
論題

著者

掲載誌

ISSN

刊行年月

判型

0910-9730

JIS-B5 (182mm × 257mm)

1992 年（平成 4 年）3 月

神奈川県立博物館研究報告―人文科学―　第 18 号

神奈川県下にみられる盆の砂盛り習俗について

鈴木通大



神
奈
川
県
下
を
代
表
す
る
民
俗
の
ひ
と
つ
に
「
砂
盛
り
」
習
俗
が
あ
り
、
分

布
図
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
県
北
部
お
よ
び
三
浦
半
島
を
除
い
て
県
下
の
各
地

に
広
く
分
布
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
習
俗
の
形
態
は
概
ね
次
の
通
り
で
あ
る
。

各
家
で
は
、
毎
年
、
盆
の
一
三
日
に
な
る
と
屋
内
に
つ
く
る
盆
棚
と
は
別
に
、

屋
敷
の
入
り
口
や
屋
敷
前
の
道
路
を
は
さ
ん
だ
反
対
側
の
道
端
に
三
、
四
○
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
四
方
で
、
高
さ
が
二
、
三
○
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
に
土
や

砂
な
ど
で
盛
り
固
め
た
土
壇
あ
る
い
は
砂
山
を
つ
く
り
、
さ
ら
に
そ
の
土
壇
や

砂
山
の
上
に
線
香
を
立
て
た
り
、
花
を
挿
し
た
竹
筒
を
立
て
た
り
し
て
、
し
か

も
こ
の
傍
ら
で
迎
え
火
や
送
り
火
を
焚
い
て
い
る
の
が
一
般
的
な
形
態
で
あ
る
。

砂
盛
り
と
は
、
こ
の
土
壇
や
砂
山
の
こ
と
を
い
い
、
一
般
的
に
は
ス
ナ
モ
リ
、

モ
リ
ヅ
カ
、
シ
カ
、
ツ
ジ
、
ボ
ン
ャ
マ
な
ど
と
い
ろ
い
ろ
な
名
称
で
呼
ば
れ
て

い
る
が
、
な
か
に
は
名
称
や
呼
称
が
な
い
地
域
も
少
な
く
な
い
。
そ
こ
で
、
こ

こ
で
は
こ
の
土
壇
や
砂
山
の
総
称
と
し
て
「
砂
盛
り
」
と
い
う
名
称
を
用
い
る

こ
と
に
し
て
、
呼
称
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
片
仮
名
で
表
示
し
て
、
な
る
べ

は

じ

め

に

神
奈
川
県
下
に
み
ら
れ
る

盆

の

砂

盛

り

習

俗

に

つ

い

て

鈴

木

通

大

神
奈
川
県
下
の
民
俗
の
中
で
、
盆
の
砂
盛
り
に
関
し
て
は
、
か
な
り
多
く
取

り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
ま
と
ま
っ
て
い
る
も
の
が
実
に
少
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、

お
そ
ら
く
分
析
が
可
能
な
資
料
が
量
的
・
質
的
に
少
な
く
、
ま
た
現
地
調
査
に

お
い
て
も
疑
問
に
対
し
て
明
確
な
回
答
を
あ
た
え
て
く
れ
る
よ
う
な
話
者
が
見

あ
た
ら
な
い
こ
と
も
原
因
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
状

況
の
中
で
、
と
り
わ
け
小
林
梅
次
氏
や
田
中
宣
一
氏
の
業
績
が
目
に
つ
く
程
度

で
あ
り
、
今
日
に
お
け
る
砂
盛
り
の
研
究
で
は
貴
重
な
成
果
と
な
っ
て
い
る
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
同
時
に
、
こ
の
こ
と
は
そ
の
後
の
研
究
が
停
滞
し
て
い
る
こ

と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
両
氏
の
成
果
を
取
り

あ
げ
、
そ
の
概
要
を
紹
介
し
た
い
。

く
両
者
の
関
係
が
混
乱
し
な
い
よ
う
に
留
意
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
砂
盛
り
に
つ
い
て
は
今
ま
で
に
も
多
く
の
研
究
者
が
論
及

し
て
き
て
い
る
が
、
い
ま
だ
に
不
明
な
点
が
少
な
く
な
い
。
と
く
に
、
な
ん
の

た
め
に
作
ら
れ
た
の
か
、
い
つ
頃
に
作
ら
れ
た
の
か
、
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る

の
か
、
な
ど
と
い
う
基
本
的
な
問
題
が
い
ま
だ
に
解
明
さ
れ
て
な
い
の
が
研
究

の
現
況
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
今
回
は
こ
の
砂
盛
り
の
習
俗
に
つ
い
て
、
そ
の
研
究
成
果
を
概
観

す
る
と
と
も
に
各
事
例
を
分
析
し
、
若
干
の
考
察
を
試
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

一
、
問
題
の
所
在

－35－



（

１

）

小
林
氏
は
、
「
相
模
の
ツ
ジ
と
盆
」
と
い
う
論
考
の
中
で
、
砂
盛
り
を
足
柄

上
郡
に
多
く
み
ら
れ
た
盆
柱
と
比
較
し
な
が
ら
、
そ
の
意
義
を
探
っ
て
い
る
。

盆
柱
と
い
う
の
は
、
承
知
さ
れ
て
い
る
方
も
多
い
と
思
う
が
水
棚
と
か
茶
湯
棚

と
も
呼
ば
れ
、
盆
に
な
る
と
庭
先
に
四
本
の
篠
竹
を
立
て
、
そ
の
上
方
に
竹
で

編
ん
だ
棚
を
こ
し
ら
え
、
縁
の
部
分
を
杉
の
葉
で
被
う
。
棚
の
上
に
は
器
に
入
っ

た
水
が
供
え
ら
れ
る
。
多
く
は
新
盆
の
家
で
作
ら
れ
、
こ
の
そ
ば
で
火
が
焚
か

れ
る
こ
と
が
砂
盛
り
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
点
に
着
目
し
て
、
小
林
氏
は
砂
盛

り
と
盆
柱
を
比
較
し
た
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ツ
ジ
の
名
称
に
つ
い
て
も
論

及
し
て
い
る
が
、
砂
盛
り
に
つ
い
て
十
分
に
解
明
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
。

（

２

）

ま
た
、
小
林
氏
は
、
そ
の
後
に
発
表
し
た
「
盆
行
事
の
研
究
」
と
い
う
論
考

で
、
「
こ
こ
に
お
い
て
ま
た
残
る
問
題
は
、
盆
の
シ
カ
が
祭
場
で
あ
り
、
祖
霊

よ
り
一
段
と
冷
遇
さ
れ
る
無
縁
と
か
、
新
精
霊
の
祭
場
ら
し
い
こ
と
は
述
べ
た

の
で
あ
る
が
、
そ
の
そ
ば
で
冷
遇
さ
れ
な
く
て
も
よ
い
は
ず
の
祖
霊
の
た
め
の

迎
え
火
送
り
火
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
を
ど
う
し
て
た
く
の
か
と
い
う
こ
と

が
疑
問
で
あ
る
」
と
し
な
が
ら
も
、
「
盆
祭
に
仏
壇
を
か
ざ
る
の
は
、
も
と
は

盆
の
た
び
に
祭
壇
を
新
設
し
た
な
ご
り
で
あ
っ
て
、
藤
沢
市
内
で
も
、
盆
に
は

位
牌
を
仏
壇
か
ら
出
し
て
新
設
し
た
仮
の
祭
壇
に
並
べ
る
例
の
あ
る
の
は
、
右

の
よ
う
な
意
味
で
、
古
風
な
祭
の
形
式
な
の
で
あ
る
。
盆
の
シ
カ
も
同
様
な
意

味
で
臨
時
の
祭
壇
で
古
い
形
式
の
祭
壇
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
無
縁

仏
だ
と
か
餓
鬼
仏
な
ど
を
祭
る
と
解
す
る
の
は
、
や
は
り
後
世
の
か
ら
の
付
会

で
あ
っ
て
、
も
と
の
意
味
が
忘
れ
て
か
ら
の
結
果
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
」

と
指
摘
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
小
林
氏
は
砂
盛
り
が
臨
時
の
祭
場
で

古
い
形
式
の
祭
場
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

（

３

）

田
中
氏
は
、
『
神
奈
川
県
史
民
俗
編
』
の
中
で
盆
の
砂
盛
り
を
本
格
的
に

取
り
あ
げ
、
と
く
に
分
布
、
各
地
の
事
例
、
意
味
に
つ
い
て
論
及
し
て
い
る
。

こ
の
論
考
の
中
で
、
「
県
下
で
砂
盛
り
を
つ
く
ら
な
い
所
は
た
だ
砂
盛
り
を
作

ら
な
い
と
い
う
だ
け
で
あ
っ
て
、
門
口
で
火
を
焚
い
て
先
祖
の
霊
を
送
迎
す
る

こ
と
は
砂
盛
り
を
作
る
所
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
が

先
祖
の
霊
を
迎
え
る
た
め
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
祭
壇
で
な
い
こ
と
も
事
実
な
の

で
あ
る
」
と
指
摘
し
、
さ
ら
に
「
先
祖
の
霊
を
迎
え
祀
る
に
あ
た
っ
て
、
屋
外

に
臨
時
の
祭
場
を
設
け
る
と
い
う
こ
と
じ
た
い
は
古
い
方
式
で
あ
る
。
し
か
し

砂
盛
り
と
い
う
土
壇
を
築
く
風
習
そ
の
も
の
は
、
は
た
し
て
古
い
と
い
え
る
か

ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。
分
布
状
態
か
ら
み
て
、
あ
る
種
の
宗
教
者
の
関
与
が
あ
っ

た
も
の
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
明
か
で
は
な
い
」
と
結
ん
で
い
る
。
田
中
氏
は

屋
外
に
臨
時
の
祭
場
を
設
け
る
こ
と
が
古
い
方
式
で
あ
る
と
認
め
な
が
ら
も
、

即
座
に
そ
れ
と
関
連
さ
せ
て
砂
盛
り
の
習
俗
が
古
い
方
式
で
あ
る
と
は
い
え
な

い
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
今
の
段
階
で
は
論
証
が
で
き
な
い
が
、
砂
盛
り
習
俗

に
あ
る
種
の
宗
教
者
の
関
与
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
示
唆
し
て
い
る
が
、

こ
の
点
も
今
後
の
課
題
と
し
て
注
意
し
て
お
き
た
い
。

二
、
砂
盛
り
の
諸
相

こ
こ
で
は
、
県
下
に
あ
ら
わ
れ
た
砂
盛
り
の
事
例
に
つ
い
て
、
今
後
の
研
究
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摩川

《

（

６

）

事
例
③
相
模
原
市
磯
部
・
新
戸
迎
え
火
は
一
三
日
夕
方
宵
盆
に
た
く
。
一

家
そ
ろ
っ
て
門
口
に
つ
く
っ
て
お
い
た
お
砂
盛
り
に
行
っ
て
藁
で
た
く
の
で
あ

る
。
送
り
火
も
同
じ
と
こ
ろ
で
た
く
の
で
あ
る
が
、
一
五
日
か
一
六
日
早
朝
と

い
う
家
も
あ
る
。
と
も
に
茄
子
・
胡
瓜
で
つ
く
っ
た
馬
を
持
っ
て
行
き
、
送
り

火
に
は
団
子
を
つ
く
っ
て
ア
ラ
イ
ァ
ゲ
と
共
に
供
え
る
。
お
砂
盛
り
は
三
○
～

四
○
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
四
方
で
、
高
さ
一
○
～
一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
位
で
土

を
盛
り
、
指
で
線
香
立
て
の
穴
を
あ
け
、
ま
た
は
新
竹
を
切
っ
て
こ
れ
を
つ
く

る
。
オ
ス
ナ
モ
リ
ま
た
は
シ
カ
と
呼
ん
で
い
る
。

（

７

）

事
例
④
大
和
市
草
柳
八
月
一
三
日
の
夕
方
に
先
祖
が
帰
っ
て
来
る
と
い
う

の
で
、
門
前
に
砂
で
塚
を
作
り
、
そ
の
そ
ば
で
、
迎
え
火
を
オ
ガ
ラ
な
ど
を
燃

や
し
て
焚
く
。
砂
の
塚
は
、
三
○
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
四
方
の
塚
で
、
塚
の
回
り

（

５

）

事
例
②
川
崎
市
高
津
区
末
長
・
久
末
・
千
年
・
子
母
口
盆
は
八
月
一
三
日

か
ら
一
六
日
ま
で
。
家
の
門
口
に
砂
盛
り
と
い
っ
て
、
三
○
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

四
方
位
の
土
壇
を
き
ず
い
て
、
そ
の
前
で
迎
え
火
を
た
く
。

（

４

）

事
例
①
横
浜
市
旭
区
上
白
根
川
の
砂
で
オ
ボ
ン
サ
マ
の
シ
カ
を
よ
く
作
る
。

シ
カ
は
ム
カ
イ
ヅ
カ
と
い
っ
た
。
シ
カ
に
は
細
い
竹
の
花
立
を
立
て
、
一
三
日

の
夕
方
、
シ
カ
の
前
で
ワ
ラ
を
焚
く
。

に
も
役
立
つ
よ
う
に
つ
と
め
て
多
く
の
事
例
を
紹
介
す
る
。
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（

８

）

事
例
⑤
大
和
市
下
鶴
間
家
に
よ
っ
て
は
、
砂
盛
り
と
い
っ
て
、
砂
で
三
○

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
四
方
の
塚
を
作
り
、
そ
の
四
隅
に
オ
ガ
ラ
を
立
て
る
こ
と
も

あ
る
。
そ
の
砂
盛
り
の
上
に
茄
子
な
ど
で
作
っ
た
牛
馬
や
線
香
を
立
て
て
置
く
。

こ
の
砂
盛
り
は
送
り
火
を
焚
く
ま
で
、
盆
の
期
間
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
。

に
は
ツ
エ
と
い
っ
て
、
オ
ガ
ラ
を
立
て
た
り
、
オ
ガ
ラ
で
鳥
居
の
形
を
作
っ
て

立
て
る
。

（

９

）

事
例
⑥
座
間
市
四
シ
谷
・
新
田
宿
・
栗
原
門
口
に
「
す
な
も
り
」
な
ど
と

呼
ぶ
壇
を
作
る
。
土
ま
た
は
砂
で
、
三
○
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
四
方
、
高
さ
一
○

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
、
上
部
の
平
ら
な
小
さ
い
塚
で
あ
る
。
四
隅
と
中
央

に
指
で
穴
を
開
け
る
か
、
適
当
な
太
さ
の
竹
筒
を
さ
し
、
線
香
立
と
す
る
。
正

面
に
階
段
を
つ
け
る
家
も
あ
る
。
（
中
略
）
戻
っ
て
く
る
と
門
口
の
「
す
な
も

り
」
の
傍
ら
に
馬
を
置
き
、
こ
こ
で
藁
を
ま
た
燃
や
し
、
線
香
に
火
を
つ
け
、

「
す
な
も
り
」
の
穴
に
立
て
る
。
そ
の
線
香
を
一
本
盆
棚
の
線
香
立
て
に
立
て

る
な
り
、
そ
の
火
で
ロ
ー
ソ
ク
を
と
も
し
て
盆
棚
へ
移
し
、
馬
を
盆
棚
へ
持
っ

て
行
く
。
そ
し
て
、
は
じ
め
て
祖
先
た
ち
の
霊
が
迎
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

（

Ⅶ

）

事
例
⑦
海
老
名
市
国
分
門
の
入
り
口
に
土
を
盛
り
、
若
竹
を
切
っ
て
、
節

を
中
心
に
あ
る
よ
う
に
一
五
～
二
○
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
し
た
も
の
を
線
香
立

て
と
し
、
土
盛
り
に
立
て
る
。
ス
ナ
モ
リ
と
い
う
。

（

、

）

事
例
⑧
綾
瀬
市
上
土
棚
一
三
日
の
夕
方
、
門
口
に
作
っ
た
土
盛
り
の
所
で

迎
え
火
を
た
く
。
ナ
ス
と
キ
ュ
ウ
リ
に
足
と
な
る
オ
ガ
ラ
を
さ
し
て
牛
と
馬
を

作
り
、
土
盛
り
の
前
に
頭
を
向
け
て
置
く
。
そ
し
て
麦
カ
ラ
を
パ
チ
パ
チ
燃
し

て
、
先
祖
の
霊
を
迎
え
る
。
そ
の
火
を
線
香
に
移
し
、
数
本
は
土
盛
り
の
上
に

立
て
、
数
本
は
ナ
ス
・
キ
ュ
ウ
リ
の
牛
馬
と
と
も
に
座
敷
の
オ
シ
ョ
ロ
サ
マ
の

棚
に
の
せ
る
。

（

咽

）

事
例
⑨
藤
沢
市
打
戻
一
三
日
昼
、
門
口
に
畑
の
土
で
お
精
霊
様
を
迎
え
る

た
め
の
砂
盛
り
（
オ
シ
ョ
ロ
ヅ
カ
）
を
作
る
。
そ
の
砂
盛
り
の
上
に
茄
子
で
作
っ

た
馬
を
の
せ
て
お
き
、
夕
方
迎
え
火
を
焚
い
て
か
ら
そ
の
馬
を
持
っ
て
家
に
入

り
、
盆
棚
に
か
ざ
る
。（

過

）

事
例
⑩
茅
ヶ
崎
市
堤
一
三
日
は
ヨ
イ
ボ
ン
と
い
う
。
迎
え
火
を
た
き
、
ナ

ス
と
キ
ュ
ウ
リ
で
馬
を
つ
く
り
、
門
の
と
こ
ろ
に
土
を
四
角
に
盛
っ
て
オ
ガ
ラ

（
麻
の
カ
ラ
）
を
ま
わ
り
に
さ
し
、
そ
の
上
に
家
の
方
向
に
む
け
て
馬
を
お
く
。

（

皿

）

事
例
⑪
茅
ヶ
崎
市
柳
島
墓
に
迎
え
に
い
く
前
に
、
門
口
に
砂
盛
り
を
す
る

家
も
あ
っ
た
。
一
尺
四
方
、
高
さ
五
寸
ぐ
ら
い
に
砂
を
盛
っ
て
、
造
花
の
蓮
な

ど
を
飾
る
。

（

巧

）

事
例
⑫
厚
木
市
上
古
沢
一
三
日
に
シ
カ
（
砂
盛
り
）
を
つ
く
る
。
男
の
仕

事
で
、
川
の
ベ
タ
ベ
タ
し
た
土
で
つ
く
る
。
竹
は
三
本
立
て
前
に
二
本
線
香
、
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塞
の
目
に
切
っ
た
も
の
）
を
の
せ
て
あ
げ
る
。

（

畑

）

事
例
⑯
平
塚
市
北
金
目
午
前
中
に
家
の
ジ
ョ
ウ
グ
チ
に
ツ
ジ
を
つ
く
る
。

砂
又
は
富
士
山
の
火
山
灰
で
つ
く
る
。
竹
で
枠
を
つ
く
り
、
四
本
の
筒
を
た
て
、

花
（
コ
ウ
ノ
ハ
ナ
）
を
か
ざ
る
。
モ
リ
ズ
ナ
と
も
い
う
。
ツ
ジ
の
形
は
家
に
よ
っ

て
少
し
ち
が
う
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
に
は
里
芋
の
葉
に
ア
ラ
イ
ァ
ゲ
（
ナ
ス
を

（

焔

）

事
例
⑬
伊
勢
原
市
石
田
ジ
ョ
ゥ
グ
チ
に
ス
ナ
モ
リ
（
ス
ナ
ャ
マ
と
も
い
う
）

を
作
る
。
一
尺
四
方
で
高
さ
五
寸
ぐ
ら
い
の
台
状
に
砂
を
盛
り
前
方
に
オ
ガ
ラ

で
段
を
つ
け
る
場
合
も
あ
る
。

後
ろ
一
本
に
コ
ー
ハ
と
造
花
を
立
て
る
。
ム
カ
エ
火
は
、
ム
ギ
カ
ラ
を
シ
カ
の

前
で
燃
や
す
。

（

妃

）

事
例
⑮
平
塚
市
岡
崎
家
の
門
口
に
砂
山
と
か
富
士
山
な
ど
と
い
う
土
の
壇

を
つ
く
る
。
砂
山
、
富
士
山
は
、
泥
や
砂
で
つ
く
っ
た
三
○
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

四
方
く
ら
い
の
士
の
壇
で
あ
る
。

（

Ⅳ

）

事
例
⑭
伊
勢
原
市
下
平
間
ジ
ョ
ウ
グ
チ
（
屋
敷
の
入
口
）
に
シ
カ
を
作
り
、

そ
の
両
側
と
後
方
に
線
香
を
あ
げ
る
竹
筒
を
立
て
る
。
シ
カ
は
三
○
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
四
方
で
、
高
さ
二
○
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
位
の
台
形
上
に
土
又
は
砂
を
盛
り

あ
げ
、
茄
子
、
胡
瓜
で
作
っ
た
牛
馬
を
お
き
、
花
も
供
え
る
。
シ
カ
に
は
全
面

に
階
段
状
の
段
々
を
作
る
こ
と
も
あ
る
。

（

犯

）

事
例
⑲
秦
野
市
東
田
原
一
三
日
、
山
に
行
き
新
の
め
竹
を
切
っ
て
辻
を
つ

く
る
。
辻
が
で
き
あ
が
る
と
麦
わ
ら
を
と
も
し
て
迎
え
火
を
た
く
。
よ
る
に
な

る
と
子
ど
も
達
は
線
香
を
持
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
辻
に
線
香
を
た
て
て
ま

わ
る
。
一
六
日
午
後
、
辻
を
こ
わ
し
、
ま
た
家
の
中
の
盆
だ
な
を
か
た
づ
け

て
、
そ
れ
を
盆
ゴ
ザ
に
く
る
ん
で
川
に
流
し
に
行
く
。
辻
を
こ
わ
し
た
あ
と
に

線
香
を
あ
げ
る
。

（

別

）

事
例
⑱
平
塚
市
士
屋
門
口
に
は
砂
盛
り
を
設
け
る
。
砂
盛
り
と
は
、
富
士

山
爆
発
時
の
黒
い
降
灰
か
川
砂
を
と
っ
て
き
て
門
口
に
築
い
た
土
壇
（
三
○
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
四
方
）
の
こ
と
で
、
周
囲
は
竹
で
囲
み
、
高
さ
三
○
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
位
に
二
段
に
す
る
家
も
あ
る
。
砂
盛
り
は
香
の
花
や
線
香
を
立
て
る
。

夕
方
、
門
口
の
砂
盛
り
の
所
で
迎
え
火
を
焚
く
。
早
く
焚
か
な
い
と
オ
シ
ョ
ロ

サ
ン
（
先
祖
）
が
迷
う
と
い
け
な
い
と
い
い
、
ま
だ
明
る
い
う
ち
に
麦
藁
で
パ

チ
パ
チ
音
が
す
る
よ
う
に
焚
く
。

（

加

）

事
例
⑰
平
塚
市
金
目
・
真
田
盆
山
（
砂
盛
り
と
も
い
う
９
と
は
か
ど
ぐ
ち

に
築
く
土
壇
の
と
で
、
だ
い
た
い
三
○
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
四
方
、
二
○
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
位
の
高
さ
の
も
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
畑
の
土
手
を
掘
る
と
宝
永
年
間

の
富
士
山
の
噴
火
の
時
の
黒
い
土
砂
が
出
る
が
、
そ
れ
で
作
る
べ
き
だ
と
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
わ
ざ
わ
ざ
掘
り
に
行
く
の
は
面
倒
な
の
で
川
砂
で
作
っ
て

し
ま
う
こ
と
が
多
い
。

－39－



（

記

）

事
例
⑳
秦
野
市
八
沢
一
三
日
に
な
る
と
子
供
達
は
今
年
出
た
め
竹
を
沢
山

切
り
取
っ
て
来
る
。
こ
の
め
竹
を
四
○
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
長
さ
に
五
○

～
六
○
本
切
り
、
太
め
の
竹
を
柱
に
し
て
正
方
形
に
四
本
立
て
る
。
た
て
る
た

柱
の
中
側
に
竹
を
井
げ
た
に
組
み
上
げ
な
が
ら
十
数
段
に
積
み
、
中
に
き
れ
い

な
砂
を
い
れ
る
。
そ
れ
が
一
階
に
な
り
、
同
形
の
小
型
の
も
の
を
そ
の
上
に
作

り
二
階
に
す
る
。
次
に
階
段
を
作
っ
て
完
成
と
な
る
。
つ
じ
が
出
来
上
が
る
と

迎
え
火
を
た
く
。

（

妬

）

事
例
⑳
中
郡
大
磯
町
生
沢
迎
え
火
を
た
く
前
に
川
の
砂
で
富
士
を
作
り
、

蓮
の
葉
を
（
今
は
さ
と
い
も
の
葉
）
を
の
せ
、
そ
の
上
に
な
す
を
寶
の
目
に
切
っ

て
置
く
。
そ
こ
で
火
を
た
い
て
線
香
立
を
竹
で
作
り
線
香
を
あ
げ
る
。

（

狐

）

事
例
⑳
秦
野
市
横
野
宮
上
屋
敷
の
入
り
口
に
一
三
日
に
作
ら
れ
る
。
四
○

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
位
の
長
さ
に
切
っ
た
青
竹
を
四
本
立
て
て
、
そ
れ
に
竹
を
交

互
に
組
ん
で
い
き
、
そ
の
中
に
富
士
山
の
噴
火
の
と
き
に
降
っ
た
と
い
わ
れ
る

砂
を
入
れ
て
固
め
、
前
方
に
竹
で
階
段
状
に
の
も
の
を
付
け
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
平
ら
な
砂
盛
り
の
上
に
は
、
里
芋
の
葉
に
う
ど
ん
を
の
せ
て
供
え
る
。

（

妬

）

事
例
⑳
足
柄
上
郡
中
井
町
境
八
月
一
三
日
に
は
、
ジ
ョ
ー
グ
チ
に
川
砂
で

「
ツ
ジ
」
を
作
る
。
ツ
ジ
に
は
、
イ
モ
の
葉
に
ナ
ス
を
細
か
く
切
っ
た
も
の
を

の
せ
て
供
え
て
お
く
。
迎
え
火
は
ツ
ジ
の
所
で
行
い
、
ム
ギ
カ
ラ
を
燃
や
す
。

線
香
を
ツ
ジ
に
あ
げ
て
く
る
。
線
香
は
、
近
所
の
ツ
ジ
に
も
あ
げ
る
。

（

副

）

事
例
⑳
鎌
倉
市
山
ノ
内
・
台
・
梶
原
・
常
盤
・
津
砂
盛
り
は
今
も
行
っ
て

い
る
。
御
先
祖
様
は
高
い
と
こ
ろ
が
好
き
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
浜
砂
ま
た
は
川

砂
を
と
っ
て
き
て
広
さ
三
、
四
○
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
四
方
、
高
さ
一
五
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
に
盛
り
、
階
段
を
つ
け
た
り
、
た
く
さ
ん
の
線
香
と
オ
ガ
ラ

（

釦

）

事
例
⑳
足
柄
上
郡
大
井
町
山
田
川
か
ら
砂
を
持
っ
て
来
て
、
四
角
に
盛
り

上
げ
、
前
に
階
段
を
つ
く
る
。
両
側
に
花
立
と
線
香
立
を
つ
く
り
、
杉
の
葉
や

麦
ワ
ラ
を
束
ね
て
一
三
、
一
四
、
一
五
日
ま
で
毎
晩
た
く
。

（

調

）

事
例
⑳
足
柄
上
郡
松
田
町
宇
津
茂
七
月
の
一
三
日
が
む
か
え
盆
で
、
こ
の

日
の
夕
方
、
門
口
で
迎
え
火
が
た
か
れ
る
。
迎
え
火
を
た
く
と
こ
ろ
に
川
砂
で

「
オ
ス
ナ
モ
リ
」
を
築
く
の
が
普
通
で
あ
る
。

（

配

）

事
例
⑳
足
柄
上
郡
山
北
町
世
附
一
三
日
の
夕
方
、
ジ
ョ
ウ
グ
チ
に
川
砂
で

円
形
に
盛
り
上
げ
、
外
と
内
に
階
段
を
つ
け
、
花
を
添
え
線
香
三
本
と
ロ
ー
ソ

ク
ニ
本
を
砂
の
上
に
立
て
、
マ
メ
ガ
ラ
で
火
を
焚
く
。
こ
れ
を
子
供
が
作
っ
た

り
す
る
。

（

”

）

事
例
⑳
足
柄
上
郡
山
北
町
箒
沢
仏
様
の
め
じ
る
し
と
な
る
迎
え
火
を
焚
く

所
を
庭
（
玄
関
前
）
に
つ
く
り
、
夕
方
火
を
た
く
。
今
は
川
砂
に
て
方
墳
や
円

墳
に
つ
く
る
が
、
昔
、
竹
で
ロ
ー
ソ
ク
立
て
を
二
本
つ
く
り
庭
の
地
面
に
さ
し
、

真
中
に
や
わ
ら
か
め
線
香
を
立
て
る
所
を
つ
く
る
簡
単
な
も
の
だ
っ
た
。
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（

調

）

事
例
⑳
三
浦
市
南
下
浦
町
金
田
ご
く
数
軒
の
家
で
あ
っ
た
が
、
「
メ
ン
ボ

ケ
」
と
い
っ
て
無
数
の
「
お
精
霊
」
を
玄
関
前
に
お
迎
え
し
て
い
る
の
を
見
た
。

こ
れ
は
玄
関
前
と
い
う
よ
り
屋
敷
の
入
口
に
当
る
所
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
そ
こ

に
海
の
砂
を
敷
き
、
そ
れ
に
「
マ
コ
モ
」
の
小
さ
い
む
し
ろ
を
敷
き
、
里
芋
の

葉
を
の
せ
、
そ
の
上
に
な
す
の
細
い
目
に
切
っ
た
も
の
を
あ
げ
、
そ
の
先
に
細

い
短
い
竹
で
花
立
形
の
線
香
立
と
花
立
が
さ
し
て
あ
る
。
海
で
流
仏
を
拾
っ
た

の
で
、
そ
の
精
霊
を
こ
う
し
て
迎
え
て
い
る
の
だ
と
い
っ
た
。

（

鉈

）

事
例
⑳
逗
子
市
小
坪
ム
カ
ェ
火
は
数
軒
が
か
た
ま
っ
て
辻
の
所
で
行
う
が
、

こ
の
時
、
浜
か
ら
き
れ
い
な
砂
を
取
っ
て
き
て
盛
る
。

次
に
紹
介
す
る
事
例
は
、
は
た
し
て
砂
盛
り
と
い
え
る
か
ど
う
か
、
と
い
う

問
題
を
含
ん
で
い
る
が
、
砂
盛
り
の
類
例
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
な
い
か
。

を
五
、
六
本
立
て
る
。
て
い
ね
い
な
家
で
は
そ
ば
に
膳
を
お
く
。
一
三
日
の
夕

方
オ
ガ
ラ
の
迎
え
火
を
た
き
、
鉦
を
鳴
ら
し
て
仏
様
を
家
へ
案
内
す
る
。

以
上
の
二
例
は
、
さ
き
に
紹
介
し
て
き
た
砂
盛
り
の
形
態
と
は
、
確
か
に
異

な
る
が
、
考
え
方
に
よ
っ
て
は
、
現
在
の
砂
盛
り
の
原
初
形
態
を
想
像
で
き
る

も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
本
来
の
砂
盛
り
は
、
お
そ
ら

く
、
こ
の
よ
う
に
単
純
な
形
態
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
砂
盛
り
を
二
つ
作
る
地
域
の
事
例
を
紹
介
す
る
。
地
域
に
よ
っ
て
は
、

（

訂

）

事
例
⑭
横
浜
市
旭
区
本
村
一
三
日
が
盆
の
入
り
で
、
ジ
ョ
ー
グ
チ
に
ツ
ヂ

を
二
つ
作
る
。
竹
の
花
立
も
立
て
る
。
一
三
日
の
夕
方
、
ツ
ヂ
の
所
に
ワ
ラ
を

焚
き
、
ミ
ソ
ハ
ギ
で
水
を
振
る
。
迎
え
火
と
い
う
。

（

鉛

）

事
例
⑬
横
浜
市
神
奈
川
区
羽
沢
一
三
日
に
ジ
ョ
ー
グ
チ
に
き
れ
い
な
土
を

盛
る
。
二
つ
作
る
。
迎
え
火
は
早
い
方
が
仏
様
が
喜
ぶ
と
い
っ
て
夕
方
五
時
頃

に
迎
え
火
を
焚
く
。
迎
え
火
は
ワ
ラ
を
燃
や
し
、
鉦
を
た
た
き
、
線
香
を
あ
げ
、

竹
の
花
立
に
は
花
を
さ
す
、
里
芋
の
葉
に
茄
子
の
刻
ん
だ
も
の
を
盛
り
、
ミ
ソ

ハ
ギ
を
束
ね
、
水
を
振
り
か
け
る
。
迎
え
火
は
家
に
近
い
方
の
土
盛
り
で
す
る
。

（

弱

）

事
例
⑫
横
浜
市
緑
区
荏
田
町
柚
木
夕
方
に
迎
え
火
を
た
く
。
家
を
出
た
道

の
端
に
砂
（
士
）
を
一
対
四
角
に
盛
り
あ
げ
、
線
香
を
た
て
る
。
（
中
略
）
送

り
火
は
夜
口
時
に
近
く
に
行
な
う
。
迎
え
火
と
同
様
に
家
の
前
に
盛
り
砂
の
と

こ
ろ
で
麦
桿
（
今
は
稲
）
を
バ
リ
バ
リ
も
や
す
。
キ
リ
ア
ゲ
を
供
え
、
ミ
ソ
ハ

ギ
の
枝
で
水
を
ち
ら
し
て
か
ら
焼
香
し
、
「
お
粗
末
致
し
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
こ

の
明
り
で
お
静
か
に
お
帰
り
下
さ
い
」
な
ど
と
云
っ
て
火
を
も
す
。

（

鍵

）

事
例
⑪
横
浜
市
緑
区
元
石
川
迎
え
火
、
送
り
火
の
砂
も
り
は
一
つ
で
兼
ね

る
家
が
殆
ど
、
二
つ
作
る
家
は
少
な
い
。

砂
盛
り
を
二
ヶ
所
作
っ
て
、
ひ
と
つ
は
迎
え
火
に
、
残
り
の
ひ
と
つ
は
送
り
火

に
使
用
し
て
い
る
。

－41－



（

釦

）

事
例
⑮
横
浜
市
旭
区
善
部
門
口
と
か
、
家
の
前
の
道
に
塚
を
二
つ
築
き
、

そ
れ
に
オ
ガ
ラ
を
立
て
、
里
芋
の
葉
に
ナ
ス
を
刻
ん
だ
も
の
を
の
せ
、
側
に
ミ

ソ
ハ
ギ
と
水
を
置
き
、
そ
の
前
で
迎
え
火
を
た
く
。
ナ
ス
、
キ
ュ
ウ
リ
の
馬
を

置
き
、
先
祖
を
迎
え
、
ナ
ス
、
キ
ュ
ウ
リ
の
馬
を
精
霊
棚
に
も
っ
て
い
く
。
精

霊
を
お
盆
様
と
も
い
う
。

（

釦

）

事
例
⑳
横
浜
市
鶴
見
区
獅
子
ヶ
谷
ス
ナ
モ
リ
。
ツ
チ
モ
リ
。
一
三
日
の
午

前
中
に
作
る
。
ジ
ョ
ウ
グ
チ
（
屋
敷
へ
の
入
口
）
に
二
つ
並
べ
て
作
る
。
土
は

家
の
ま
わ
り
も
の
を
使
う
。
ス
ナ
モ
リ
の
前
に
は
墓
の
前
に
立
て
た
も
の
と
同

じ
よ
う
に
、
竹
で
つ
く
っ
た
花
立
て
を
立
て
る
。
二
つ
作
る
の
も
迎
え
火
用
と

送
り
火
用
で
あ
る
。

（

調

）

事
例
⑳
横
浜
市
瀬
谷
区
宮
沢
門
口
に
二
つ
砂
盛
り
を
作
る
。
こ
れ
を
盆
様

と
い
う
。
オ
ガ
ラ
を
立
て
、
里
芋
の
葉
に
ナ
ス
を
刻
ん
だ
も
の
を
の
せ
、
ミ
ソ

ハ
ギ
、
水
を
供
え
る
。
迎
え
火
は
手
前
の
砂
盛
り
の
前
で
焚
き
、
ナ
ス
・
キ
ュ

ウ
リ
の
馬
を
置
き
、
終
っ
て
家
に
入
れ
る
。

（

似

）

事
例
⑱
藤
沢
市
遠
藤
ジ
ョ
ウ
グ
チ
の
前
に
、
高
さ
四
、
五
寸
、
一
尺
四
方

ぐ
ら
い
に
土
を
平
ら
に
な
ら
し
て
盛
っ
た
シ
カ
と
い
う
も
の
を
作
る
。
三
方
は

お
が
ら
の
ク
ネ
を
め
ぐ
ら
し
、
階
段
な
ど
つ
け
て
、
家
々
で
そ
れ
ぞ
れ
く
ふ
う

さ
れ
て
い
る
。
シ
カ
は
普
通
は
一
つ
作
る
が
、
た
ま
に
お
迎
え
の
シ
カ
と
、
送

る
シ
カ
と
て
い
ね
い
に
二
つ
作
る
家
も
あ
る
そ
う
で
あ
る
。
一
三
日
の
夕
方
、

（

蛇

）

事
例
⑲
藤
沢
市
大
庭
カ
ェ
ド
（
常
口
）
に
士
で
男
が
ス
ナ
モ
リ
を
作
り
、

墓
に
仏
様
を
迎
え
に
行
く
。
ス
ナ
モ
リ
は
一
つ
の
家
と
二
つ
の
家
が
あ
り
、
又

形
も
長
方
形
、
正
方
形
の
家
と
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
（
中
略
）
又
同
時
に
ス
ナ

モ
リ
の
上
に
オ
ガ
ラ
を
、
こ
れ
を
杖
に
し
て
来
る
様
に
と
立
て
、
火
を
た
き
、

線
香
を
た
く
。
こ
れ
は
女
が
す
る
。

ア
ラ
イ
ア
ゲ
（
な
す
や
き
ゅ
う
り
を
刻
み
、
水
で
一
度
洗
っ
た
も
の
）
を
持
っ

て
、
墓
ま
い
り
を
す
ま
せ
、
ジ
ョ
ウ
グ
チ
の
シ
カ
に
も
ア
ラ
イ
ア
ゲ
や
み
そ
は

ぎ
を
供
え
、
き
ゅ
う
り
、
な
す
の
馬
と
牛
は
墓
の
方
に
向
け
て
供
え
、
麦
が
ら

ま
た
は
ワ
ラ
を
燃
し
て
、
「
こ
の
火
で
お
い
で
下
さ
い
」
と
言
っ
て
、
佛
様
を

お
迎
え
し
て
、
シ
カ
の
所
で
背
負
う
よ
う
に
し
て
縁
か
ら
家
に
上
り
、
馬
や
牛

も
シ
カ
か
ら
盆
棚
に
う
つ
し
て
か
ざ
る
。

（

錦

）

事
例
⑳
横
浜
市
中
区
本
牧
七
月
一
二
日
に
ボ
ン
ャ
マ
と
い
っ
て
、
家
の
入

口
附
近
に
砂
盛
り
を
作
る
。
砂
は
海
か
ら
と
っ
て
き
て
、
大
き
さ
が
三
○
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
四
方
、
高
さ
二
○
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
砂
盛
り
を
作
る
。
ポ
ン
ャ

マ
の
頂
き
に
巻
貝
を
の
せ
、
そ
の
他
の
部
分
を
サ
ル
ボ
ウ
の
貝
や
赤
貝
で
覆
っ

た
。
砂
が
風
に
飛
ば
さ
れ
な
い
よ
う
に
貝
を
置
い
た
と
い
う
。
こ
の
ボ
ン
ャ
マ

最
後
に
、
海
岸
近
く
で
作
ら
れ
る
砂
盛
り
に
は
貝
な
ど
を
周
り
に
つ
け
る
と

い
わ
れ
て
い
た
が
、
今
ま
で
そ
の
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
こ

こ
に
一
例
で
は
あ
る
が
紹
介
す
る
。
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こ
こ
で
は
、
神
奈
川
県
下
の
砂
盛
り
習
俗
に
つ
い
て
、
紹
介
し
た
事
例
と
筆

者
の
調
査
を
も
と
に
し
て
若
干
の
考
察
を
試
み
た
い
。

砂
盛
り
の
習
俗
は
県
下
に
広
く
分
布
し
て
い
る
が
、
浄
土
真
宗
の
檀
家
で
あ

る
家
で
は
作
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
大
和
市
上
草
柳
で
は
、

市
内
の
各
地
で
砂
盛
り
が
作
ら
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
作
っ
て
い
な
い
地

以
上
、
砂
盛
り
の
事
例
を
四
○
例
紹
介
し
て
き
た
が
、
現
在
、
八
六
ヶ
所
で

砂
盛
り
習
俗
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
近
年
は
、
砂
盛
り
習
俗
の
存
在
が

周
知
さ
れ
、
こ
の
テ
ー
マ
に
興
味
を
持
た
れ
て
き
た
の
で
、
計
画
的
に
調
査
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
砂
盛
り
の
報
告
が
増
え
て
き
て
い
る

に
も
関
わ
ら
ず
、
残
念
な
が
ら
そ
の
調
査
内
容
が
決
し
て
十
分
と
は
い
え
な
い
。

そ
こ
で
、
今
後
は
現
地
で
盆
行
事
を
含
め
た
悉
階
調
査
を
丹
念
に
実
施
し
、
詳

細
な
デ
ー
タ
を
収
集
す
べ
き
で
あ
る
。
同
時
に
、
砂
盛
り
の
形
態
に
は
地
域
に

よ
っ
て
明
ら
か
に
差
異
が
認
め
ら
れ
、
さ
ら
に
問
い
詰
め
れ
ば
各
家
に
よ
っ
て

も
違
う
の
で
厳
密
に
い
え
ば
全
く
同
じ
形
態
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
し

た
が
っ
て
、
今
後
は
砂
盛
り
自
身
の
写
真
や
実
測
図
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
だ

ろ
う
。

三
、
若
干
の
考
察

の
そ
ば
で
鉦
を
叩
き
な
が
ら
迎
え
火
を
焚
く
。

域
が
わ
か
っ
た
の
で
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
作
っ
て
い
な
い
家
は
浄
土
真
宗
（
善

徳
寺
）
の
檀
家
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
例
外
も
あ
る
が
、
横

浜
市
の
南
部
や
県
北
部
の
津
久
井
郡
一
帯
お
よ
び
三
浦
半
島
で
は
作
ら
れ
て
い

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
砂
盛
り
の
習
俗
は
概
ね
県
内
を
東
西
に
帯
状
の
よ
う
に

濃
厚
に
分
布
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

（

“

）

県
外
で
は
、
小
林
氏
に
よ
っ
て
伊
豆
、
御
殿
場
、
三
島
か
ら
吉
原
、
清
水
、

静
岡
、
島
田
を
経
て
、
掛
川
付
近
ま
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

（

妬

）

（

鴨

）

そ
の
他
に
も
東
京
都
町
田
市
鶴
間
、
埼
玉
県
加
須
市
に
も
み
ら
れ
、
ま
た
岐

阜
県
恵
那
郡
山
岡
町
で
は
八
月
一
三
日
に
「
門
口
の
所
に
石
の
台
を
作
っ
て
、

松
明
を
迎
え
火
と
し
て
と
も
し
た
」
と
い
う
類
例
が
み
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
滋

（

蝿

）

賀
県
大
津
市
下
坂
本
で
も
、
地
蔵
盆
の
時
に
い
わ
ゆ
る
砂
盛
り
を
つ
く
る
こ
と

（

㈹

）

が
知
ら
れ
て
い
る
し
、
熊
本
県
阿
蘇
郡
宮
地
町
に
も
セ
ン
コ
ウ
ャ
マ
と
も
ス
ナ

ャ
マ
と
い
わ
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
砂
盛
り
の
習
俗
は
静

岡
県
の
御
殿
場
付
近
を
除
く
と
ほ
と
ん
ど
類
例
し
か
み
ら
れ
ず
、
と
り
わ
け
神

奈
川
県
下
に
は
濃
厚
に
分
布
し
て
い
る
の
で
、
県
下
を
代
表
す
る
習
俗
の
ひ
と

つ
と
い
え
よ
う
。

現
在
、
県
下
で
は
砂
盛
り
を
つ
く
っ
て
い
る
地
域
と
し
て
八
六
ヶ
所
が
確
認

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
ス
ナ
モ
リ
が
二
八
、
ツ
ジ
が
二
、
シ
カ
が
一
○

の
地
域
で
そ
れ
ぞ
れ
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
他
に
、
モ
リ
ス
ナ
、
モ
リ
ッ
チ
、

ダ
イ
、
ド
ダ
ン
、
オ
ポ
ン
サ
マ
、
ボ
ン
ャ
マ
、
ス
ナ
ャ
マ
、
フ
ジ
サ
ン
と
も
呼

ば
れ
い
る
が
、
明
ら
か
に
呼
び
方
が
な
い
地
域
が
二
一
ケ
所
も
あ
る
。
た
だ
し
、

ス
ナ
モ
リ
と
い
う
呼
称
は
本
当
に
昔
か
ら
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
だ
け
な
の
か
注
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意
を
は
ら
う
必
要
が
あ
ろ
う
。

さ
て
、
ツ
ジ
以
外
の
呼
び
方
に
は
砂
盛
り
の
形
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
が
推

測
で
き
る
が
、
ツ
ジ
と
い
う
呼
び
方
は
ど
こ
か
ら
来
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
お

そ
ら
く
は
道
端
の
意
か
ら
来
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ツ
ジ
と
い
う
呼
称

は
秦
野
市
内
お
よ
び
そ
の
周
辺
地
域
に
み
ら
れ
、
し
か
も
秦
野
市
内
で
み
ら
れ

る
ツ
ジ
の
形
態
は
、
新
竹
で
井
型
に
組
み
立
て
た
中
に
砂
や
士
な
ど
を
詰
め
て

い
る
の
で
、
他
の
地
域
と
は
形
態
も
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り

に
も
な
ん
ら
か
の
関
連
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
砂
盛
り
の
呼
称
は
ス
ナ
モ
リ
、
ツ
ジ
、
シ
カ
が
一
般
的

（

釦

）

で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
分
布
状
況
に
つ
い
て
は
、
『
神
奈
川
県
民
俗
分
布
地
図
』

を
参
照
し
て
ほ
し
い
。

砂
盛
り
は
、
一
般
的
に
は
砂
や
土
な
ど
を
用
い
て
四
角
錐
の
よ
う
な
形
に
盛
っ

て
固
め
て
作
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
、
階
段
が
を
設
け
ら
れ
て
い
た
り
、
線
香
立

て
や
花
立
て
用
の
竹
筒
が
挿
さ
れ
て
い
る
の
が
基
本
的
な
形
態
で
あ
る
。
地
域

や
家
々
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
の
差
異
が
み
ら
れ
る
が
、
前
述
し
た
秦
野
市
の
例

と
形
態
を
比
較
す
る
と
明
ら
か
に
大
き
な
違
い
が
み
ら
れ
る
。

近
年
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
砂
盛
り
や
菓
子
箱
な
ど
に
砂
な
ど
を
入
れ
て
、

そ
こ
に
線
香
や
麻
幹
な
ど
を
立
て
た
り
し
て
、
砂
盛
り
の
代
用
に
し
て
い
る
の

が
目
に
つ
く
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
明
ら
か
に
、
伝
承
し
て
き
た
地
域
が
都
市

化
の
波
に
お
お
わ
れ
て
、
道
路
が
コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
な
り
、
泥
だ
ら
け
に
な
る

よ
う
な
砂
盛
り
を
設
け
る
場
所
が
減
少
し
て
き
て
い
る
こ
と
に
も
由
来
し
て
い

る
。
ま
た
、
代
用
の
砂
盛
り
は
、
毎
年
、
繰
り
返
し
て
使
用
し
て
い
る
。

さ
て
、
こ
れ
ら
の
砂
盛
り
の
大
部
分
は
、
ジ
ョ
ウ
グ
チ
（
屋
敷
口
）
に
一
つ

が
作
ら
れ
る
が
、
横
浜
市
や
藤
沢
市
で
は
二
つ
が
作
ら
れ
る
所
が
あ
り
、
一
つ

が
迎
え
火
、
も
う
一
つ
が
送
り
火
に
使
わ
れ
て
い
る
。
二
つ
作
っ
て
い
る
地
域

で
は
、
木
箱
の
中
に
土
砂
を
い
れ
た
代
用
品
の
中
央
に
小
さ
な
溝
で
境
界
を
つ

く
り
二
つ
に
分
離
さ
せ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
砂
盛
り
を
一
つ
作
っ
て
、
同
じ

よ
う
に
上
部
に
溝
を
つ
く
っ
て
二
つ
に
し
て
い
る
。

材
料
と
な
る
砂
や
土
に
は
、
川
の
砂
、
海
の
砂
、
畑
の
士
、
富
士
山
の
火
山

灰
な
ど
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
横
浜
市
中
区
本
牧
の
旧
漁
村
で
は
、
盛
っ
た
砂

の
頂
上
に
を
巻
貝
を
立
て
、
周
囲
に
は
赤
貝
な
ど
の
貝
で
覆
っ
て
い
る
。

盆
行
事
が
終
わ
る
と
、
こ
の
砂
盛
り
を
壊
し
て
川
な
ど
へ
流
す
地
域
も
あ
る

が
、
大
部
分
の
地
域
が
壊
れ
る
の
を
自
然
に
ま
か
せ
て
い
る
。
最
近
で
は
、
前

述
し
た
よ
う
に
代
用
品
な
ど
を
利
用
し
て
い
る
の
で
、
毎
年
、
更
新
す
る
必
要

が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

お

わ

り

に

以
上
、
砂
盛
り
に
つ
い
て
の
概
要
等
を
言
及
し
て
き
た
が
、
最
後
に
、
な
ん

の
た
め
に
砂
盛
り
を
つ
く
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

県
内
で
は
、
砂
盛
り
を
な
ん
の
た
め
に
つ
く
る
の
か
と
い
っ
た
点
に
関
し
て

は
、
す
で
に
現
況
の
調
査
で
は
納
得
で
き
る
よ
う
な
資
料
を
得
ら
れ
な
い
が
、

静
岡
県
御
殿
場
市
内
に
入
る
と
無
縁
仏
を
祭
祀
す
る
場
所
で
あ
る
と
明
確
に
伝
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か
り
に
、
静
岡
県
御
殿
場
市
で
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
無
縁
仏
は
屋
内
よ

り
屋
外
で
祭
る
方
が
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
前
提
に
立
つ
な
ら
ば
、
砂
盛
り
は
無

縁
仏
を
屋
内
で
祭
る
以
前
の
屋
外
の
祭
場
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で

あ
ろ
う
。

し
か
し
、
盆
棚
に
供
え
る
胡
瓜
と
茄
子
の
牛
馬
、
ミ
ソ
ハ
ギ
な
ど
と
同
じ
供

物
を
砂
盛
り
に
供
え
、
と
く
に
牛
馬
は
迎
え
火
を
焚
く
と
砂
盛
り
か
ら
家
の
中

の
盆
棚
に
運
ぶ
家
も
少
な
く
な
い
。
あ
る
い
は
、
そ
の
時
に
「
さ
あ
、
お
迎
え

（

副

）

に
ま
い
り
ま
し
た
。
私
の
背
中
に
お
乗
り
く
だ
さ
い
」
と
い
っ
て
背
負
う
よ
う

な
格
好
を
し
て
家
の
中
に
入
る
事
例
も
み
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
こ
と
は
先
祖
の
霊
を
迎
え
る
祭
場
が
古
く
は
屋
外
に
あ
っ
た

こ
と
を
表
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
静
岡
県
御
殿
場
市
に

み
ら
れ
る
砂
盛
り
は
、
本
県
で
み
ら
れ
る
も
の
と
は
性
格
が
異
な
る
も
の
で
あ

る
と
考
え
て
お
い
た
方
が
適
切
で
は
な
か
ろ
う
か
。

す
な
わ
ち
、
現
段
階
で
は
県
下
の
砂
盛
り
は
祖
霊
の
祭
場
で
あ
り
、
静
岡
県

の
そ
れ
は
無
縁
仏
の
祭
場
で
あ
る
と
は
考
え
て
お
く
こ
と
が
妥
当
で
は
な
か
ろ

（

砲

）

う
か
。
大
島
建
彦
氏
が
、
「
盆
の
砂
も
り
と
い
う
の
も
、
も
と
も
と
無
縁
仏
を

祭
る
た
め
に
始
め
ら
れ
た
の
が
、
し
だ
い
に
先
祖
を
迎
え
る
よ
う
に
解
さ
れ
た

も
の
と
い
え
よ
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
現
状
で
は
砂
盛
り
が
ま
だ
無
縁
仏

の
祭
場
か
ら
、
祖
霊
の
祭
場
へ
と
変
遷
し
た
と
考
え
る
に
は
、
ま
だ
ま
だ
根
拠

祀
す
る
風
が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。

承
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
県
下
で
は
無
縁
仏
の
供
物
を
屋
内
の
盆
棚
の
下

に
供
え
て
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
無
縁
仏
を
屋
外
で
祭

と
な
る
べ
き
資
料
が
乏
し
い
と
い
え
よ
う
。

［
注
］

（
１
）
小
林
梅
次
、
一
九
五
六
、
「
相
模
の
ツ
ジ
と
盆
柱
」
、
神
奈
川
県
文
化
財
協
会

『
か
な
が
わ
文
化
財
』
第
五
号
、
四
－
六
頁
。

（
２
）
小
林
梅
次
、
一
九
六
四
、
「
盆
行
事
の
研
究
」
、
藤
沢
市
教
育
文
化
研
究
所
『
藤

沢
民
俗
文
化
』
第
一
号
、
一
六
－
二
二
頁
。

（
３
）
田
中
宣
一
、
一
九
七
七
、
「
年
中
行
事
」
、
神
奈
川
県
『
神
奈
川
県
史
民
俗
編
』
、

~

六

五

八

－

六

六

二

頁

。

（
４
）
神
奈
川
県
立
博
物
館
編
、
『
神
奈
川
県
民
俗
分
布
地
図
』
の
調
査
カ
ー
ド
（
神
奈

川
県
立
博
物
館
所
蔵
）
。
以
降
、
『
民
俗
地
図
』
カ
ー
ド
と
す
る
。

（
５
）
郷
土
誌
橘
刊
行
会
編
、
一
九
七
九
、
『
郷
土
誌
橘
』
、
二
二
二
頁
。

（
６
）
相
模
原
市
教
育
委
員
会
編
、
一
九
八
一
、
『
年
中
行
事
調
査
報
告
書
』
、
六
二
頁
。

（
７
）
筆
者
調
査
。

（
８
）
筆
者
調
査
。

（
９
）
座
間
市
史
編
さ
ん
係
編
、
一
九
八
○
、
『
座
間
の
語
り
伝
え
－
年
中
行
事
編
ｌ
』
、

四

三

－

四

四

頁

。

（
、
）
『
民
俗
地
図
』
カ
ー
ド
。

（
Ⅱ
）
『
民
俗
地
図
』
カ
ー
ド
。

（
岨
）
田
中
宣
一
、
一
九
七
一
、
「
打
戻
の
年
中
行
事
」
、
藤
沢
市
教
育
文
化
研
究
所

『
藤
沢
民
俗
文
化
』
第
七
号
、
三
八
頁
。

（
蝿
）
武
蔵
大
学
社
会
人
類
学
研
究
会
編
、
一
九
八
一
、
『
茅
ヶ
崎
市
堤
の
民
俗
』
、
四

七

頁

。

（
Ｍ
）
茅
ヶ
崎
市
文
化
資
料
館
編
、
一
九
七
九
、
『
柳
島
生
活
誌
』
、
一
五
○
頁
。

（
焔
）
『
民
俗
地
図
』
カ
ー
ド
。

（
肥
）
『
民
俗
地
図
』
カ
ー
ド
。

（
Ⅳ
）
『
民
俗
地
図
』
カ
ー
ド
。

（
略
）
『
民
俗
地
図
』
カ
ー
ド
。
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（
蛆
）
『
民
俗
地
図
』
カ
ー
ド
。

（
恥
）
平
塚
市
史
編
さ
ん
室
編
、
一
九
八
四
、
『
平
塚
市
史
民
俗
調
査
報
告
書
』

第

四

集

、

一

二

三

頁

。

（
皿
）
平
塚
市
史
編
さ
ん
室
編
、
一
九
八
三
、
『
平
塚
市
史
民
俗
調
査
報
告
書
』

第

三

集

、

一

二

頁

。

（
配
）
『
民
俗
地
図
』
カ
ー
ド
。

（
閉
）
神
奈
川
県
教
育
委
員
会
編
、
『
中
地
区
民
俗
資
料
調
査
』
、
二
七
頁
。
（
別
）
立

正
大
学
民
俗
学
研
究
会
編
、
一
九
八
四
、
『
秦
野
盆
地
周
辺
の
民
俗
』
、
六
九
頁
。

（
妬
）
大
磯
町
教
育
委
員
会
編
、
一
九
八
○
、
『
大
磯
町
生
沢
地
区
民
俗
資
料
調
査
報
告

書

』

、

二

五

頁

。

（
恥
）
『
民
俗
地
図
』
カ
ー
ド
。

（
町
）
神
奈
川
県
教
育
委
員
会
編
、
一
九
七
一
、
『
足
柄
地
区
民
俗
資
料
調
査
報
告
書

（

１

）

』

、

一

二

一

頁

。

（
肥
）
瀬
戸
貞
夫
著
、
一
九
七
七
、
『
西
丹
沢
の
民
俗
Ｉ
』
、
神
奈
川
県
教
育
委
員
会
、

一

二

二

頁

。

（
調
）
神
奈
川
県
教
育
委
員
会
編
、
一
九
七
一
、
『
足
柄
地
区
民
俗
資
料
調
査
報
告
書

（

１

）

』

、

四

三

頁

。

（
釦
）
『
民
俗
地
図
』
カ
ー
ド
。

（
瓠
）
大
藤
ゆ
き
著
、
一
九
七
七
、
『
鎌
倉
の
民
俗
』
、
か
ま
く
ら
春
秋
社
、
三
二
一
’

三

二

二

頁

。

（
犯
）
逗
子
市
教
育
委
員
会
編
、
一
九
八
一
、
『
逗
子
市
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
一
○

集

（

民

俗

）

、

九

五

頁

。

（
羽
）
神
奈
川
県
教
育
委
員
会
編
、
一
九
七
○
、
『
東
京
外
湾
漁
携
習
俗
調
査
報
告
書
」
、

一

九

八

頁

。

（
制
）
『
民
俗
地
図
』
カ
ー
ド
。

（
弱
）
横
浜
市
教
育
委
員
会
編
、
一
九
七
二
、
『
港
北
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
地
域
内
文
化
財
調

査
報
告
書
』
、
一
○
一
－
一
○
二
頁
。

査
報
告
書
』
、
一
○
一
‐

〆、〆、へ

383736
曹レーン

『
民
俗
地
図
』
カ
ー
ド
。

『
民
俗
地
図
』
カ
ー
ド
。

『
民
俗
地
図
』
カ
ー
ド
。

（
釣
）
『
民
俗
地
図
』
カ
ー
ド
。

（
蛆
）
長
田
平
・
鈴
木
通
大
、
一
九
九
○
、
「
獅
子
ヶ
谷
の
農
耕
と
年
中
行
事
」
、
神
奈

川
県
立
博
物
館
編
『
農
耕
習
俗
と
農
具
ｌ
昼
間
家
日
記
を
中
心
に
ｌ
』
、
一
六

七

頁

。

（
帆
）
丸
山
久
子
編
、
一
九
六
一
、
『
遠
藤
民
俗
聞
書
』
、
藤
沢
市
教
育
委
員
会
、
四

○

頁

。

（
蛇
）
土
肥
雅
枝
・
内
山
清
美
、
一
九
七
六
、
「
大
庭
地
区
の
民
俗
」
、
藤
沢
市
教

育

文

化

研

究

所

『

藤

沢

民

俗

文

化

』

第

七

号

、

二

九

頁

。

~

（
媚
）
倉
林
夕
美
氏
の
ご
教
示
に
よ
り
、
筆
者
調
査
。

（
“
）
小
林
、
「
盆
行
事
の
研
究
」
、
一
六
頁
。

（
妬
）
畠
山
豊
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

（
妬
）
『
加
須
市
史
民
俗
編
』
、
一
九
八
一
、
一
○
四
九
頁
。
墓
塚
と
称
し
て
い

ブ

（

》

。

（
鞭
）
中
京
大
学
郷
土
研
究
会
編
、
一
九
七
九
、
『
中
京
民
俗
』
第
一
六
号
（
山
岡

町

乃

民

俗

）

、

七

九

頁

。

（
妃
）
大
島
建
彦
、
一
九
七
七
、
「
地
蔵
盆
の
砂
山
」
、
「
西
郊
民
俗
』
第
七
九
号
、

一

三

頁

。

（
蛆
）
八
木
三
二
、
一
九
三
三
、
「
肥
後
国
阿
蘇
郡
民
間
行
事
に
関
連
し
て
の
俗
信
」
、

『
郷
土
研
究
』
第
七
巻
第
三
号
、
、
二
三
頁
。

（
卵
）
神
奈
川
県
立
博
物
館
編
、
一
九
八
四
、
『
神
奈
川
県
民
俗
分
布
地
図
』
、
五

○

頁

。

砂

盛

り

の

項

を

参

照

。

（
副
）
川
崎
市
教
育
文
化
研
究
所
編
、
一
九
七
一
、
『
い
な
だ
子
ど
も
風
土
記
そ
の

三
年
中
行
事
編
』
、
一
三
三
頁
、
お
よ
び
川
崎
市
幸
区
南
加
瀬
の
筆
者
調

査

。

（
兇
）
大
島
建
彦
、
一
九
七
七
、
「
神
奈
川
の
民
俗
」
、
『
神
奈
川
県
史
研
究
』
第
三

三

号

、

四

五

－

四

六

頁

。
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