
彼
岸
会
と
関
わ
っ
て
い
た
と
示
唆
し
て
い

（
�
）
た
。
し
か
し
、
の
ち
に
は
念
仏
講
と
の
関
わ
り
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る

な
ど
、
通
説
た
り
う
る
見
解
は
い
ま
だ
出
さ
れ
て
い
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い

（
�
）

の
が
現
状
で
あ
る
。
奥
野
は
中
世
の
地
蔵
講
が
祭
礼
化
し
て
近
世
に
地
蔵
祭
と
な

（
�
）

り
、
近
代
に
地
蔵
盆
と
変
化
し
て
い
く
と
い
う
見
通
し
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
こ
こ
で
も
念
仏
講
と
地
蔵
盆
が
い
つ
か
ら
関
わ
り
を
持
つ
よ
う
に
な
っ

た
か
、
そ
し
て
中
世
の
地
蔵
講
が
祭
礼
化
す
る
要
件
は
な
に
か
に
つ
い
て
は
未
解

明
な
ま
ま
で
残
さ
れ
て
お
り
、
依
然
と
し
て
仮
説
の
域
を
出
て
い
る
わ
け
で
は
な

（
�
）
い
。
赤
田
光
男
は
、『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
や
『
多
聞
院
日
記
』
と
い
っ
た
中

世
奈
良
の
記
録
に
知
足
院
な
ど
の
地
蔵
堂
で
七
月
二
四
日
に
地
蔵
尊
を
祀
る
行
事

が
行
わ
れ
て
い
た
と
し
、「
地
蔵
盆
」
の
語
は
見
え
な
い
が
、
中
世
に
お
い
て
も

（

）

盆
月
の
七
月
二
四
日
に
「
地
蔵
盆
の
存
在
を
示
唆
」
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
た
だ

し
、
こ
こ
で
は
寺
院
で
地
蔵
尊
の
供
養
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て

い
る
が
、「
地
蔵
盆
」
と
さ
れ
て
い
る
行
事
の
内
容
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。

ま
た
、
清
水
邦
彦
は
二
〇
一
〇
〜
一
二
年
に
奈
良
町
で
行
わ
れ
て
い
る
地
蔵
盆

の
調
査
を
行
い
、
子
ど
も
が
数
珠
繰
り
な
ど
を
す
る
町
と
大
人
中
心
の
行
事
が
行

わ
れ
て
い
る
町
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
京
都
で
行
わ
れ
て
い
た
地

蔵
祭
が
奈
良
に
伝
播
し
て
定
着
す
る
な
か
で
、
京
都
と
同
じ
よ
う
に
子
ど
も
が
数

珠
繰
り
な
ど
を
す
る
町
と
、
少
子
化
な
ど
に
よ
っ
て
大
人
中
心
と
な
っ
て
い
る
町

に
二
分
化
し
て
い
っ
た
と
い
う
見
通
し
を
示
す
。
も
っ
と
も
、
大
人
中
心
の
行
事

が
行
わ
れ
て
い
る
町
で
、
か
つ
て
子
ど
も
が
参
加
し
て
い
た
か
ど
う
か
な
ど
に
つ

い
て
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
子
ど
も
中
心
か
ら
大
人
中
心
に
移
行
し
た
の
か
、

あ
る
い
は
最
初
か
ら
地
域
の
事
情
で
二
分
化
し
て
い
っ
た
か
に
つ
い
て
は
慎
重
に

（

）

結
論
を
留
保
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
、
現
在
の
奈
良
町
で
は
、
八
月
の
盆
行
事
実
施
に
先
立
つ
七
月
の
二

三
、
二
四
日
に
「
地
蔵
盆
」
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
奥
野
義
雄
に
よ

奈 良 大 学 紀 要 第４６号 ９０
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れ
ば
、
七
月
二
三
、
四
日
に
地
蔵
盆
が
行
わ
れ
て
い
る
の
は
奈
良
盆
地
、「
奈
良

（

）

市
内
に
多
く
見
ら
れ
る
」
と
い
う
。

一
方
、
奈
良
市
外
の
県
内
各
地
で
は
八
月
に
実
施
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い

（

）

よ
う
だ
。
京
都
・
滋
賀
・
大
阪
で
現
在
も
盛
ん
な
「
地
蔵
盆
」
も
、
盂
蘭
盆
会
の

後
、
す
な
わ
ち
八
月
の
地
蔵
尊
の
縁
日
で
あ
る
二
四
日
に
行
わ
れ
て
い
た
。
近
年

は
実
施
し
や
す
い
よ
う
に
前
後
の
土
日
に
行
わ
れ
る
こ
と
も
多
く
な
っ
て
い
る

が
、
七
月
で
は
な
く
八
月
の
盂
蘭
盆
会
以
降
の
週
末
が
一
般
的
で
あ
る
。

な
ぜ
、
奈
良
の
市
内
で
は
八
月
で
は
な
く
七
月
に
「
地
蔵
盆
」
が
実
施
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
近
世
に
七
月
に
行
わ
れ
て
い
た
行
事
が
近
代
以
降
の
新
暦

導
入
後
も
七
月
に
実
施
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
ど
う
や
ら
そ
う

で
は
な
い
ら
し
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
既
に
清
水
邦
彦
が
注
目
し
て
お
り
、

近
世
の
『
南
都
年
中
行
事
』
に
旧
暦
の
六
月
二
四
日
に
奈
良
で
は
広
く
地
蔵
祭
祀

が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、「
奈
良
の
地
蔵
盆
が
他
地
域
よ
り
一
ヶ
月
早
い
の

（

）

は
、
旧
暦
か
ら
の
引
き
続
き
と
云
え
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
非
常
に
重

要
な
指
摘
で
あ
る
が
、
な
ぜ
奈
良
で
は
盂
蘭
盆
会
の
後
の
七
月
二
四
日
で
は
な
く

六
月
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
清
水
も
「
旧
暦
に
於
い
て
、
地

蔵
盆
が
六
月
に
行
わ
れ
た
理
由
は
今
の
と
こ
ろ
、
不
明
で
あ
る
」
と
し
、
明
確
な

（

）

答
を
示
し
て
い
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
京
都
で
は
五
山
の
送
り
火
に
よ
っ
て
、

祖
先
が
帰
っ
て
い
る
な
か
で
行
わ
れ
る
「
地
蔵
盆
」
の
祭
祀
対
象
は
、
祖
先
な
の

か
、
そ
れ
と
も
地
蔵
菩
薩
な
の
か
、
盂
蘭
盆
会
と
の
か
か
わ
り
は
ど
う
か
と
い
う

点
に
つ
い
て
も
議
論
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
う
し
た
な
か
、
奈
良
で
旧
暦
七

月
の
盂
蘭
盆
会
の
は
る
か
前
に
「
地
蔵
盆
」
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、「
地

蔵
盆
」
と
い
う
行
事
を
理
解
す
る
上
で
も
大
き
な
問
題
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

少
な
く
と
も
奈
良
に
お
い
て
は
、
盂
蘭
盆
会
と
地
蔵
盆
を
関
わ
ら
せ
て
論
じ
る
こ

（

）

と
の
是
非
は
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
こ
よ
う
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
奈
良
盆
地
で
主
に
実
施
さ
れ
て
い
る
七
月
の
地
蔵
盆
（
前

近
代
は
六
月
の
「
地
蔵
会
」）
に
つ
い
て
、
史
料
に
基
づ
い
て
検
討
し
、
そ
の
起

源
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

一

地
蔵
盆
・
地
蔵
会
式
・
地
蔵
講

現
在
の
奈
良
県
内
で
行
わ
れ
て
い
る
地
蔵
盆
に
つ
い
て
、
奥
野
義
雄
の
調
査
で

は
子
ど
も
が
関
与
し
て
い
る
地

域
が
少
な
く
な
い
こ
と
や
ジ
ュ

ズ
ク
リ
（
百
万
遍
念
仏
数
珠
繰

り
）
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と

も
、
清
水
に
よ
れ
ば
、
先
に
み

た
よ
う
に
近
年
の
奈
良
市
内
で

は
、
子
ど
も
で
は
な
く
大
人
中

心
に
行
事
が
行
わ
れ
て
い
る
町

（

）

も
少
な
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。

筆
者
が
二
〇
一
七
年
に
見
学

奈良町の地蔵盆（2017年撮影）
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し
た
範
囲
で
も
、
朝
の
う
ち
に
僧
に
よ
る
読
経
が
行
わ
れ
、
あ
と
は
大
人
が
町
内

の
各
家
か
ら
届
く
供
物
の
応
対
を
し
な
が
ら
、
飾
り
付
け
ら
れ
た
地
蔵
の
ホ
コ
ラ

の
前
に
集
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
も
多
か
っ
た
。
数
珠
繰
り
が
行
わ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
が
、
な
か
に
は
場
所
が
と
れ
な
い
な
ど
の
理
由
で
数
珠
繰
り

が
実
施
で
き
ず
、
地
蔵
堂
に
数
珠
を
か
け
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
こ
こ
数
十

年
で
も
地
蔵
盆
の
姿
は
変
化
し
て
き
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
地
蔵
盆
の
歴
史
を
振
り
返
る
に
は
古
文
書
や
古
記
録
に
拠
る
こ
と
に

な
る
。
奥
野
が
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
現
在
の
奈
良
市
内
で
は
七
月
に
地
蔵
盆
が

行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
よ
う
だ
が
、
こ
れ
は
近
世
に
ま
で
遡
る
の
だ
ろ
う

か
。既

に
触
れ
た
よ
う
に
、
清
水
邦
彦
は
『
南
都
年
中
行
事
』
に
よ
り
、
奈
良
で
は

（

）

「
諸
寺
地
蔵
尊
」
の
法
会
が
六
月
に
実
施
さ
れ
て
い
た
と
し
て
い
る
。
確
か
に
元

（

）

文
五
年
（
一
七
四
〇
）
に
村
井
古
道
が
書
い
た
『
南
都
年
中
行
事
』
に
は
、
六
月

に
多
数
の
地
蔵
の
法
会
に
関
す
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
実
は
完
本

（

）

で
は
な
く
、
七
月
の
行
事
に
つ
い
て
記
し
た
部
分
を
欠
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
同
じ
著
者
に
よ
っ
て
享
保
二
〇
年
（
一
七
三
五
）
に
書
か
れ
た
奈
良
町
の

（

）

地
誌
『
奈
良
坊
目
拙
解
』
を
繙
く
と
、
奈
良
町
や
寺
院
に
祀
ら
れ
て
い
る
多
数
の

地
蔵
尊
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
法
要
の
日
に
つ
い
て
記

さ
れ
て
い
る
も
の
は
多
く
は
な
い
が
、
木
辻
町
に
あ
る
辻
堂
の
本
尊
で
あ
る
石
仏

の
木
辻
地
蔵
は
「
毎
七
月
廿
四
日
祭
之
」
と
七
月
に
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と

が
見
え
て
い
た
。

ま
た
、『
南
都
年
中
行
事
』
で
も
、
蓮
乗
院
地
蔵
堂
と
興
福
寺
内
福
恩
院
地
蔵

堂
で
は
、
六
月
二
四
日
と
七
月
一
五
日
に
開
帳
し
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
い
る

し
、
東
大
寺
内
の
真
言
院
地
蔵
菩
薩
は
六
月
二
四
日
、
七
月
一
五
日
、
二
四
日
に

開
龕
し
て
い
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
現
在
の
奈
良
市
内
で
も
七
月
と
八
月
に
地
蔵

盆
が
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
近
世
に
は
地
蔵
会
を
六
月
に
行
う
と
こ
ろ
と
七
月

に
行
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
、
特
に
注
意
し
た
い
の
は
六
月
と
七
月
の
両
方
で
開
扉
が
行
わ
れ
て
い

た
東
大
寺
真
言
院
の
存
在
で
あ
る
。
僅
か
数
例
だ
け
な
の
だ
が
、
特
定
の
月
で
は

な
く
、
複
数
の
月
の
地
蔵
尊
の
縁
日
に
行
わ
れ
る
地
蔵
尊
を
祀
る
法
要
が
あ
っ
た

こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
地
蔵
信
仰
の
研
究
者
で
あ
っ
た
真
鍋
廣
済

が
、
毎
月
地
蔵
の
縁
日
二
四
日
に
行
わ
れ
た
地
蔵
講
の
う
ち
、「
そ
の
内
、
盂
蘭

盆
月
に
行
わ
れ
た
も
の
を
特
に
地
蔵
盆
と
称
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
」
る
と
指
摘

（

）

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
地
蔵
講
と
は
、
真
鍋
に
拠
れ
ば
『
今
昔
物
語
』
に
も
見
え

て
い
る
地
蔵
を
共
同
祭
祀
す
る
民
間
信
仰
で
あ
る
と
い
う
。
実
際
に
は
、「
地
蔵

盆
」
と
い
う
名
称
自
体
が
近
世
後
期
か
ら
近
代
ま
で
現
れ
て
お
ら
ず
、
近
世
期
に

は
「
地
蔵
会
」「
地
蔵
祭
」
が
一
般
的
な
の
で
、
毎
月
実
施
さ
れ
る
地
蔵
講
の
う

ち
盂
蘭
盆
会
月
だ
け
が
「
地
蔵
盆
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
単
純
に
は
い

え
な
い
。

と
は
い
え
、
地
蔵
講
は
奥
野
義
雄
が
祭
礼
化
し
た
地
蔵
盆
・
地
蔵
祭
の
ル
ー
ツ

と
し
て
想
定
し
て
い
た
行
事
で
あ
る
。
地
蔵
講
か
ら
「
地
蔵
盆
」
に
直
結
す
る
わ

け
で
は
な
い
に
し
て
も
、
地
蔵
盆
の
近
世
的
行
事
で
あ
り
、
毎
月
地
蔵
尊
の
縁
日

に
行
わ
れ
て
い
た
「
地
蔵
講
」
と
奥
野
が
そ
れ
が
祭
礼
化
し
た
と
し
て
い
る
「
地

蔵
会
」「
地
蔵
祭
」
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
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こ
こ
で
、
再
び
『
南
都
年
中
行
事
』
を
確
認
し
た
い
。
六
月
二
四
日
に
地
蔵
尊

の
祭
祀
が
広
く
行
わ
れ
て
い
た
の
は
既
に
述
べ
た
通
り
だ
が
、
さ
ら
に
詳
し
く
見

て
み
る
と
①
寺
院
や
仏
堂
内
の
本
尊
な
ど
、
②
町
の
会
所
や
地
蔵
堂
な
ど
に
祀
ら

れ
た
町
有
の
地
蔵
尊
に
わ
け
ら
れ
る
。
さ
ら
に
記
さ
れ
て
い
な
い
が
③
現
在
の
地

蔵
盆
で
祭
祀
対
象
と
さ
れ
て
い
る
辻
々
の
祠
に
安
置
さ
れ
た
石
仏
も
こ
の
日
に
祀

ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
奈
良
に
お
い
て
、
六
月
の
地
蔵
尊
祭
祀
を
理
解
す
る
う
え
で
は
、
辻

の
地
蔵
を
祀
る
民
俗
行
事
で
あ
る
「
地
蔵
会
」
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
寺
院

内
で
執
行
さ
れ
る
法
要
と
の
関
連
も
見
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

二

中
世
の
地
蔵
講

奥
野
義
雄
・
赤
田
光
男
は
、
地
蔵
盆
の
歴
史
的
な
背
景
を
論
ず
る
に
あ
た
り
、

中
世
興
福
寺
の
大
乗
院
尋
尊
に
よ
る
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
や
『
経
覚
私
要

鈔
』
か
ら
、「
地
蔵
講
」「
地
蔵
法
楽
」
と
い
っ
た
記
述
を
検
出
し
、「
地
蔵
法
楽
」

が
七
月
二
四
日
だ
け
で
な
く
、
一
〇
月
二
四
日
に
も
行
わ
れ
、
地
蔵
呪
の
勤
行
も

七
月
、
八
月
、
九
月
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
つ
き
と
め
、
こ
れ
ら
が
七
月
や

（

）

八
月
に
限
ら
れ
た
行
事
で
は
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
全
く
正
し

く
、『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
に
は
毎
月
二
四
日
、
月
次
勤
行
と
し
て
地
蔵
法

（

）

楽
・
地
蔵
講
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
尋
尊
は
地
蔵
法
楽
に
つ
い
て
、

（
導
）

（

）

「
為
後
生
引
道
極
楽
往
生
也
」
と
記
し
て
お
り
、
極
楽
往
生
を
願
っ
て
行
っ
て
い

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
ほ
か
、
地
蔵
法
楽
な
ど
を
勤
め
た
あ
と
、
し
ば
し
ば
知
足
院
・
十
輪
院
・

福
智
院
と
い
っ
た
地
蔵
信
仰
で
知
ら
れ
た
寺
院
へ
も
参
詣
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

尋
尊
は
、
文
明
四
年
（
一
四
七
二
）
九
月
二
四
日
、
自
ら
の
日
記
に
「
地
蔵
霊

之
所
々
者
、
春
日
西
屋
地
蔵
立
像
、
勝
願
院
地
蔵
、
知
足
院
地
蔵
、
福
智
院
地

蔵
」
と
奈
良
の
霊
験
で
知
ら
れ
た
地
蔵
を
書
き
留
め
、
こ
れ
ら
の
寺
院
に
尋
尊
も

ま
た
し
ば
し
ば
足
を
運
ん
で
い
る
。
例
え
ば
、
永
正
二
年
（
一
五
〇
五
）
正
月
の

（

）

地
蔵
縁
日
に
は
、
地
蔵
法
楽
・
地
蔵
講
の
記
事
と
と
も
に
「
所
々
地
蔵
行
也
」
と

あ
り
、
年
頭
に
は
あ
ち
こ
ち
に
祀
ら
れ
た
地
蔵
菩
薩
を
め
ぐ
っ
て
祈
願
を
し
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。

彼
の
地
蔵
信
仰
は
、
門
跡
と
し
て
の
も
の
で
は
な
く
、
個
人
的
な
信
仰
に
よ
る

も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
れ
が
明
確
に
な
る
の
は
尋
尊
晩
年
の
明
応
七
年
（
一

四
九
八
）
の
こ
と
で
あ
る
。

（

）

一
福
智
院
地
蔵
ニ
参
詣
、
立
願
子
細
在
之
、
必
々
可
成
就
事
也

な
み
な
み
な
ら
ぬ
思
い
を
も
っ
て
、
福
智
院
地
蔵
に
参
詣
し
て
い
る
こ
と
が
う

か
が
わ
れ
よ
う
。
尋
尊
に
つ
い
て
総
括
的
に
論
じ
た
鈴
木
良
一
は
、
尋
尊
の
地
蔵

（

）

信
仰
が
庶
民
信
仰
と
さ
ほ
ど
隔
た
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。

確
か
に
、
こ
の
時
期
に
は
地
蔵
信
仰
で
広
く
知
ら
れ
た
福
智
院
の
地
蔵
堂
再
建

が
進
め
ら
れ
、
奈
良
町
な
ど
で
大
規
模
な
勧
進
も
実
施
さ
れ
て
い
る
。
文
明
一
一

年
（
一
四
七
九
）
八
月
七
日
に
は
、
尋
尊
が
福
智
院
に
参
詣
す
る
に
あ
た
っ
て
次

の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

一
福
智
院
地
蔵
堂
ニ
参
詣
了
、
近
日
奈
良
中
者
共
当
堂
ニ
参
詣
、
事
外
事
也
、

（
利
）

色
々
理
生
共
在
之
之
由
聞
之
、
不
思
儀
事
也
、
此
地
蔵
之
腹
内
ニ
大
明
神
御
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作
之
地
蔵
奉
納
之
云
々
、
惣
而
天
竺
・
唐
土
・
我
朝
三
国
ニ
地
蔵
之
験
記
相

尋
之
、
記
之
内
之
随
一
ニ
当
堂
ハ
入
了
、
西
南
院
之
六
巻
絵
是
明
鏡
也
、
奈

（

）

良
中
地
蔵
菩
薩
雖
多
之
、
験
記
ニ
奉
伽
ハ
当
本
尊
也
、
可
信
仰
々
々
々

「
三
国
」
に
「
随
一
」
と
そ
の
霊
験
が
知
ら
れ
、
奈
良
中
に
地
蔵
は
多
い
が
、

こ
の
福
智
院
の
地
蔵
を
信
仰
す
べ
し
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
奈
良
中
者
共
」
が

福
智
院
の
地
蔵
菩
薩
に
競
っ
て
参
詣
す
る
よ
う
な
地
蔵
信
仰
の
高
ま
り
が
あ
っ
た

こ
と
が
う
か
が
え
る
。

さ
ら
に
こ
こ
で
注
意
を
喚
起
し
て
お
き
た
い
の
が
、
春
日
社
と
地
蔵
菩
薩
と
の

関
係
で
あ
る
。
こ
の
記
事
に
も
「
大
明
神
」、
す
な
わ
ち
春
日
明
神
が
自
ら
つ
く

っ
た
地
蔵
を
福
智
院
地
蔵
の
「
腹
中
」
に
納
め
て
い
る
と
さ
れ
る
。
な
ぜ
、
春
日

明
神
が
唐
突
に
出
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
、
春
日
社
「
三
御
殿
」
の
本
地
仏
が
、「
地
蔵
菩
薩
」
と
さ
れ
て
い
た

（

）

か
ら
で
あ
ろ
う
。
春
日
社
と
地
蔵
菩
薩
の
関
係
は
、
広
く
知
ら
れ
て
い
た
よ
う
で

延
徳
三
年
（
一
四
九
一
）
の
書
写
に
な
る
『
地
蔵
菩
薩
霊
験
絵
詞
』
に
も
「
地
蔵

霊
験
所
」
と
し
て
各
地
の
地
蔵
菩
薩
を
祀
る
寺
社
が
列
記
さ
れ
て
い
る
な
か
に
お

（

）

い
て
、「
大
和
」
の
筆
頭
に
「
春
日
大
明
神
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

奈
良
に
お
い
て
、
地
蔵
菩
薩
は
春
日
社
と
一
体
の
存
在
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
た

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
た
地
蔵
信
仰
が
、
五
摂
家
の
一
つ
で
あ
る
一
条
家
出
身
で
特
に
春
日
明

神
を
信
仰
す
る
理
由
が
あ
る
尋
尊
だ
け
の
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
先
の
文
明

一
一
年
（
一
四
七
九
）
の
記
事
か
ら
も
う
か
が
え
る
だ
ろ
う
。
実
際
、
地
蔵
信
仰

が
庶
民
に
ま
で
広
ま
っ
て
い
っ
た
の
も
こ
の
時
期
で
あ
っ
た
と
い
う
。
赤
田
光
男

は
奈
良
県
内
に
あ
る
紀
年
銘
の
あ
る
地
蔵
石
仏
な
ど
を
精
査
し
、
鎌
倉
時
代
か
ら

徐
々
に
浸
透
し
て
い
く
が
、
室
町
時
代
中
期
後
半
、
す
な
わ
ち
尋
尊
が
生
き
て
い

た
時
代
に
一
気
に
広
ま
り
、
戦
国
時
代
に
流
行
を
見
せ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い

（

）
る
。
こ
う
し
た
地
蔵
菩
薩
の
石
仏
が
大
量
に
つ
く
ら
れ
た
こ
と
は
、
と
り
も
な
お

さ
ず
近
世
以
降
の
地
蔵
会
で
祭
祀
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
、
地
蔵
菩
薩
の
石

仏
が
供
給
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

中
世
の
奈
良
に
お
い
て
、
興
福
寺
と
春
日
社
の
影
響
力
が
極
め
て
大
き
か
っ
た

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
春
日
社
と
一
体
と
さ
れ
た
地
蔵
菩
薩
は
特
に
信
仰
を

集
め
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
な
か
に
あ
っ
て
、
身
分
の
上

下
を
問
わ
ず
地
蔵
信
仰
が
浸
透
し
て
い
く
。

さ
ら
に
、
一
五
世
紀
の
半
ば
に
福
智
院
の
よ
う
な
霊
験
あ
ら
た
か
な
地
蔵
菩
薩

を
本
尊
と
す
る
寺
院
が
伽
藍
復
興
の
た
め
に
勧
進
を
は
じ
め
る
。
福
智
院
で
は
地

蔵
堂
修
理
が
文
明
一
〇
年
（
一
四
七
八
）
に
始
ま
っ
た
。

一
福
智
院
地
蔵
堂
修
理
自
今
日
始
之
、
地
蔵
六
万
躰
摺
之
、
十
方
勧
進
也
、
聖

六
人
善
久
方
ニ
仰
付
之
了
（
下
略
）

と
あ
り
、
善
久
を
リ
ー
ダ
と
す
る
六
人
の
勧
進
聖
が
「
地
蔵
」
の
御
影
札
を
六

（

）

万
躰
用
意
し
て
十
方
に
配
っ
て
資
金
を
調
達
し
て
い
る
。
こ
の
過
程
で
は
勧
進
聖

が
「
堂
の
縁
起
・
御
利
益
を
半
ば
勝
手
に
創
作
し
」
て
お
り
、「
こ
の
御
利
益
の

（

）

流
布
に
よ
っ
て
人
々
は
こ
ぞ
っ
て
堂
に
参
詣
し
」
て
い
た
。
こ
う
し
た
勧
進
活
動

の
な
か
で
進
め
ら
れ
た
地
蔵
菩
薩
の
霊
験
譚
の
唱
導
は
、
ひ
と
り
福
智
院
地
蔵
堂

の
信
仰
拡
大
に
と
ど
ま
ら
ず
、
地
蔵
信
仰
の
普
及
に
も
ひ
と
役
買
っ
た
こ
と
で
あ

ろ
う
。
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そ
し
て
、
ま
さ
に
こ
の
時
期
、
奈
良
に
お
い
て
、
近
世
の
奈
良
町
に
つ
な
が
る

よ
う
な
町
共
同
体
が
形
成
さ
れ
は
じ
め
て
い
く
。
藤
澤
典
彦
は
念
仏
講
碑
や
墓
標

が
戦
国
期
末
か
ら
急
増
す
る
こ
と
に
着
目
し
、
こ
の
時
期
に
都
市
的
な
自
治
組
織

（

）

が
形
成
さ
れ
て
い
く
と
見
て
い
る
。
そ
し
て
、
現
在
も
町
で
「
地
蔵
さ
ん
」
と
し

て
祀
ら
れ
て
い
る
石
仏
の
多
く
が
一
六
世
紀
か
ら
一
七
世
紀
の
も
の
で
あ
り
、
寺

檀
制
度
以
前
の
庶
民
層
の
葬
送
と
死
者
供
養
に
か
か
わ
っ
て
安
置
さ
れ
た
も
の
で

（

）

は
な
い
か
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。

一
五
世
紀
の
奈
良
に
お
け
る
興
福
寺
や
地
蔵
菩
薩
を
本
尊
と
す
る
寺
院
周
辺
に

お
け
る
地
蔵
信
仰
の
た
か
ま
り
や
、
興
福
寺
で
尋
尊
ら
が
「
極
楽
往
生
」
を
願
っ

て
執
行
さ
れ
る
地
蔵
講
に
や
や
遅
れ
て
、
一
六
世
紀
の
奈
良
町
に
お
い
て
地
蔵
信

仰
が
急
速
に
浸
透
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
鑑
み
れ
ば
、
興
福
寺
な
ど
の
寺
院
で
地

蔵
菩
薩
の
縁
日
で
あ
る
二
四
日
に
行
わ
れ
て
い
た
月
次
の
法
要
が
、
中
世
末
か
ら

近
世
に
か
け
て
形
成
さ
れ
て
い
く
町
共
同
体
に
お
け
る
死
者
供
養
に
か
か
わ
っ

て
、
地
蔵
祭
祀
が
民
間
に
広
ま
っ
て
い
き
、
近
世
に
町
の
行
事
と
し
て
定
着
し
た

の
が
地
蔵
会
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
中
世
権
門
寺
院
に
お
け
る
地
蔵
講
か
ら
民
間
へ
の
浸
透
過
程
を
明
確

に
証
明
す
る
史
料
を
挙
げ
る
こ
と
は
現
状
で
は
で
き
な
い
が
、
こ
こ
で
気
に
か
か

る
の
が
近
世
に
町
で
行
わ
れ
て
い
た
行
事
の
呼
称
で
あ
る
。
時
代
は
大
き
く
下
が

る
が
、
東
向
北
町
の
「
万
大
帳
」
の
次
の
記
事
を
ご
覧
頂
き
た
い
。

（
文
久
四
年
）

六
月
廿
三
日

一
地
蔵
会
式
ニ
付
、
町
内
地
蔵
尊
江
御
信
心
御
方
々
�
寄
進
ニ
而
、
上
り
も
の

左
ニ

一
石
花
生

壱
本

施
主
当
町
田
中
久

但
し
高
サ
三
尺
、
廻
り
弐
尺
斗
、
形
丸
ニ
而
上
蓮
華
ニ
而
下
丸
な
り

年
号
月
日
形
入
有
之
候

（

）

（
下
略
）

東
向
北
町
で
も
六
月
二
三
日
に
町
の
地
蔵
尊
を
中
心
に
行
事
が
行
わ
れ
て
い
た

よ
う
で
、
地
蔵
会
に
先
だ
っ
て
町
内
か
ら
花
生
け
な
ど
が
寄
進
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
町
で
は
、
嘉
永
七
年＝

安
政
元
年
（
一
八
五
四
）
に
起
こ
っ
た
安
政
地
震
で
会

所
が
大
破
し
て
お
り
、
文
久
四
年
（
一
八
六
四
）
に
な
っ
て
修
復
が
進
め
ら
れ
て

い
る
。
恐
ら
く
、
地
蔵
尊
関
係
の
施
設
も
地
震
で
破
損
し
て
お
り
、
地
蔵
会
に
あ

わ
せ
て
修
復
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
「
地
蔵
会
式
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
会
式

と
は
、「
法
会
」
の
こ
と
で
あ
る
が
、
京
都
な
ど
で
は
管
見
の
限
り
地
蔵
会
・
地

蔵
祭
と
い
う
表
現
は
あ
っ
て
も
「
会
式
」
と
い
う
言
い
方
は
し
て
い
な
い
。
で

は
、
東
向
北
町
だ
け
の
事
例
か
と
い
う
と
そ
う
で
も
な
く
、
例
え
ば
東
吉
野
町
で

は
、
宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）
の
「
木
津
村
地
蔵
会�

式�

由
緒
書
」（
傍
点
村
上
）

（

）

が
残
っ
て
い
る
。
ま
た
、
奥
野
義
雄
に
よ
れ
ば
、
奈
良
市
丹
生
町
で
行
わ
れ
て
い

い
せ
き

（

）

る
も
の
は
地
蔵
盆
で
は
な
く
「
地
蔵
会
式
」
と
称
し
て
い
る
と
い
う
。

い
ず
れ
も
奈
良
市
内
の
事
例
で
は
な
い
が
、
奈
良
で
は
広
く
地
蔵
を
地
域
で
祀

る
行
為
を
仏
教
的
な
法
会
に
準
じ
て
「
会
式
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
可
能
性
も
捨
て

き
れ
な
い
。

こ
う
し
た
「
会
式
」
と
い
う
表
現
か
ら
も
、
地
域
社
会
で
民
俗
行
事
と
し
て
実

施
さ
れ
て
い
る
地
蔵
盆
は
、
奈�

良�

に�

お�

い�

て�

は�

か
つ
て
寺
院
で
行
わ
れ
て
い
た
法
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要
で
あ
る
地
蔵
講
（
地
蔵
会
式
）
が
民
間
に
定
着
し
、
年
中
行
事
化
し
て
い
っ
た

と
考
え
て
お
き
た
い
。

お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
、
奈
良
町
の
「
地
蔵
盆
」
に
つ
い
て
史
料
か
ら
検
討
を
加
え
て
き

た
。
こ
こ
で
は
、
①
近
世
奈
良
の
寺
院
で
は
、
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
た
よ

う
に
六
月
に
地
蔵
菩
薩
を
祀
る
法
要
が
行
わ
れ
て
い
た
。
②
一
方
で
、
六
月
、
七

月
と
複
数
回
に
わ
た
っ
て
地
蔵
菩
薩
を
祀
る
寺
院
も
存
在
し
て
い
た
。
③
こ
う
し

た
地
蔵
菩
薩
の
縁
日
に
地
蔵
菩
薩
を
寺
院
内
で
祭
祀
す
る
の
は
月
次
で
実
施
さ
れ

て
い
た
地
蔵
講
と
関
わ
る
の
で
は
な
い
か
。
④
中
世
後
期
に
は
寺
院
内
外
で
身
分

の
上
下
を
問
わ
ず
地
蔵
信
仰
が
高
ま
り
、
拡
大
し
て
い
っ
た
結
果
、
⑤
中
世
に
寺

院
内
で
実
施
さ
れ
て
い
た
月
次
の
行
事
で
あ
る
地
蔵
講
が
民
間
に
定
着
し
、
近
世

に
お
け
る
町
の
年
中
行
事
と
な
っ
た
の
が
地
蔵
会
で
は
な
い
か
│
│
と
い
っ
た
こ

と
を
指
摘
し
た
。

当
初
の
目
論
見
に
対
し
て
、
実
際
に
明
ら
か
に
で
き
た
こ
と
は
少
な
く
、
今
後

の
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
多
く
は
史
料
的
な
裏
付
け
を
欠
き
見
通
し
を
示
し

た
に
す
ぎ
な
い
。
と
り
わ
け
、
奈
良
町
の
「
地
蔵
会
」
が
な
ぜ
、
六
月
に
収
斂
し

て
い
っ
た
か
と
い
う
最
大
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
と
は
い
え
、
近
世
初
頭
に
町
で
始
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
京
都
の
地
蔵
会

と
は
、
そ
の
性
格
を
異
に
し
て
い
る
可
能
性
が
浮
か
び
上
が
っ
た
。
六
月
と
い
う

「
盂
蘭
盆
会
」
と
全
く
関
わ
り
の
な
い
月
に
実
施
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
も
京
都
と

（

）

の
違
い
は
明
確
で
あ
り
、
恐
ら
く
は
奈
良
固
有
の
春
日
社
や
興
福
寺
と
い
っ
た
権

（

）

門
寺
社
や
福
智
院
な
ど
の
地
蔵
菩
薩
を
本
尊
と
す
る
寺
院
法
会
の
存
在
が
大
き
な

影
響
を
与
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
現
在
、
地
蔵
盆
が
七
月
に
実
施
さ
れ
て
い
る

（
旧
暦
な
ら
六
月
）
地
域
の
多
く
が
奈
良
盆
地
に
多
い
と
い
う
事
実
も
興
福
寺
な

（

）

ど
と
の
関
係
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

大
森
町
で
は
、
そ
こ
で
行
わ
れ
て
い
る
地
蔵
盆
と
そ
こ
で
祀
ら
れ
る
石
仏
（
地

蔵
）
の
起
源
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
伝
承
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。

鎌
倉
時
代
ご
ろ
に
大
き
な
洪
水
が
あ
っ
て
、
興
福
寺
の
方
か
ら
お
地
蔵
さ
ん

が
た
く
さ
ん
流
れ
て
き
た
。
こ
の
辺
は
興
福
寺
よ
り
も
下
流
に
あ
た
り
、
以
前

は
池
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
あ
た
り
に
お
地
蔵
さ
ん
が
流
れ
着
い
た
。
こ
の
あ

た
り
に
あ
る
お
地
蔵
さ
ん
は
、
み
ん
な
そ
の
時
に
流
れ
て
き
た
も
の
だ
と
言
わ

れ
て
い
る
。

勿
論
、
史
料
的
に
裏
付
け
が
と
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
町
の
地
蔵
盆
・
地
蔵

尊
の
ル
ー
ツ
と
し
て
、
興
福
寺
と
の
関
係
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
し

た
い
。
少
な
く
と
も
、
地
域
社
会
に
お
い
て
、
町
で
祀
っ
て
い
る
石
仏
を
興
福
寺

か
ら
来
た
も
の
だ
と
理
解
し
て
い
る
こ
と
は
、
興
福
寺
の
影
響
を
考
え
る
う
え
で

も
興
味
深
い
。

注

（
�
）
林
英
一
『
地
蔵
盆
│
受
容
と
展
開
の
様
式
』（
初
芝
文
庫
、
一
九
九
七
年
）

（
�
）
清
水
邦
彦
「
路
傍
の
地
蔵
像
の
歴
史
的
考
察
」（『
宗
教
研
究
』
八
四
巻
四
輯
、
二

〇
一
一
年
）、
清
水
邦
彦
「
京
都
の
地
蔵
盆
の
宗
教
史
的
研
究
」（『
比
較
民
俗
研
究
』
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二
五
号
、
二
〇
一
一
年
）

（
�
）
拙
著
『
京
都
地
蔵
盆
の
歴
史
』（
法
藏
館
、
二
〇
一
七
年
）

（
�
）
永
島
福
太
郎
『
奈
良
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
三
年
）、
安
田
次
郎
『
中
世
の
奈

良
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
）
な
ど
。

（
�
）
「
奈
良
町
」
と
い
う
呼
称
自
体
は
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
の
も
の
だ
が
、
本
稿
で
は
東

大
寺
・
興
福
寺
門
前
、
元
興
寺
旧
境
内
地
域
な
ど
、
近
世
の
奈
良
町
奉
行
所
成
立
に

よ
っ
て
町
切
が
行
わ
れ
て
成
立
し
た
「
町
」
一
帯
を
さ
し
あ
た
り
対
象
と
し
て
「
奈

良
町
」
と
呼
ぶ
。

（
�
）
奥
野
義
雄
「
地
蔵
盆
」（『
奈
良
県
立
民
俗
博
物
館
だ
よ
り
』V

ol.IX
,N
o.2

、
通
巻

三
二
号
、
一
九
八
二
年
二
月
）。
奥
野
は
八
月
二
四
日
に
行
わ
れ
る
奈
良
盆
地
周
辺
と

山
間
部
の
地
蔵
盆
に
つ
い
て
、『
多
聞
院
日
記
』
な
ど
に
見
え
る
八
月
二
四
日
に
地
蔵

講
が
行
わ
れ
て
い
る
と
と
も
に
秋
彼
岸
の
法
要
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
祖
先
供

養
と
地
蔵
信
仰
が
結
び
つ
い
て
八
月
の
地
蔵
盆
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
議
論
が
な
り
立
つ
に
は
、
新
暦
施
行
以
前
か
ら
八
月
に
地
蔵

盆
（
地
蔵
会
）
が
実
施
さ
れ
て
い
な
い
と
い
け
な
い
が
、
実
際
に
は
七
月
に
実
施
さ

れ
て
い
た
も
の
が
新
暦
施
行
に
伴
い
一
月
遅
れ
の
八
月
の
行
事
と
な
っ
て
お
り
、
中

世
寺
院
の
彼
岸
会
を
結
び
付
け
る
の
は
無
理
が
あ
ろ
う
。
奥
野
自
身
も
後
述
す
る
一

九
八
六
年
の
論
文
「
地
蔵
盆
と
念
仏
講
」
で
は
、
彼
岸
会
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な

い
。

（
�
）
奥
野
義
雄
「
地
蔵
盆
と
念
仏
講
」（『
仏
教
民
俗
学
大
系
』
第
六
巻
「
仏
教
年
中
行

事
」、
名
著
出
版
、
一
九
八
六
年
、
の
ち
同
『
祈
願
・
祭
祀
習
俗
の
文
化
史
』
岩
田
書

院
、
二
〇
〇
〇
年
所
収
）

（
�
）
前
掲
、
奥
野
義
雄
「
地
蔵
盆
と
念
仏
講
」

（
�
）
前
掲
、
奥
野
義
雄
「
地
蔵
盆
と
念
仏
講
」

（

）
赤
田
光
男
「
南
都
の
盆
と
地
蔵
盆
の
行
事
」（『
日
本
文
化
史
研
究
』
第
四
八
号
、

二
〇
一
七
年
三
月
）

（

）
清
水
邦
彦
「
奈
良
県
奈
良
市
中
心
市
街
地
の
地
蔵
盆
」（『
西
郊
民
俗
』
第
二
二
四

号
、
二
〇
一
三
年
）

（

）
前
掲
奥
野
義
雄
「
地
蔵
盆
」

（

）
前
掲
奥
野
義
雄
「
地
蔵
盆
」、
同
「
地
蔵
盆
と
念
仏
講
」

（

）
清
水
邦
彦
「
奈
良
県
奈
良
市
中
心
市
街
地
の
地
蔵
盆
」（『
西
郊
民
俗
』
第
二
二
四

号
、
二
〇
一
三
年
）

（

）
前
掲
清
水
論
文

（

）
前
掲
赤
田
光
男
「
南
都
の
盆
と
地
蔵
盆
の
行
事
」
な
ど

（

）
前
掲
清
水
論
文

（

）
前
掲
清
水
邦
彦
「
奈
良
県
奈
良
市
中
心
市
街
地
の
地
蔵
盆
」

（

）
喜
多
野
徳
俊
訳
注
『
南
都
年
中
行
事
』（
綜
芸
舎
、
一
九
七
九
年
）。

（

）
一
ヶ
月
間
の
行
事
を
一
冊
に
し
た
も
の
で
完
本
で
あ
れ
ば
一
二
冊
か
ら
な
る
は
ず

だ
が
、
四
・
五
・
七
・
八
・
一
〇
月
の
五
ヶ
月
分
を
欠
く
。
な
お
、
喜
多
野
徳
俊
訳

注
『
南
都
年
中
行
事
』「
ま
え
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
本
書
は
水
木
家
に
あ
る
村
井
古
道

自
筆
本
に
よ
っ
た
と
あ
る
。「
水
木
家
」
と
は
奈
良
女
子
高
等
師
範
学
校
で
教
鞭
を
執

っ
て
い
た
水
木
要
太
郎
で
あ
ろ
う
が
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
『
水
木
家
資
料
目

録
』（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
二
〇
〇
三
年
）
に
は
見
え
て
い
な
い
。
現
時
点
で
は

原
本
の
所
在
が
確
認
で
き
て
い
な
い
の
で
、
喜
多
野
徳
俊
に
よ
る
前
掲
書
に
よ
っ
た
。

（

）
『
奈
良
市
史
編
集
審
議
会
会
報
一
』（
奈
良
市
史
編
集
審
議
会
編
集
・
発
行
、
一
九

六
三
年
）

（

）
真
鍋
廣
済
『
地
蔵
菩
薩
の
研
究
』（
三
密
堂
書
店
、
一
九
六
〇
年
）

（

）
前
掲
奥
野
義
雄
「
地
蔵
盆
」、
前
掲
赤
田
光
男
「
南
都
の
盆
と
地
蔵
盆
の
行
事
」

（

）
鈴
木
良
一
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』（
そ
し
え
て
、
一
九
八
三
年
）

（

）
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
九
年
四
月
二
四
日
条

（

）
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
永
正
二
年
正
月
二
四
日
条

（

）
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
明
応
七
年
三
月
一
六
日
条

（

）
鈴
木
良
一
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
│
あ
る
門
閥
僧
侶
の
没
落
の
記
録
』（
そ
し
え

て
、
一
九
八
三
年
）

（

）
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
一
一
年
八
月
七
日
条

（

）
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
一
九
年
六
月
晦
日
条

（

）
真
鍋
廣
済
・
梅
津
次
郎
共
編
『
地
蔵
霊
験
絵
詞
集
』（
古
典
文
庫
、
一
九
五
七
年
）。

な
お
、「
春
日
大
明
神
」
の
他
に
は
、
南
円
堂
、
橘
寺
、
法
隆
寺
、
矢
田
寺
、
奈
良
福
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智
院
、
川
上
目
蔵
君
別
所
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（

）
赤
田
光
男
『
中
世
大
和
の
仏
教
民
俗
信
仰
』（
帝
塚
山
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四

年
）

（

）
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
一
〇
年
七
月
六
日
条

（

）
阿
諏
訪
青
美
「
奈
良
福
智
院
地
蔵
堂
の
再
興
と
『
勧
進
憑
支
』」（
阿
諏
訪
青
美

『
中
世
庶
民
信
仰
経
済
の
研
究
』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）

（

）
藤
澤
典
彦
「
近
世
奈
良
町
成
立
の
画
期
」（
小
野
正
俊
・
萩
原
三
雄
編
『
戦
国
時
代

の
考
古
学
』
髙
志
書
院
、
二
〇
〇
三
年
）

（

）
狭
川
真
一
「
中
世
都
市
奈
良
の
宗
教
環
境
」（
中
世
都
市
研
究
会
編
『「
宗
教
都
市
」

奈
良
を
考
え
る
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
七
年
）

（

）
奈
良
市
東
向
北
町
町
有
文
書
『
万
大
帳
』
九
番
（『
日
本
都
市
生
活
史
料
集
成

九

門
前
町
篇
』
学
習
研
究
社
、
一
九
七
七
年
、
た
だ
し
奈
良
県
立
図
書
情
報
館
架
蔵
写

真
帳
に
よ
り
訂
正
）

（

）
『
東
吉
野
村
史

史
料
編
上
巻
』（
東
吉
野
村
教
育
委
員
会
編
集
・
発
行
、
一
九
九

〇
年
、
三
九
〇
頁
）

（

）
前
掲
奥
野
義
雄
「
地
蔵
盆
と
念
仏
講
」

（

）
京
都
で
は
都
市
域
に
設
け
ら
れ
た
中
世
墓
地
が
近
世
の
寺
町
と
境
内
墓
地
の
形
成

に
よ
っ
て
忘
却
さ
れ
て
い
く
の
に
対
し
、
奈
良
で
は
戦
国
期
に
お
い
て
も
「
信
仰
が

止
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
違
う
形
の
信
仰
に
変
化
し
た
け
れ
ど
も
、
町
家
そ
れ

ぞ
れ
の
感
じ
は
細
々
と
続
い
て
い
て
、
石
造
物
に
対
す
る
信
仰
は
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
」
と
い
う
見
解
（
中
世
都
市
研
究
会
編
『「
宗
教
都
市
」
奈
良
を
考
え
る
』
所
載

「
全
体
討
論
」
に
お
け
る
狭
川
真
一
発
言
）
が
出
さ
れ
て
い
る
。
石
造
物
を
取
り
ま
く

環
境
も
京
都
と
奈
良
で
は
異
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

（

）
二
〇
一
七
年
の
調
査
に
お
い
て
も
、
七
月
二
三
、
四
日
に
「
地
蔵
盆
」
を
実
施
し

て
い
る
町
が
多
か
っ
た
。
京
都
・
大
阪
・
滋
賀
な
ど
で
は
、
子
ど
も
の
参
加
し
や
す

さ
や
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
家
庭
が
増
え
て
実
施
す
る
大
人
が
平
日
に
は
集
ま
り
に
く

い
こ
と
か
ら
八
月
二
四
日
前
後
の
週
末
に
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
こ
う
し

た
な
か
で
、
奈
良
町
で
七
月
二
三
、
四
日
を
守
っ
て
い
る
の
は
、
近
隣
に
あ
る
福
智

院
や
十
輪
院
と
い
っ
た
地
蔵
菩
薩
を
祀
る
寺
院
の
法
要
と
あ
わ
せ
よ
う
と
い
う
意
志

が
働
い
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（

）
京
都
周
辺
か
ら
近
世
に
な
っ
て
旧
暦
七
月
に
実
施
さ
れ
る
地
蔵
会
が
伝
播
し
た
が
、

そ
の
時
点
で
既
に
六
月
に
権
門
寺
院
の
影
響
で
地
蔵
尊
を
祀
る
行
事
が
行
わ
れ
て
い

た
奈
良
町
周
辺
で
は
、
七
月
の
地
蔵
会
が
受
容
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
現
在
の
「
地
蔵
盆
」
と
い
う
呼
称
は
、
近
世
の
も
の
で
は
な
く
、
恐
ら
く
は
近

代
以
降
の
も
の
で
あ
ろ
う
。「
地
蔵
盆
」
呼
称
の
定
着
に
つ
い
て
は
未
考
だ
が
、
京
都

な
ど
の
事
例
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
近
代
初
頭
に
路
傍
の
石
仏
撤
去
が
新
政
府
に
よ
っ
て

命
じ
ら
れ
、
民
俗
行
事
が
中
断
し
た
後
、
復
活
し
て
い
く
な
か
で
近
隣
で
使
わ
れ
る

「
地
蔵
盆
」
の
称
が
受
容
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

【
付
記
】
本
稿
は
、
二
〇
一
六
年
度
、
奈
良
大
学
研
究
助
成
「
大
和
国
東
山
内
の

歴
史
的
環
境
に
関
す
る
研
究
」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
二
〇
一
七
年
七
月
二

三
日
に
実
施
し
た
奈
良
町
の
地
蔵
盆
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
本
学
史
学
科
の
隅

田
瞳
氏
の
ご
協
力
を
得
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。
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Summary

Jizo belief in Nara in the early modern period

Norio MURAKAMI
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