
吹
田
市
佐
井
寺

風
土
記
こ
ぼ
れ
話
会
一
)

編

集

部

山
田
寺

(
佐
井
寺
)
観
音
様
の
地
蔵
盆
会

八
月
二
十
四
日
の
夜
の
帳
(
と
ば
り
)
が
お
り
る
と
、
毎
年

絶
え
る
こ
と
の
な
い
行
事
が
、
盛
大
に
繰
り
返
し
営
ま
れ
る
。

広
い
境
内

一
面
に
数
え
切
れ
な
い
程
の
、
沢
山
の
可
愛
ら
し

い
、
豆
電
球
付
き
の
提
灯
が
ぶ
ら
下
が
り
、
か
す
か
に
揺
れ
て

い
る
。
そ
の
淡
い
光
り
が
、
雨
上
が
り
の
木
々
の
諸
葉
(
も
ろ

は
)
に
生
え
て
美
し
く
、
見
惚
れ
て
い
る
内
に
、
浴
衣
姿
の
少

年
少
女
達
が
、
大
勢
集
ま
っ
て
来
て
は
は
し
ゃ
ぎ
廻
っ
て
い
る
。

慶
安
二
年
鋳
造
の
銘
あ
る
由
緒
深
い
大
発
鐘
は
、
静
か
な
佐

井
寺
の
中
空
に
余
韻
を
響
か
せ
て
い
る
。
大
東
亜
戦
争
に
際
し
、

こ
の
銘
あ
る
が
た
め
に
、
軍
部
も
徴
発
を
醇
降
し
た
の
で
難
を

免
れ
た
の
で
あ
る
。

有
志
に
よ
る
御
詠
歌
の
奉
納
が
終
わ
る
と
、
住
職
の
読
経
裡

に
、
少
女
達
の
御
詠
歌
踊
り
が
、

一
層
の
興
趣
を
添
え
る
。
善

男
善
女
の
参
詣
引
き
も
切
ら
ぬ
有
様
で
、
平
素
は
広
く
て
涼
し

い
境
内
も
人
い
き
れ
で
蒸
し
暑
く
感
じ
る
。
や
が
て
御
詠
歌
団

一
行
の
、御
詠
歌
踊
り
が
始
ま
る
頃
に
は

一
層
の
入
手
と
な
り
、

こ
の
街
久
々
の
に
ぎ
や
か
な
夜
が
更
け
て
ゆ
く
。

(三
八
・
八
・

二
五
)

幾
十
年
か
前
の
こ
と
、
現
在
の
数
十
階
も
あ
る
石
段
の
と
こ

ろ
を
改
修
し
た
際
、
お
地
蔵
様
が
続
々
と
出
て
き
た
。
そ
の
所

を
以
前
に
は
「
キ
ラ
ラ
坂
」
と
い
っ
て
、
薮
が
茂
っ
て
い
て
土

手
の
よ
う
な
所
で
あ
っ
た
。
こ
の
石
段
は
上
田
氏
が
独
力
で
寄

進
さ
れ
た
も
の
で
、
現
在
は
市
の
中
央
部
で
お
住
ま
い
な
さ
っ

て
お
ら
れ
る
と
か
聞
い
て
い
る
。

そ
の
石
段
を
登
り
つ
め
た
傍
わ
ら
に
、
当
時
佐
井
寺
各
所
に
、

散
在
し
て
い
た
お
地
蔵
様
を
、

一
っ
と
こ
ろ
に
合
記
さ
れ
た
。

そ
の
中
に
今
井
音
吉
と
い
う
人
の
宅
地
内
に
、
記
ら
れ
で
あ
っ

た
お
地
蔵
様
の
も
交
じ
っ
て
い
る
。
こ
の
お
地
蔵
様
は
昔
か
ら
、

歯
痛
と
幼
児
の
夜
泣
き
と
に
は
特
に
よ
く
効
い
て
下
さ
る
と
て

信
仰
が
篤
く
、
地
許
だ
け
で
は
な
く
、
他
所
か
ら
の
祈
願
も
随

分
と
多
か

っ
た
ら
し
い
。

後
日
に
至
り
こ
の
、
沢
山
の
お
地
蔵
様
を
、

の
場
所

へ
移
さ
れ
た
。

再
度
動
か
し
現
在

去
る
日
私
は
、
も
の
好
き
に
も
数
を
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、

何
と
百
七
十
体
(
数
読
み
に

一
、
二
体
は
間
違
っ
て
い
る
か
も

知
れ
な
い
)
も
あ
る
の
に
驚
い
た
。
ど
れ
も
こ
れ
も
風
化
の
激

し
い
と
こ
ろ
か
ら
察
す
る
に
、
み
ん
な
幾
百
年
か
を
経
た
も
の

ば
か
り
で
、
当
村
内
各
所
に
散
在
し
て
記
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
、

当
村
の
成
立
の
古
い
こ
と
も
よ
く
立
証
さ
れ
、
当
時
の
村
民
の

帰
依
(
き
え
)
も
相
当
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

百
七
十
体
の
お
地
蔵
様

今
は
境
内
の
中
央
鐘
撞
き
堂
脇
に
鎮
座
し
て
お
ら
れ
る
、
こ

の
よ
う
に
沢
山
に
並
べ
ら
れ
た
、
珍
し
い
お
地
蔵
様
に
つ
い
て

少
し
述
べ
て
み
た
い
。
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加
浅
野
倉
平
さ
ん
が
今
年
の

3
月
末
実
際
に
数
え
直
さ
れ
ま
し
た
。
南
側

川
町
体
西
側
初
体
北
側
M

明
体
東
側
w
晶
体
合
計

m体
(
一
度
し
か
掌
え

な
か
っ
た
の
で
、
数
え
間
違
い
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
と
の
こ
と
で
す
)
。

な
お
、
本
稿
の
写
真
は
す
べ
て
浅
野
さ
ん
に
ご
提
供
頂
き
ま
し
た
。

向
か
い
坂
峠
の
十
三
体
の
お
地
蔵
様
も
、

当
時
山
田
寺
へ
合

把
の
話
が
出
た
け
れ
ど
、
妥
協
が
な
ら
ず
、
最
初
の
発
見
者
と
、

お
地
蔵
様
を
お
守
り
し
て
お
ら
れ
る
人
々
の
、
熱
意
と
が
実
を

結
び
、
現
在
の
地
域
に
独
立
を
続
け
、
毎
年
八
月
二
十
四
日
夕

べ
の
地
蔵
盆
会
に
は
、
欠
か
さ
ず
に
ぎ
や
か
に
、
回
向
を
繰
り

返
さ
れ
て
い
る
。

当
地
境
内
の
お
地
蔵
様
合
杷
を
機
会
に
、
毎
年
八
月
二
十
四

日
に
は
回
向
さ
れ
、
盛
大
な
お
祭
り
行
事
が
、
執
り
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。

盆
踊
り
前
に
な
る
と
お
地
蔵
様
に
、
各
信
者
か
ら
寄
進
さ
れ

た

一
つ
一
つ
の
真
新
し
い
よ
だ
れ
か
け
が
、
か
け
ら
れ
て
あ
る

の
が
よ
く
目
立
つ
。
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数
多
い
こ
の
お
地
蔵
様
の
内
の
玉
、

六
体
に
、
舟
形
石
、
光

背
の
と
が
っ
た
部
分
が
、
半
円
形
に
凹
ん
で
い
る
の
が
異
様
に

見
え
る
。
こ
れ
は
い
つ
頃
の
世
代
で
あ

っ
た
か
は
判
ら
な
い
が
、

当
時
の
農
家
の

一
部
の
人
々
が
、
便
宜
上
石
像
を
つ
い
失
敬
し

て
、
「
ジ
ロ

l
」
に
代
用
し
た
も
の
で
、
つ
い
で
に
踏
み
台
に

も
・
・
・
と
、
無
縁
に
な
っ
て
い
る
墓
石
を
使

っ
て
い
た
ら
し
い
。



「
キ
ネ
」

の
重
心
?
に
使
用
さ
れ

「
ジ
ロ

l
」
と
は
米
を
踏
む

る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
も
他
所
で
は
あ
ま
り
類
を
見
な
い
、
当
山
田
寺
に
お
け

る
特
異
な
存
在
と
、
い
え
な
い
こ
と
は
な
い
。

-J.為
バ
リ

9
4J
 

4y
a
 

E
F
F
6
4

・

群
中
に
四
・
五
基
は
あ
る
、
船
方
光
背
の
「
く
ぼ
み
」
は
当
時
の
農
民

の
生
活
援
り
の
一
婚
を
知
る
上
に
霊
要
な
課
題
を
輿
え
て
く
れ
て
い
る
。

特
異
な
存
在
の
石
仏
逮
で
あ
る
。

世
が
納
ま
れ
ば
人
心
も
逐
次
お
ち
つ
き
を
取
り
戻
し
、
誰
い
う

と
も
な
く
、
仏
罰
の
怖
ろ
し
さ
を
感
じ
始
め
、
噂
に
噂
が
拡
が

り
、
ま
た
元
の
位
置
に
戻
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

ま
こ
と
に
危
ぷ
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

そ
の
次
の
危
機
は
前
項

(
M
号
所
載
下
馬
石
標
に
つ
い
て
)

に
も
述
べ
た
、
心
な
い
軍
人
達
の
た
め
四
本
柱
に
馬
が
繋
が
れ
、

永
い
期
間
村
人
を
し
て
ハ
ラ
ハ
ラ
さ
せ
た
こ
と
も
、
今
は
語
り

草
と
な
っ
て
い
る
。

次
は
大
東
亜
戦
争
が
だ
ん
だ
ん
と
き
び
し
く
な
っ
て
く
る

と
、
軍
部
か
ら
は
徴
用
の
発
令
が
や
っ
て
き
た
。
け
れ
ど
も
慶

安
二
年
の
刻
銘
(
重
複
す
る
が
)
の
お
陰
で
御
難
を
免
れ
た
。

い
ず
れ
近
い
将
来
に
は
古
文
化
財
に
も
指
定
さ
れ
る
可
能
性
の

あ
る
、
こ
の
鐘
に
も
い
ろ
い
ろ
の
話
題
の
含
ま
れ
た
、
ま
こ
と

に
由
緒
深
い
鐘
と
い
え
る
。

四
季
の
折
々
に
粛
条
(
し
よ
う
じ
よ
う
)

韻
を
、
間
近
に
聞
く
こ
と
の
出
来
る

私
に
と
っ
て
は
、
ま
こ
と
に
有
難
く
、

倖
せ
(
し
あ
わ
せ
)
の
極
み
で
あ
る
。

た
る
こ
の
鐘
の
余

徴
発
を
免
れ
た
釣
り
鐘

つ
い
で
に
当
寺
境
内
の
大
発
鐘
に
つ
い
て
、

し
て
お
こ
う
。
古
書
に
日
く
、

前

略

降
っ
て
、
天
正
年
中
(
約
三
百
八
十
年
前
)
兵
火
に
擢
り
て
、

堂
塔
坊
舎
悉
く
灰
撞
と
な
り
、
わ
づ
か
に
草
堂
を
建
て
て
、
本

尊
及
び
諸
仏
を
移
し
た
り
し
も
、
正
保
四
年
(
約
三
百
二
十
年

前
)
に
至
り
て
、
寺
僧
「
楽
順
」
(
ら
く
じ
ゅ
ん
)
屡
々
霊
夢

に
感
ぜ
し
よ
り
、
応
験
の
著
し
き
こ
と
四
方
に
伝
わ
り
、
饗
者

一
時
睡
を
接
す
る
の
盛
況
を
呈
し
、
よ
う
や
く
再
興
の
工
成
り

て
、
時
の
領
主
板
倉
周
防
守
源
重
宗
も
亦
崇
敬
浅
か
ら
ず
、
党

鐘
を
寄
進
せ
り
。
銘
は
京
都
東
寺
の
長
者
亮
春
(
り
ょ
う
し
ゅ

ん
)
の
撰
な
り
。
云
々
。

板
倉
周
防
守
の
母
堂
?
が
悪
疾
の
眼
病
に
擢
ら
れ
た
と
き

「
お
こ
う
ず
い
」
(
佐
井
の
清
水
)
に
よ
り
全
快
な
さ
れ
、
そ

の
お
礼
に
こ
の
鐘
を
寄
進
せ
ら
れ
た
と
か
聞
い
て
い
る
。
こ
れ

も
伝
説
で
真
偽
の
程
は
判
ら
な
い
。
明
治
の
初
年
諸
政
の
改
革
、

廃
仏
按
釈
の
余
渡
は
、
当
寺
に
ま
で
押
し
寄
せ
て
き
た
。
さ
る

商
人
か
ら
、
こ
の
大
発
鐘
の
売
却
を
再
三
の
懇
請
に
、
村
の
代

表
者
協
議
の
結
果
応
ず
る
こ
と
に

一
決
し
、
早
速
と
鐘
を
降
ろ

し
、
門
ま
で
運
ん
で
来
た
と
こ
ろ
、
門
が
小
さ
か
っ
た
た
め
に

ど
う
し
て
も
出
る
こ
と
が
出
来
ず
(
門
は
第
一
室
戸
台
風
で
倒

れ
た
)
そ
の
後
永
い
閉
そ
の
ま
ま
に
放
置
さ
れ
て
あ
っ
た
が
、

少
し
ば
か
り
誌
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伊
射
奈
岐
神
社
社
殿
前
の

「
石
標
」
と
「
菅
広
房
」

二
{
富
農
房
建
主
制

F
E

--
-
メ
ー
ト
ル
ゑ
七
セ
〉
子

;
1
・
'

、、
倒
置
岨
日
伶
再
考
ぬ
と
射
を
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当
神
社
は
伊
射
諾
尊
(
い
ざ
な
ぎ
の
み
こ
と
)
を
肥
る
延
喜

式
内
社
で
あ
る
。
わ
が
吹
田
市
で
は
最
も
古
い
、
由
緒
正
し
い

格
式
の
高
い
こ
の
神
社
を
、
わ
が
佐
井
寺
に
戴
い
て
い
る
こ
と

を
、
悦
び
誇
り
と
し
て
い
る
人
々
の
、
い
た
っ
て
少
な
い
こ
と



は
、
常
々
寂
し
く
残
念
で
な
ら
な
い
。

応
仁
以
来
天
正
の
頃
ま
で
に
し
ば
し
ば
兵
火
に
擢
り
、
文
禄

年
中
に
草
社
を
営
み
お
杷
り
し
た
が
、
そ
の
後
享
和
三
年
(
百

六
十
年
前
)
新
た
に
造
営
さ
れ
た
の
が
、
現
在
の
社
殿
で
あ
る

ら
し
い
。
明
治
の
五
年
神
仏
分
離
で
、
漸
く
日
の
目
を
見
る
に

至
り
村
社
に
列
し
。
明
治
四
十
三
年
に
は
神
懐
幣
吊
料
供
進
社

と
し
て
府
か
ら
指
定
さ
れ
た
が
、
敗
戦
と
同
時
に
中
止
の
厄
に

遭
い
、
い
つ
ま
た
こ
れ
が
快
復
さ
れ
る
や
ら
、
前
途
甚
だ
遼
遠

で
あ
る
。

さ
て
こ
れ
か
ら
が
私
の
言
い
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
社
殿
の
前
右
側
に
、
方
八
寸
、
高
さ
三
尺
、
二
段
の
台
石

に
作
成
さ
れ
た
石
碑
が
あ
る
。
そ
の
台
石
に
刻
ま
れ
た
文
字
は

小
さ
く
て
見
え
に
く
い
が
、
当
佐
井
寺
の
郷
土
史
上
、
重
要
な

役
割
を
持
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
て
、
拙
い
な
が
ら
間
違
い
も

多
か
ろ
う
と
思
う
が
、
以
下
少
し
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
。

別
図
の
ご
と
く
正
面
に
「
伊
射
奈
岐
社
一
座
」
右
側
面

に
「
佐
井
寺
村
」
下
の
台
石
正
面
中
央
に
「
菅
広
房
建
」

と
刻
ま
れ
で
あ
る
の
が
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
判
読
で
き
る
。

当
時
(
享
保
年
間
)
古
来
の
神
社
に
対
す
る
、
尊
敬
の
念
に

乏
し
く
、
自
然
と
社
寺
の
浬
滅
(
い
ん
め
つ
)
甚
し
く
、
祭
神

の
誤
り
伝
え
ら
れ
(
当
神
社
に
お
い
て
も
あ
る
時
期
に
は
当
時

の
権
力
者
に
対
す
る
便
宜
上
、
春
日
明
神
と
称
え
ら
れ
て
い
た
)

て
い
る
の
を
嘆
い
た
碩
儒
、
並
河
誠
所
(
贈
従
五
位
)
ほ
か

が
、
誰

一
人
と
し
て
訪
ず
れ
る
も
の
も
な
く
、
た
だ
い
た
ず
ら

に
風
雨
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
の
に
は
、
胸
に
迫
ま
る
も
の
が
あ

る。

現
在
の
石
標
(
復
元
後
?
)

昨
秋
祭
り
前
に
、
あ
る
子
供
の
た
め
に
折
ら
れ
、
す
ぐ
に
修
復
し
て

下
さ
っ
た
が
元
の
位
置
と
直
角
に
変
わ
っ
て
い
る
の
で
復
元
し
て

欲
し
い
。
で
な
い
と
台
座
の
「
菅
広
一房
建
」
の
刻
銘
と
合
わ
な
い
。

二
、
三
の
有
志
が
奔
走
し
、
当
時
の
摂
津
の
内
の
二
十
社
を
調

べ
、
元
文
元
年
(
二
百
二
十
七
年
前
)
の
六
月
幕
府
の
当
時
の

寺
社
奉
行
、
大
岡
越
前
守
忠
相
に
上
申
し
て
、

こ
れ
が
実
行
方

万
端
を
大
阪
奉
行
の
手
に
移
し
た
。
町
奉
行
松
平
日
向
守
勘
敬

は
そ
の
旨
を
受
け
、
九
月
に
二
十
社
鎮
座
の
村
々
の
庄
屋
、
年

寄
等
を
招
き
、
か
ね
て
石
屋
さ
ん
に
調
整
せ
し
め
て
お
い
た
、

一
定
規
格
の
社
号
と
村
名
を
刻
ん
だ
石
標
を
各
々
の
代
表
に
手

渡
し
、
こ
れ
を
村
々
に
持
ち
帰
っ
て
建
立
す
る
と
共
に
、
そ
の

正
し
い
由
緒
伝
来
に
基
き
、
村
々
に
お
い
て
は
、
益
々
神
祇
の

尊
崇
を
図
る
べ
き
旨
を
申
し
渡
し
た。

庄
屋
年
寄
達
は
、
自
分

ら
の
村
々
に
御
鎮
座
の
産
土
神
(
う
ぶ
す
な
が
み
)
に
対
し
、

箔
を
付
け
て
く
だ
さ
れ
た
。
こ
の
有
難
い
計
ら
い
を
う
や
う
や

し
く
拝
受
し
、
各
村
に
持
ち
帰
っ
て
建
立
(
こ
ん
り
ゅ
う
)
に

と
り
か
か
り
、
こ
れ
が
全
部
終
っ
た
の
は
、
翌
元
文
二
年
、
今

よ
り
二
百
二
十
八
年
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

村
そ
れ
ぞ
れ
に
厳
粛
な
竣
工
除
幕
の
式
典
を
挙
げ
ら
れ
た
こ

と
で
あ
ろ
う
。
時
代
は
変
り
星
は
移
る
と
も
、
当
時
こ
れ
に
携

わ
ら
れ
、
現
に
努
力
さ
れ
た
人
々
に
対
し
、
満
腔
の
敬
意
と
感

謝
の
念
と
を
呼
び
覚
ま
す
べ
く
、
市
当
局
及
び
当
町
有
志
の
方

々
の
善
処
し
て
く
だ
さ
る
こ
と
を
念
願
し
て
や
ま
な
い
。

さ
て
題
名
の

「菅
広
房
」
氏
は
こ
の
建
碑
奔
走
の
途
中
、
元

文
元
年
正
月
そ
の
完
成
を
見
ず
に
、
当
村
の
大
庄
屋
で
あ
っ
た
、

「谷
」
氏
宅
に
て
客
死
な
さ
れ
、
同
家
の
厚
意
に
よ
る
自
然
石

の
墓
が
、

今
も
谷
家
三
十
数
基
の
傍
わ
ら
に
建
て
ら
れ
て
あ
る

86 -

そ
の
碑
の
位
置
は
こ
の
度
新
築
さ
れ
た
、
佐
井
寺
会
館
前
道

路
の
向
い
側
の
小
高
い
薮
地
に
建
て
ら
れ
て
あ
る
。

敬
神
家
で

あ
り
、

一
家
を
な
し
た
学
儒
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
同
氏
の
人
と

な
り
は
、
残
念
な
が
ら
未
だ
に
判
ら
な
い

・・・
と
い
う
の
が
実

情
ら
し

い
。

し
か
し
こ
の
墳
墓
と
い
い
、
神
社
境
内
の
碑
石
に
、
氏
の
姓

名
が
ハ
ツ
キ
リ
刻
ま
れ
て
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
碑
石
の
建

立
に
当
り
、
異
常
な
ま
で
の
努
力
の
傾
倒
を
惜
し
ま
れ
な
か
っ

た
氏
の
、
隠
れ
た
功
績
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
間
違
い
な
い
。

い
つ
の
世
に
か
ま
た
こ
れ
を
究
明
し
て
く
だ
さ
る
史
家
と
、
チ

ャ
ン
ス
の
到
来
し
て
く
れ
る
日
の
あ
る
こ
と
を
、

心
か
ら
待
ち

望
ん
で
い
る
。

私
は
こ
の
小
さ
な
あ
ま
り
目
立
た
な
い
碑
に
関
心
を
寄
せ
て

く
れ
て

い
る
人
の
、
あ
ま
り
に
も
少
な
い
現
状
を
思
い
、
せ
め

て
市
の
文
化
財
保
護
の
方
々
に
よ
く
調
査
し
て
い
た
だ
き
、
後

世
に
伝
え
る
べ
く
、
保
存
顕
彰
の
道
を
講
じ
て
い
た
だ
き
た
い

こ
と
を
、
衷
心
よ
り
重
ね
て
お
願
い
い
た
す
次
第
で
あ
る
。
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右
文
中
に
、
「
羽
倉
敬
尚
氏
」
著
「
筏
津
国
二
十
社
の
顕
彰
碑
に
聡
い
て
」

の
記
事
中
か
ら
、
若
干
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
を
こ
こ
に
記
し
て
お
く
。



伊
射
奈

う
と
め
)
さ
ん
が
、
こ
の
始
末
を
聞
く
や
、
「
警
察
よ
り
先
に
、

お
宮
様
へ
願
い
申
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
早
速
と
走
り
、
こ
の
コ

マ
狗
に
「
足
止
め
」
の
祈
願
を
し
た
。
後
刻
、
家
人
が
警
察
へ

届
け
に
行
く
と
、
賊
は
既
に
捕
ま
っ
て
い
た
と
い
う
。

近
郊
の
人
達
は
、
古
く
か
ら
こ
の
コ
マ
狗
を
『
足
ど
め
の
コ

マ
狗
』
と
称
え
て
、
そ
の
あ
ら
た
か
な
霊
験
を
信
じ
て
い
た
。

こ
れ
も
こ
の
コ
マ
狗
に
ま
つ
わ
る
話
で
あ
る
が
、
昔
、
も
今
も

青
年
達
の
心
理
は
変
わ
ら
な
い
も
の
ら
し
く
、
そ
ろ
そ
ろ
親
の

手
を
離
れ
て
、
一
本
立
ち
が
出
来
る
頃
と
な
る
と
、
今
の
言
葉

で
い
う
『
欲
求
不
満
』
の
連
続
と
な
り
、
そ
れ
が
昂
じ
る
と
、

無
断
で
家
を
飛
び
出
す
と
い
う
仕
儀
に
な
る
。

そ
こ
で
始
め
て
親
も
気
が
つ
く
わ
け
だ
が
、
と
り
わ
け
母
親

の
心
痛
は
、
傍
(
は
た
)
で
見
る
目
も
痛
わ
し
い
も
の
が
あ
る
。

過
去
幾
度
か
の
こ
う
し
た
出
来
ご
と
に
対
し
て
、
思
案
に
あ

ま
っ
た
母
親
は
、
早
速
と
願
い
ご
と
を
書
き
つ
け
た
紙
切
れ
を

コ
マ
狗
の
脚
に
結
び
つ
け
て
祈
願
し
た
。
そ
の
顕
い
は
言
う
ま

で
も
な
く
、
可
愛
い
い
息
子
が
思
い
あ
ま
っ
て
自
殺
を
し
て
く

れ
ぬ
よ
う
、

一
日
も
早
く
気
を
と
り
な
お
し
て
、
母
の
懐
(
ふ

と
こ
ろ
)
に
帰
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
、
と
の
涙
な
が
ら
の

切
な
る
願
い
ご
と
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
う
い
う
話
も
あ
る
。
相
思
相
愛
の
一
組
が
あ
っ
た
。
今
と

は
違
っ
て
当
時
の
提
(
お
き
て
)
は
厳
し
く
、
「
と
う
て
い
許

し
て
は
も
ら
え
な
い
か
ら
、
あ
の
世
で
添
い
と
げ
る
・
・
・
」
と

前
に
述
べ
た
「
伊
射
奈
岐
社
一
座
」
の
石
碑
の
す
ぐ
前
に
一

対
の
石
狗
が
あ
る
。
台
石
の
裏
手
に
、
「
文
化
七
年
庚
午
稔
(
か

の
え
う
ま
の
と
し
)
九
月
十
七
日
(
旧
暦
秋
祭
り
の
日
)
奥
祐

貞
建
之
、
石
工
、
吹
田
、
定
七
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。

奥
祐
貞
氏
は
現
奥
与
右
ヱ
門
氏
の
宗
祖
父
?
に
当
る
人
で

「
次
に
男
の
子
が
授
か
り
ま
す
よ
う
に
・
・

・
」
と
日
夜
の
祈
念

の
甲
斐
あ
っ
て
男
児
を
分
娩
せ
ら
れ
、
そ
の
お
礼
に
こ
の
石
狗

を
寄
進
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
い
っ
と
は
な
し
に
こ
の
コ
マ
狗
(
い

ぬ
)
に
も
い
ろ
い
ろ
な
話
題
が
秘
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、

そ
の
う
ち
の
一
つ

二
つ
を
拾
っ
て
み
よ
う
。

-88 司

こ
れ
は
ご
く
最
近
と
い
っ
て
も
十
年
く
ら
い
前
の
出
来
ご
と

で
あ
っ
た
。

或
る
日
の
昼
間
の
こ
と
、
あ
る
農
家
に
空
き
巣
泥
棒
が
入
り
、

若
干
の
品
物
を
盗
ま
れ
た
。
家
人
や
近
所
の
人
た
ち
が
騒
い
で

い
る
最
中
に
、
外
出
先
か
ら
一
戻
っ
て
き
た
そ
の
家
の
姑
(
し
ゅ

の
置
き
手
紙
を
残
し
て
家
出
し
た
。

こ
れ
を
見
た
家
人
は
仰
天
し
、
早
速
足
ど
め
の
祈
願
を
し
た

と
か
。
い
ず
れ
も
そ
れ
ら
の
結
末
に
つ
い
て
は
、
い
ち
い
ち
詳

ら
か
で
は
な
い
が
、
足
止
め
の
願
い
ご
と
は
よ
く
聞
き
と
ど
け

て
く
だ
さ
っ
た
ら
し
い
。
な
ん
だ
か
こ
の
話
も
と
り
と
め
の
な

い
よ
う
な
、
頼
り
な
い
気
が
せ
ぬ
で
も
な
い
。
私
は
こ
う
い
う

迷
信
が
か
っ
た
こ
と
は
大
嫌
い
で
あ
る
が
、
そ
れ
か
と
い
っ
て

こ
れ
を
庇
(
け
な
)
し
た
り
、
責
め
た
り
、
否
定
し
た
り
す
る

よ
う
な
気
持
ち
に
も
な
れ
な
い
。

私
は
、
や
は
り
こ
の
町
に
残
る
、
数
あ
る
伝
説
の

一
っ
と
し

て
、
い
つ
い
つ
ま
で
も
温
存
し
て
お
き
た
い
も
の
と
思
う
。
古

来
我
が
国
は
「
神
の
国
」
と
称
え
ら
れ
、
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
は
、

仏
教
渡
来
以
前
か
ら
純
朴
な
神
の
教
え
を
受
け
、
八
百
高
(
や

お
よ
ろ
ず
)
の
神
々
の
御
庇
護
に
依
存
し
て
き
た
純
朴
な
民
族

で
あ
っ
た
。

ま
し
て
佐
井
寺
は
、
古
来
純
農
の
集
団
で
あ
っ
た
か
ら
、
家

内
の
息
災
安
全
は
も
と
よ
り
、
農
作
の
成
長
、
稔
り
の
豊
か
で

あ
り
ま
す
よ
う
に
・
・
・
と
願
う
心
情
も
い
ぢ
ら
し
く
、
日
夜
こ

こ
ろ
の
安
ら
ぎ
を
も
求
め
た
で
あ
ろ
う
、
そ
の
明
け
暮
れ
の
純

情
さ
が
推
し
測
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
日
々
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
、
感
謝
と
励
み
の
心

が
湧
き
い
で
て
、
ひ
と
日
ひ
と
日
の
激
し
い
労
働
も
さ
し
て
苦

に
な
ら
ず
、
よ
く
い
そ
し
ん
だ
こ
と
で
あ
ろ
う
。

(
三
八
・
八
・
六
)
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