
①　　毎月1回25日発行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　祭3種郵便物認可(昭和35年7月26日)

LTl鍾鰭鰯舘
第37巻　第9号1992年9月25日　　　　大町山岳博物館

賀｢ ��ｶ仂�ﾂﾂ�潰ｸ�"����ﾉ�I����I�Hﾎ｢��-謬＼.---＼ 

圏顕rG ��(���畿闘 ��"r��ご����ヾ＼､ 去 剪�-＼. ロふき 
ヽ ��

●章一.∴一一∴ 劍ｵH.�-8���� 

＼ ��一議 �-8��ﾘｪ頽��������B�豫r�."ト 

十千 靖.雷予 ∴､.∴ 忘z���蒔Hvｧｲ�室蘭 凵�: 千:ヽ∴ 望∴∴立 /ぐ＼‥一事 劍ｶ��

ヽ.∵ 語 )∴ ��飴ﾒﾈ*ｲﾂﾂﾃ｣｣｣ｨ�り���飴ﾂ�遥;＼ii讃 ●∴ 亨.∴_∴ 剴ｨ�������x����x��Y�x���｢�ﾒ｢�● * �ｨ耳v�罎�

● 咤� 刪黶� 剩Q態等 演ーi;言言.そこ､ 
‡＼ 劔∴ヽ 劍+����ｸ�ﾂｲ�ｭ��咤��ｨ�ｨ耳���ｨﾘﾈ���咤�

_読 事 ��ﾃ｢� �� 偬F����7tﾂ��������剌ﾍ一 凵�ｈ�:∴ 

ヽ ��盤､∴∴ヽ: ��剋O欒 
･∴｢∴∴∴.. ����員ﾊB�vHﾋ��F�凛��mｨ�"�ヽ. +,'′ ノ∴ヽ〇一ヽ ､鶏 章､S.＼ 

:千 ��甑,:+蕊 ､●i t∴子 劔 

《 剪� 唸������:C｢�一g,,+∵∴ 

｢下の廊下｣を行く　写実と文　上條光則

黒
部
渓
谷
､
下
の
廊
下
を
歩
い
た
の
は
､
今
か
ら

五
年
前
､
昭
和
六
十
二
年
十
一
月
の
こ
と
で
す
｡

誘
っ
て
下
さ
る
方
が
あ
っ
て
､
随
分
た
め
ら
い
ま

し
た
が
､
思
い
切
っ
て
老
骨
に
ム
チ
打
っ
て
､
妻
も

一
緒
に
行
く
こ
と
に
決
心
し
ま
し
た
｡

一
行
は
男
性
二
人
､
女
性
四
人
の
計
六
人
｡
ガ
イ

ド
を
し
て
下
さ
る
方
は
､
山
の
大
ベ
テ
ラ
ン
の
楯
さ

ん
｡
二
人
の
女
性
も
ベ
テ
ラ
ン
級
｡
私
共
夫
婦
と
一

人
の
女
性
は
､
山
育
ち
と
は
言
え
､
ず
ぶ
の
素
人
｡

全
く
､
今
に
し
て
思
え
ば
､
良
く
ぞ
ま
あ
行
っ
て

来
た
も
の
よ
と
､
当
時
の
写
真
を
見
な
が
ら
､
つ
-

づ
-
と
有
難
-
､
無
事
に
行
っ
て
来
れ
た
こ
と
を
､

楯
さ
ん
は
じ
め
皆
さ
ん
に
感
謝
す
る
ば
か
り
で
す
｡

下
の
廊
下
は
､
今
さ
ら
私
が
説
明
す
る
ま
で
も
を

-
'
黒
部
ダ
ム
の
下
流
へ
黒
部
川
に
沿
っ
て
旧
日
電

参
道
を
下
る
コ
ー
ス
で
す
｡
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
は
､

難
コ
ー
ス
の
一
つ
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
｡
ベ

テ
ラ
ン
の
ガ
イ
ド
が
着
か
合
い
と
危
合
い
と
も
言
お

れ
て
い
る
秘
境
で
す
｡
そ
れ
に
天
候
に
も
大
変
左
右

さ
れ
ま
す
｡

十
一
月
四
日
､
曇
り
が
ち
だ
っ
た
空
も
､
ト
ン
ネ
ル

を
抜
け
れ
ば
､
そ
こ
は
も
う
カ
ラ
カ
ラ
の
上
天
気
〃
‥

切
り
立
っ
た
断
崖
〃
‥
下
を
見
れ
ば
百
メ
ー
ト
ル

以
上
は
る
か
真
下
に
逆
巻
-
黒
部
の
激
流
〃
‥

一
歩
で
も
あ
や
ま
れ
ば
-
そ
れ
で
万
事
終
り
-
0

数
十
セ
ン
チ
し
か
を
い
細
い
道
を
'
鉄
の
鎖
に
し

っ
か
り
つ
か
ま
り
な
が
ら
､
ゆ
っ
く
り
ゆ
っ
く
り
歩

い
て
渡
っ
て
行
く
の
で
す
｡

楯
さ
ん
は
､
歩
き
初
め
に
細
か
-
注
意
し
て
下
さ

い
ま
し
た
が
､
そ
の
中
の
ひ
と
つ
は
､

｢
下
を
見
る
時
は
､
歩
き
な
が
ら
見
な
い
で
'
必
ず

立
ち
止
ま
っ
て
か
ら
見
る
よ
う
に
し
て
下
さ
い
｡
｣

本
当
に
有
難
く
大
切
を
こ
と
と
体
感
し
ま
し
た
｡

自
尊
峡
･
十
字
峡
･
半
月
峡
･
S
字
峡
･
等
々
'

宿
-
程
に
歩
-
程
に
'
正
に
峡
谷
美
の
極
み
〃
‥

写
真
は
､
白
竜
峡
の
あ
た
り
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
｡

山
と
博
物
館
に
ち
な
み
､
少
し
前
の
写
真
で
す
が

私
の
生
涯
の
思
い
出
と
し
て
｡

(
大
町
市
在
住
)
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大町市内にある庚申塔の例

怒｣.超雷1 �1°`● (一一一一/香 � 
浅＼_i一高＼､き 

Frr 劔∴千二 鞠 I 

も要麗∴&...I-.議i醗そこ人r ÷＼､一 

一.嘉 千 i▲ 

チ_.a- :千 里門田 -∴態整 � 唸ｦ8��?�{ﾂ��井���

∴∴∴一言∴-.一丁-.､-∴∴ 

大町市大康の仁料簾中堂

鰭棉檀ど山

大
町
市
に
お
け
る
｢
講
｣
に
つ
い
て

臼

　

井

　

　

潤

今
月
は
講
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
｡
そ
の
内
容

を
次
の
よ
う
に
展
開
し
た
い
と
思
う
｡

一
'
講
と
い
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
の
意
義
規
定

①
講
と
は
何
か

②
民
俗
に
於
け
る
｢
講
｣
の
位
置

③
講
の
実
態

二
へ
大
町
市
に
お
け
る
諮

①
大
町
に
あ
る
､
ま
た
あ
っ
た
諮

②
特
色
の
あ
る
講

⑨
講
の
具
体
例
に
つ
い
て

一
､
譜
と
い
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
の
素
養
規
定

は
じ
め
に
'
初
心
に
か
え
っ
て
講
と
は
何
か
､
ど

ん
な
こ
と
を
の
か
を
'
辞
書
的
に
解
釈
し
て
み
た
い

と
思
う
｡
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
逆
に
は
っ
き

り
す
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
｡

辞
書
に
よ
る
と
､
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
意
味
が

レ
し

あ
る
｡
口
説
-
･
あ
げ
つ
ら
う
･
よ
む
･
は
か
る
･

し

ら

べ

る

･

き

わ

め

る

･

な

ら

う

･

と

き

あ

か

す

･

平
ら
か
に
す
る
･
主
張
す
る
'
ロ
仲
を
お
り
す
る
･

和
解
す
る
､
雀
ど
と
い
う
い
-
つ
か
の
意
味
が
あ
る

と
い
う
｡
字
の
右
側
の
　
｢
高
｣
と
い
う
の
は
､
組
み

合
わ
せ
る
と
い
う
意
味
で
､
左
側
の
　
｢
言
｣
は
､
発

言
し
て
心
を
通
じ
合
わ
せ
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
｡

こ
の
両
方
を
合
わ
せ
る
と
｢
多
く
の
人
が
寄
っ
て
'

い
ろ
い
ろ
な
話
を
す
る
こ
と
で
お
互
い
の
心
と
心
が

通
じ
合
う
｣
こ
と
が
講
と
い
う
意
味
に
在
る
｡

そ
こ
で
民
俗
の
方
で
い
う
講
と
は
ど
う
い
う
こ
と

を
の
か
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
み
た
い
と
思
う
｡
ご
存

知
の
よ
う
に
へ
民
俗
と
は
､
庶
民
の
民
衆
の
､
あ
る

い
は
大
多
数
の
人
々
の
生
活
の
歴
史
の
こ
と
で
あ
る

か
,
ち
､
大
多
数
の
人
々
が
現
在
生
活
し
て
い
る
の
は
､

そ
の
ま
ま
親
子
何
代
に
も
あ
た
っ
て
受
け
継
い
で
き

て
い
る
こ
と
の
表
現
だ
と
思
う
｡
衣
･
食
･
住
を
中

心
に
'
家
や
人
､
親
せ
き
､
近
所
､
町
村
な
ど
の
い

ろ
い
ろ
な
つ
き
合
い
な
ど
､
す
べ
て
民
俗
で
あ
る
｡

そ
う
い
う
中
に
命
題
の
よ
う
に
　
｢
講
｣
が
あ
る
｡

｢
講
｣
　
に
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
あ
る
｡

H
｢
信
仰
を
中
心
と
し
た
講
｣
こ
れ
を
更
に
分
頼

･

す
る
と
､
次
の
よ
う
に
な
る
｡

①
在
来
の
民
族
宗
教
に
支
え
ら
れ
た
も
の

間
原
始
的
を
民
族
宗
教
や
民
間
信
仰
の
碁
盤

に
た
っ
て
結
成
さ
れ
た
諸

国
地
域
社
会
の
守
り
神
と
し
て
ま
つ
ら
れ
て

い
る
も
の
が
中
心
に
結
成
さ
れ
て
い
る
諮

②
尋
問
的
な
宗
教
者
(
例
え
ば
僧
侶
と
か
神
主
)

な
ど
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
て
い
る
も
の

間
教
派
と
し
て
の
神
道
に
も
と
づ
く
請

け
仏
教
の
い
-
つ
か
の
宗
派
に
よ
る
論

い
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
に
も
と
づ
い
た
講

0
｢
経
済
的
を
目
的
を
持
っ
た
講
｣

用
物
資
の
融
通
や
､
金
融
を
主
な
目
的
と
し

た
も
の
で
､
普
通
に
は
無
尽
講
を
ど
と
い

れ
れ
て
き
た
も
の

回
協
同
労
働
や
労
力
の
互
助
な
ど
(
ユ
イ
)

を
主
な
目
的
と
し
た
も
の

間
同
業
者
仲
間
が
集
ま
っ
て
結
成
し
て
い
る

論

議
を
総
括
し
て
み
る
と
､
何
か
し
よ
う
と
そ
の
願

い
や
志
を
同
じ
く
す
る
者
が
自
主
的
に
相
寄
っ
て
結

成
す
る
社
会
集
団
を
｢
講
｣
と
い
う
の
で
あ
る
｡
こ

こ
で
大
事
な
こ
と
は
'
行
政
か
ら
の
要
請
と
か
､
何

か
の
公
的
機
関
か
ら
の
命
令
と
か
､
強
制
に
よ
っ
て

つ
く
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

あ
く
ま
で
も
自
由
意
志
と
志
を
同
じ
く
す
る
者
の
集

団
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
江
戸
時
代
に
作
ら
れ
た

五
人
組
と
か
､
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
町
村
と

か
地
区
と
は
ち
が
う
も
の
で
あ
る
｡
そ
う
し
た
仲
間

を
作
る
き
っ
か
け
と
在
っ
た
も
の
に
､
宗
教
的
を
も

の
と
､
経
済
的
を
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

講
と
は
っ
き
り
い
え
る
か
ど
う
か
と
思
わ
れ
る
も

の
も
現
実
に
は
た
-
さ
ん
あ
る
｡
道
具
の
協
同
購
入
･

管
理
運
営
と
か
､
家
を
新
築
す
る
と
き
を
ど
多
-
の

人
が
相
手
伝
う
｡
ま
た
春
さ
き
の
農
村
時
代
の
味
噌

炊
き
左
ど
は
､
志
を
同
じ
-
す
る
者
の
自
主
的
在
社

会
集
団
と
い
え
を
く
も
老
い
の
で
あ
る
｡
昭
和
六
十

年
､
大
町
市
政
三
十
周
年
を
記
念
し
て
編
纂
さ
れ
た

大
町
市
史
に
も
'
市
内
の
講
の
現
状
に
つ
い
て
ま
と

め
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
､
そ
の
一
部
に
つ
い
て

市
史
本
文
に
は
載
ら
な
か
っ
た
講
に
つ
い
て
考
案
し

て
み
た
い
と
思
う
｡

二
､
大
町
市
に
お
け
る
請

①
大
町
市
に
あ
る
講
､
あ
っ
た
講

現
在
宗
教
色
の
強
い
講
の
中
で
残
っ
て
い
る
も
の

こ

･

つ

し

几

こ

･

つ

に
､
庚
申
講
､
秋
葉
講
､
成
田
講
､
伊
勢
講
､
自
得

諦
'
山
の
講
､
太
子
講
､
戸
隠
講
､
恵
比
寿
講
､
観

音
講
､
西
宮
講
､
豊
川
講
､
八
幡
講
､
三
夜
話
､
三

塁
講
､
左
ど
が
多
く
の
地
区
で
残
っ
て
い
る
も
の
で
へ

こ
-
一
部
で
行
を
わ
れ
て
い
る
も
の
は
こ
の
他
に
十

八
諦
く
ら
い
報
告
さ
れ
て
い
る
｡
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鰭物博と山
-
ー
3
29299③

②
大
町
市
の
特
色
あ
る
講
に
つ
い
て

先
に
挙
げ
た
如
く
'
数
え
き
れ
を
い
ほ
ど
の
多
く

の
講
が
あ
る
が
､
そ
れ
ら
の
中
で
､
現
在
も
な
お
行

わ
れ
､
多
く
の
人
が
仲
間
に
入
っ
て
続
け
て
い
る
も

の
に
つ
い
て
紹
介
し
'
内
容
に
つ
い
て
は
よ
り
具
体

的
に
写
真
左
ど
も
加
え
て
書
い
て
み
た
い
と
思
う
｡

庚
申
講
と
伊
勢
講
の
二
つ
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
て
み

た
い
と
思
う
｡

I
J
･
l
l
l
 
I
 
J
･
?

ィ
､
〒
庚
申
講
』

庚
申
と
は
六
十
日
あ
る
い
は
六
十
年
毎
に
巡
っ
て

-
る
庚
申
の
時
に
行
う
も
の
で
､
元
は
中
国
の
道
教

の
思
想
か
ら
発
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
｡

日
本
で
は
昔
か
ら
物
事
の
順
序
と
か
年
代
と
か
年

二

･

7

あ

へ

　

〓

て

い

は

き

こ

,

7

L

I

几

_

-

し

･

ん

き

月
を
表
わ
す
の
に
ー
甲
乙
丙
丁
戌
己
康
幸
壬
契
｣
の

い

し

っ

か

-

ん

十
個
の
漢
字
を
使
っ
て
十
干
と
い
っ
て
'
普
通
に
使

･

り

･

7

-

)

と

･

b

-

た

つ

み

･

1

一

事

ひ

っ

_

し

わ
れ
て
き
た
｡
こ
れ
に
更
に
　
『
子
丑
寅
卯
辰
巳
午
未

さ

･

ら

し

⊂

り

い

{

場

い

申
酉
戌
亥
』
　
の
十
二
の
漢
字
　
(
こ
こ
で
は
動
物
の
名

前
)
　
を
十
二
支
と
い
っ
て
､
先
の
年
度
と
か
月
日
な

ま
､
の
･
え

ど
を
表
れ
し
て
き
た
｡
こ
の
十
干
と
十
二
支
を
'
甲

ー

り

さ

ー

の

と

･

7

I

し

子
'
乙
丑
の
よ
う
に
順
に
組
み
合
わ
せ
て
い
く
と
､

十
と
十
二
の
最
小
公
倍
数
の
六
十
に
相
当
し
て
六
十

ま
で
を
表
わ
す
こ
と
が
で
き
る
｡

こ
の
組
み
合
わ
せ
の
う
ち
､
五
十
六
番
に
硬
と
中

の
組
み
合
わ
せ
が
で
き
る
｡
こ
う
し
た
年
の
こ
と
を

庚
申
年
と
い
っ
て
'
い
ろ
い
ろ
な
い
あ
れ
が
あ
る
｡
し

た
が
っ
て
庚
申
と
い
う
の
は
､
六
十
日
に
一
回
､
更

に
六
十
年
に
一
回
巡
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
｡
六
十

日
に
一
回
と
い
う
こ
と
は
､
年
間
で
は
六
回
も
巡
っ

て
-
る
こ
と
に
在
る
｡
こ
の
日
に
は
庚
申
仲
間
の
人

は
､
集
ま
っ
て
庚
申
祭
り
を
し
た
｡
こ
う
い
う
し
き

た
り
は
､
あ
が
国
で
は
す
で
に
平
安
時
代
に
､
貴
族

の
問
た
け
で
行
わ
れ
て
い
た
｡
し
か
し
い
つ
の
間
に

か
一
般
の
農
山
村
で
､
庶
民
の
間
に
も
普
及
し
た
と

い
わ
れ
で
い
る
｡
庚
申
と
い
う
の
は
神
を
の
か
仏
な

の
か
､
ど
う
も
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
の
よ
う
で
あ

る
｡
地
方
に
よ
っ
て
は
､
作
神
様
と
思
わ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
'
ま
た
庶
民
の
健
康
に
か
か
わ
る
神
と
し
て

い
る
と
こ
ろ
な
ど
､
さ
ま
ざ
ま
だ
が
'
い
ず
れ
に
し

て
も
恐
し
い
神
で
､
こ
の
神
を
お
こ
ら
せ
る
と
い
ろ

ト
ら
売

い
ろ
な
｢
崇
り
｣
が
あ
る
と
い
っ
て
恐
れ
ら
れ
て
き

た
｡
し
た
が
っ
て
昔
か
ら
､
こ
の
神
の
ご
機
嫌
を
硯

を
わ
な
い
よ
う
に
六
十
日
に
一
度
の
庚
申
様
の
祭
り

を
続
け
て
き
た
が
､
近
来
は
こ
う
し
た
信
仰
面
は
う

す
れ
楽
し
み
へ
と
変
お
り
､
回
数
も
年
六
回
と
い
う

の
は
多
い
の
で
初
め
と
終
わ
り
の
二
回
だ
け
と
い
う

と
こ
ろ
も
あ
る
｡

ロ
､
庚
申
講
　
大
原
町
の
例

市
内
大
原
町
の
庚
申
講
は
十
二
戸
で
構
成
さ
れ
て

い
る
｡
地
域
に
よ
っ
て
は
五
戸
で
あ
っ
た
り
､
七
戸

で
あ
っ
た
り
し
て
こ
れ
は
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は

老
い
｡
毎
年
六
回
　
(
昭
和
五
十
五
年
の
場
合
は
七
回
)

庚
申
の
日
が
あ
る
が
､
世
の
中
が
だ
ん
だ
ん
と
多
忙

に
な
り
､
昔
の
よ
う
に
い
か
な
く
な
り
､
講
仲
間
の

話
し
合
い
に
よ
っ
て
年
三
回
に
し
､
内
容
も
簡
素
に

し
て
い
こ
う
と
い
う
申
し
合
あ
せ
を
し
て
き
た
が
､

次
第
に
ご
馳
走
の
皿
数
･
酒
の
丑
を
ど
が
多
く
な
っ

て
き
て
､
申
し
合
わ
せ
た
こ
と
が
く
ず
れ
て
き
て
い

る
｡
昔
は
庚
申
仲
間
と
し
て
は
冠
婚
葬
祭
な
ど
互
い

に
助
け
合
う
こ
と
が
主
を
こ
と
だ
っ
た
｡
そ
の
中
心

は
葬
式
の
時
の
お
墓
の
穴
掘
り
な
ど
だ
っ
た
が
､
火

葬
を
す
る
よ
う
に
在
っ
た
の
で
､
仕
事
の
内
容
も
だ

い
ぶ
変
わ
っ
て
き
て
い
る
｡
大
原
と
し
て
は
も
う
一

つ
大
事
を
こ
と
は
'
什
器
類
を
共
同
で
整
え
て
戸
々

で
用
意
す
る
不
経
済
を
な
く
そ
う
と
い
う
､
互
助
の

心
の
形
と
在
っ
て
表
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の

共
同
什
器
は
'
ふ
だ
ん
庚
申
堂
の
宝
蔵
庫
に
保
管
し

て
い
る
｡
庚
申
仲
間
の
家
で
多
く
の
什
器
の
必
要
が

生
じ
た
と
き
は
､
そ
れ
を
持
ち
出
し
て
使
い
そ
の
折

り
に
手
入
れ
を
し
た
り
､
員
数
を
確
か
め
た
り
し
た
｡

仁
科
庚
申
堂
で
は
初
庚
申
の
夜
｢
お
こ
も
り
｣
の
僧

侶
と
年
番
の
夜
の
お
っ
と
め
の
人
た
ち
は
､
湛
も
や

0
度
申
議
科
穏
健

天
保
十
五
年
長
ノ

二
月
廿
三
日
　
庚
申

吸
物
,
I
_
J
L

硯
　
つ
け
あ
げ

(
ふ
)

や
ぎ
と
ふ
ぬ

ふ

た

　

　

　

な

し

昔
の
り

や
き
く
o

f
に
ん
ふ
ん

五
ほ
う

大

平

　

　

　

と

う

ふ

(
こ
)
　
へ
･
一
)

J
T
.
.
ん
ぬ

か
･
L
l
ひ
う

〆

(
し
)

帝
な
差
た
し

(
こ
)

大
も
ん
つ
け(に

)

夕
め
L
 
r
S
か
け

ら
ず
一
晩
中
こ
も
る
｡
初
庚
申
に
は
門
戸

を
開
き
､
本
寺
の
大
沢
専
任
職
を
は
じ
め

十
数
名
に
及
ぶ
僧
侶
が
集
ま
り
､
大
般
若

転
読
会
が
行
わ
れ
る
｡
こ
れ
は
一
地
区
の

例
だ
が
'
そ
れ
ぞ
れ
特
色
の
あ
る
庚
申
講

が
方
々
に
あ
る
｡
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
市

史
民
俗
編
に
ゆ
ず
り
た
い
と
思
う
｡

次
は
講
の
別
を
例
と
し
て
､
市
内
社
区

館
ノ
内
に
お
け
る
｢
伊
勢
講
｣
に
つ
い
て

考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
｡

ハ
､
伊
勢
講
に
つ
い
て

た

で

ー

･

つ

し

っ

社
･
館
ノ
内
の
例

こ
の
稿
の
初
め
の
と
こ
ろ
で
挙
げ
た
講

の
分
類
の
中
の
H
信
仰
を
中
心
と
し
た
講

の
う
ち
地
域
社
会
の
守
護
神
た
る
氏
神
･

-
-
ぷ
ナ
t
･
◆

産
土
神
に
対
す
る
信
仰
か
ら
成
立
し
た
氏

子
祭
沌
集
団
と
し
て
の
講
で
あ
る
｡
こ
の

講
は
､
諦
名
の
頭
に
諏
訪
講
･
八
幡
講
･
伊
勢
講
の

よ
う
に
､
上
に
神
社
名
や
信
仰
の
対
象
の
所
在
地
名

な
ど
が
つ
く
の
か
特
長
で
あ
る
｡
館
ノ
内
の
例
は
こ

の
こ
と
が
よ
く
表
れ
て
い
る
｡
伊
勢
講
と
は
ま
さ
に

信
仰
の
対
象
｢
伊
勢
神
宮
｣
の
信
仰
を
目
的
と
し
た

講
で
あ
る
｡
伊
勢
神
宮
は
遠
く
三
重
県
に
あ
る
歴
史

の
古
い
神
社
で
､
社
地
区
は
そ
の
信
仰
に
あ
っ
い
も

の
が
あ
っ
た
｡
宮
本
神
明
宮
と
の
か
か
わ
り
か
ら
､

宮
本
神
明
宮
の
本
宮
で
あ
る
伊
勢
神
宮
に
敬
慕
の
念

を
抱
く
の
は
当
然
で
あ
っ
た
｡
今
の
時
世
な
ら
､
伊

勢
参
り
な
ど
は
汽
車
で
行
く
な
り
､
電
車
'
バ
ス
､

ま
た
は
自
家
用
車
で
そ
う
大
け
さ
で
は
な
く
行
け
る

が
､
昔
は
珂
車
'
バ
ス
な
ど
交
通
機
関
を
ど
な
く
､

道
も
整
備
さ
れ
て
お
ら
ず
､
参
拝
す
る
に
も
無
事
帰

っ
て
来
ら
れ
る
か
不
安
が
あ
り
､
更
に
旅
に
要
す
る

費
用
も
個
人
で
負
担
す
る
に
は
荷
の
重
い
も
の
で
あ

っ
た
｡
そ
こ
で
参
拝
し
た
い
と
い
う
志
を
同
じ
-
す

る
人
々
が
仲
間
を
作
っ
て
協
力
し
て
実
現
し
て
い
こ

う
と
す
る
集
団
す
な
れ
ち
伊
勢
講
が
成
り
立
っ
た
も

の
で
あ
る
｡
伊
勢
講
の
中
に
も
講
の
仲
間
全
員
が
参

て

､

つ

･

一

事

い

拝
す
る
総
参
り
講
と
､
講
仲
間
の
一
部
代
表
者
が
お

参
り
す
る
代
参
講
と
が
あ
る
｡
伊
勢
に
近
い
地
域
で

は
総
参
り
講
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
､
信
州
の

よ
う
な
山
国
で
'
よ
そ
へ
出
る
の
か
大
変
を
と
こ
ろ

で
は
､
代
参
詩
が
多
か
っ
た
｡
代
参
講
と
は
い
っ
て

も
'
年
に
ニ
ー
三
人
ず
つ
行
っ
た
と
す
れ
ば
何
年
か

の
う
ち
に
は
大
部
分
の
人
が
行
く
こ
と
に
な
る
｡
い

ろ
い
ろ
な
形
式
が
と
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
を
伊
勢
講
の
代
参
は
社
地
区
で
は
曽
根

･
7
･
〇
･
｢
ノ
t
L
.

原
･
関
田
･
宮
本
･
館
ノ
内
な
ど
､
平
地
区
で
は
中

げ
-
九
ゆ

細
･
青
木
･
源
波
を
ど
で
も
行
わ
れ
て
い
た
｡
ど
の

地
区
も
大
同
小
異
で
あ
る
が
､
こ
こ
で
は
館
ノ
内
を

例
に
し
て
へ
他
の
地
区
に
つ
い
て
は
そ
の
都
度
併
記

し
て
い
き
た
い
｡
講
と
し
て
は
任
意
の
集
ま
り
で
あ

る
が
､
開
田
の
よ
う
に
全
戸
加
入
の
と
こ
ろ
も
あ
る
｡
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こ
こ
で
代
参
人
を
決
め
て
実
際
に
出
立
､
帰
郷
ま
で

の
こ
と
を
順
を
追
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
｡
館
ノ
内

で
は
｢
三
十
人
講
｣
と
も
言
い
､
講
仲
間
は
三
十
人

で
代
参
は
毎
年
三
人
で
あ
る
｡
十
年
で
終
る
こ
と
に

在
る
の
で
切
り
替
え
る
｡
戦
時
中
は
危
険
だ
っ
た
の

で
一
時
中
止
し
た
が
､
そ
の
後
新
規
に
立
て
を
あ
し

た
｡

予
め
-
じ
引
き
な
ど
で
決
め
て
お
い
た
人
が
､
仕

事
も
一
段
落
し
､
陽
気
も
よ
-
な
る
六
月
中
旬
頃
出

立
し
た
こ
と
も
あ
る
し
､
仕
事
の
始
ま
る
前
に
行
っ

た
時
も
あ
る
し
､
秋
の
仕
事
が
す
べ
て
終
っ
た
時
点

で
行
っ
た
こ
と
も
あ
る
｡
だ
が
旧
正
目
に
行
く
と
こ

ろ
が
多
か
っ
た
｡
代
参
人
は
講
貝
に
計
画
を
告
げ
村

の
産
土
様
に
集
ま
り
､
道
中
の
無
事
を
祈
る
儀
式
を

し
た
｡
そ
し
･
て
産
土
様
の
土
を
お
守
り
と
し
て
懐
に

入
れ
た
｡
道
中
の
履
き
物
や
着
る
物
'
か
ぶ
り
物
ま

で
仲
間
で
餞
別
の
意
も
加
え
て
持
た
せ
た
も
の
だ
と

い
う
｡
小
道
銭
や
旅
費
は
､
講
仲
間
で
前
々
か
ら
積

み
立
て
て
お
き
､
そ
れ
を
主
に
､
家
や
親
族
な
ど
が

心
配
り
し
た
｡

旅
は
昔
は
殆
ど
歩
い
た
こ
と
も
あ
り
一
か
月
も
か

か
っ
た
が
'
だ
ん
だ
ん
道
を
ど
が
整
っ
て
か
ら
は
二

十
日
く
ら
い
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
人
に
よ
っ
て
旅
の

様
子
は
い
ろ
い
ろ
で
あ
っ
た
と
言
う
｡
旅
に
出
て
ほ

っ
と
し
て
遊
郭
を
ど
で
く
つ
ろ
ぐ
こ
と
も
あ
っ
た
よ

う
で
､
こ
の
間
の
話
し
は
た
く
さ
ん
あ
っ
て
､
と
て

も
紹
介
し
き
れ
を
い
く
ら
い
で
あ
る
｡

伊
勢
神
宮
に
は
内
宮
と
外
宮
が
あ
っ
て
､
ま
ず
内

宮
に
行
き
天
照
皇
大
神
宮
の
お
礼
を
受
け
て
か
ら
外

宮
に
参
り
､
豊
受
大
神
宮
の
お
礼
を
受
け
る
｡
三
十

人
講
を
の
で
三
十
戸
分
と
産
土
様
へ
供
え
る
分
な
ど

を
い
た
だ
い
て
帰
途
に
つ
-
こ
と
に
在
る
｡
直
に
帰

る
人
も
あ
っ
た
が
､
つ
い
で
に
あ
ち
こ
ち
を
見
物
し

て
帰
る
の
か
普
通
で
あ
っ
た
｡

代
参
人
が
伊
勢
の
旅
に
出
か
け
て
い
る
留
守
中
'

-
C
､
.
つ

家
で
は
藁
で
人
形
を
作
り
伊
勢
の
方
へ
向
け
て
木
に

つ
る
し
､
朝
夕
杓
子
で
清
水
を
か
け
､
無
事
に
つ
と

め
が
果
せ
ま
す
よ
う
に
と
祈
っ
た
｡
い
よ
い
よ
帰
る

頃
に
在
る
と
議
員
の
と
こ
ろ
へ
は
通
知
を
し
､
家
で

は
甘
酒
を
か
い
て
ふ
る
ま
い
の
準
備
を
し
た
｡
ま
た

産
土
様
の
境
内
で
は
拝
殿
の
前
に
木
を
三
本
使
っ
て

隻
.
-
′
九
･
一
e

三
叉
を
作
り
､
そ
の
上
に
藁
を
た
ば
ね
た
も
の
を
か

ぶ
せ
､
人
が
下
に
は
い
れ
る
く

ら
い
の
仕
掛
け
を
用
意
し
た
｡

こ
う
し
て
準
備
万
端
整
え
て
出

迎
え
た
｡け

こ
･
7

ま
ず
下
向
(
代
参
で
伊
勢
か

ら
帰
る
こ
と
を
こ
う
呼
ん
た
)

し
た
と
き
は
産
土
様
に
行
き
用

意
し
て
あ
っ
た
三
叉
の
下
に
入

り
､
火
を
つ
け
て
か
ら
､
下
に

入
っ
た
代
参
人
と
､
迎
え
に
出

た
仲
間
が
同
時
に
『
ヤ
ァ
-
管

と
い
う
大
声
と
と
も
に
外
に
飛

び
出
す
｡
こ
れ
で
代
参
の
役
目

を
終
り
村
の
人
に
帰
っ
た
こ
と

に
な
る
と
同
時
に
､
産
土
様
へ
の
告
げ
と
､
伊
勢
神

宮
に
無
事
に
着
い
て
つ
と
め
を
果
し
た
知
ら
せ
に
在

る
と
い
う
の
で
あ
る
｡
そ
れ
か
ら
産
土
様
の
拝
殿
に

上
が
り
改
め
て
つ
と
め
を
終
え
た
報
告
と
感
謝
を
し
､

道
中
お
守
り
と
し
て
身
に
つ
け
て
い
た
『
砂
』
を
お

返
し
す
る
｡
代
参
人
の
家
で
用
意
し
た
甘
酒
に
重
箱

菓
子
を
ど
を
ふ
る
ま
っ
た
｡
こ
の
席
で
伊
勢
神
宮
で

受
け
て
き
た
お
礼
を
配
り
､
旅
で
の
話
を
し
た
｡
ま

た
迎
え
た
仲
間
も
酒
な
ど
を
用
意
し
て
そ
の
労
を
ね

ぎ
ら
っ
た
｡

終
る
と
次
の
年
の
代
参
を
決
め
る
相
談
を
し
た
り
､

月
々
の
積
み
立
て
を
ど
う
す
る
か
な
ど
を
協
議
し
た
｡

後
に
は
金
を
出
し
合
っ
た
が
'
は
じ
め
は
物
で
出
し

合
う
こ
と
も
あ
っ
た
｡
例
え
ば
米
を
何
升
出
す
と
か

と
い
う
方
法
の
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
｡
代
参
人
が
家
に

帰
り
中
に
入
る
前
に
､
無
事
を
祈
っ
て
作
っ
た
藁
人

形
を
履
い
て
い
っ
た
わ
ら
じ
な
ど
と
と
も
に
焼
い
た

り
す
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
｡
餞
別
的
に
い
ろ
い
ろ
い

た
だ
い
た
家
に
は
､
伊
勢
の
土
産
と
し
て
貝
の
笛
と

か
'
掛
軸
と
か
､
竹
の
筒
､
生
姜
楯
を
ど
を
買
っ
て

き
た
｡
各
家
で
は
皇
大
神
宮
の
お
礼
を
神
棚
に
供
え

て
､
今
年
の
豊
作
と
無
事
を
祈
っ
た
｡

こ
こ
で
は
大
町
市
に
お
け
る
講
と
し
て
､
庚
申
講

と
伊
勢
講
の
二
つ
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
､
大

町
の
講
と
し
て
特
長
的
で
あ
り
講
の
源
点
と
も
思
わ

れ
る
｢
立
山
論
｣
と
い
う
の
か
あ
る
｡
こ
れ
は
そ
の

残
っ
て
い
る
証
拠
の
地
蔵
尊
か
ら
今
後
研
究
す
る
余

地
が
多
分
に
あ
り
､
大
町
の
講
を
語
る
に
欠
か
せ
な

い
も
の
で
あ
る
｡
ま
た
機
会
が
あ
れ
ば
こ
れ
に
つ
い

て
も
究
明
し
た
い
と
思
う
｡

(
大
町
市
　
文
化
財
調
査
員
)

博
物
館
だ
よ
り

皇
族
方
ご
来
館

去
る
9
月
1
日
に
は
紀
宮
様
が
､
ま
た
9
月
1
 
6
日

に
は
皇
太
子
殿
下
が
お
こ
し
に
を
り
ま
し
た
｡
と
も

に
1
時
間
半
ほ
ど
の
ご
滞
在
で
し
た
が
､
紀
言
様
は

鳥
類
に
､
皇
太
子
殿
下
は
登
山
史
の
展
示
に
興
味
を

示
さ
れ
た
よ
う
で
す
｡

特
別
展
の
.
ご
案
内

○
秋
の
草
花
と
キ
ノ
コ
展
　
本
屡
の
み
入
場
無
料

9
月
2
6
日
㈲
1
2
8
日
㈲
　
講
堂
で

秋
の
恒
例
の
特
別
展
で
す
｡
野
草
を
使
っ
た
生
け

花
約
0
0
点
､
キ
ノ
コ
の
標
本
恥
点
以
上
展
示
予
定
｡

2
9
日
㈲
は
随
時
受
付
の
キ
ノ
コ
鑑
定
会
(
無
料
)
｡

山
と
博
物
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