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昨
今
、寺
社
の
御
朱
印
集
め
が
ブ
ー

ム
と
な
り
、特
に
若
い
世
代
の
方
が
多
く

見
ら
れ
ま
す
。昨
年
は
、天
皇
陛
下
の
御

即
位
に
伴
う
様
々
な
儀
式
が
行
わ
れ
ま

し
た
が
、元
号
が
改
め
ら
れ
た
五
月
一
日

に
は
、多
く
の
寺
社
に
御
朱
印
を
求
め
る

行
列
が
テ
レ
ビ
等
で
報
道
さ
れ
ま
し
た
。

中
に
は
十
時
間
待
ち
の
神
社
も
あ
っ
た

よ
う
で
す
。

岐
阜
市
内
で
も
、金
神
社
は
毎
月
月
末

の
金
曜
日
を「
プ
レ
ミ
ア
ム
こ
が
ね
デ
ー
」

と
し
て
、金
文
字
の
御
朱
印
を
実
施
し
、

毎
月
、二
千
人
以
上
の
多
く
の
方
が
金
文

字
の
御
朱
印
を
求
め
て
行
列
す
る
こ
と

で
有
名
で
す
が
、十
月
二
十
二
日
の
即
位

礼
の
日
や
、十
一
月
十
五
日
の
大
嘗
祭
の

日
に
も
金
文
字
の
御
朱
印
が
実
施
さ
れ
、

「
四
時
間
待
ち
」と
の
こ
と
で
し
た
。

当
神
社
で
も
平
成
二
十
七
年
か
ら
御

国
領
事
認
可
状
、認
証
官
の
官
記
・
同
免

官
の
辞
令
、四
位
以
上
の
位
記
等
に
使
用

さ
れ
、刻
印
は「
天
皇
御
璽
」と
あ
り
、陛

下
が
お
名
前
を
親
署
し
た
と
こ
ろ
に
押

印
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、こ
れ
を「
御
名

御
璽
」と
云
い
ま
す
。

一
方
、「
国
璽
」は
勲
記
に
押
印
さ
れ
，

「
大
日
本
国
璽
」と
刻
さ
れ
て
い
ま
す
。

明
治
維
新
以
前
は
、「
天
皇
御
璽
」と
刻

印
さ
れ
た「
内
印
」と「
太
政
官
印
」と
刻

印
さ
れ
た「
外
印
」が
用
い
ら
れ
、国
の

公
式
印
と
し
て
用
い
ら
れ
ま
し
た
が
、明

治
四
年
に「
太
政
官
印
」は
廃
さ
れ「
大

日
本
国
璽
」が
国
璽
に
定
め
ら
れ
今
日
に

受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

印
の
歴
史
を
遡
る
と
、最
も
古
い
事
例

は『
魏
志
倭
人
伝
』に
、当
時
の
邪
馬
台

国
の
女
王
の
卑
弥
呼
に
、統
治
者
の
証
と

し
て
、「
親
魏
倭
王
」と
記
さ
れ
た「
金
印
」

を
授
け
た
と
記
さ
れ
て
い
て
、三
世
紀
に

は
、こ
う
し
た
権
威
の
象
徴
と
し
て
扱
わ

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
下
っ

て
七
世
紀
の『
続
日
本
紀
』大
宝
元
年（
七

○
一
）六
月
己
酉（
八
日
）の
条
に
、

使つ
か
い

を
七
道
に
遣つ
か
わ

し
て
、新
令
に
よ
り

て
政
ま
つ
り
ご
と

を
為な

し
併
せ
て
新
印
の
様た
め
し

を
頒

付
す
。

大
宝
令
の「
公く
し
き
り
よ
う

式
令
」に
よ
っ
て「
印

制
」が
規
定
さ
れ
ま
し
た
。

捺
印
を
す
る
こ
と
で
、権
威
を
示
し
、

次
に
文
書
を
保
証
し
、併
せ
て
不
正
を
防

止
す
る
事
が
目
的
で
し
た
。「
公
式
令
」

に
は
、印
の
規
定
を
詳
細
に
示
し
ま
す
が
、

印
肉
の
色
彩
の
記
述
は
み
ら
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、令り
よ
う
せ
い
い
ん

制
印
に
お
い
て
は
、朱
印

の
み
が
原
則
の
印
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
、

当
時「
朱
肉
印
」と「
墨
印（
黒
）」が
あ
り

ま
し
た
が
、朱
印
に
比
べ
て
略
式（
私
的
）

な
も
の
と
さ
れ
ま
し
た
。
黒
印
は
文
書

以
外
の
写
経
印
、蔵
書
印
、ま
た
は
印
仏

の
よ
う
な
特
殊
な
も
の
の
み
に
限
ら
れ

ま
し
た
。す
な
わ
ち
、公
式
文
書
の
証
が

「
朱
印
」で
し
た
。

天
皇
の
名
代
と
し
て
、派
遣
さ
れ
た
国

司
の
、そ
の
統
治
の
正
当
性
の
表
徴
で
あ

る
国
印
と
国
庁
正
倉
の
鑰
は
平
時
は
厳

重
に
保
管
さ
れ
ま
し
た
。
今
に
残
る
印

鑰
神
社
は
、国
印
と
鑰
を
御
神
体
と
し
て

お
祀
り
す
る
神
社
で
す
。

十
一
世
紀
の
平
安
時
代
、平
将
門
が
関

東
諸
国
の
国
府
を
襲
い
、国
印
と
正
倉
の

鑰
を
奪
い
、自
ら
を「
新
皇
」と
称
し
、反

乱
を
起
こ
し
ま
し
た
。や
が
て
、反
乱
は

鎮
圧
さ
れ
ま
す
が
国
印
や
正
倉
の
鑰
の

重
要
性
を
物
語
る
出
来
事
で
し
た
。

◎
厄
除
け
の
護
符
と
し
て
の
朱
印

神
社
や
寺
院
な
ど
で
授
与
さ
れ
る

「
牛ご
お
う
ほ
う
い
ん

王
宝
印
」は
厄
除
け
の
護
符
で
す
。

様
々
な
寺
社
の
護
符
の
中
で
、最
も
神

聖
視
さ
れ
た
の
が「
熊
野
牛
王
符
」で
す
。

俗
に「
オ
カ
ラ
ス
さ
ん
」と
も
呼
ば
れ
る

熊
野
牛
王
神
符（
牛
王
宝
印
）は
、カ
ラ
ス

文
字
で
書
か
れ
た
熊
野
三
山（
本
宮
・
新

宮・那
智
各
大
社
）特
有
の
御
神
符
で
す
。

熊
野
牛
王
神
符
は
、熊
野
信
仰
の
人
々

を
あ
ら
ゆ
る
災
厄
か
ら
お
守
り
下
さ
る

御
神
符
で
す
。

さ
ら
に
時
代
が
進
み
、鎌
倉
時
代
に

な
る
と
ご
神
符
は「
誓
約
書
」と
も
な
り
、

江
戸
時
代
に
は「
起
誓
文
」の
代
わ
り
と

し
て
も
用
い
ら
れ
ま
し
た
。

◎
納
経
受
取
の
書
付
が
御
朱
印
の
起
源

納
経
と
は
、書
き
写
し
た
経
巻
を
寺
社

に
奉
納
し
て
神
仏
の
加
護
や
故
人
の
冥

福
を
祈
る
こ
と
を
云
い
ま
す
。

こ
の
と
き
納
経
受
取
の
書
付
と
判
を

朱
印
対
応
を
し
て
お
り
ま
す
。

た
だ
、神
職
常
駐
で
は
な
い
た
め
、祭

典
日
な
ど
限
ら
れ
た
日
の
対
応
で
参
拝

者
に
は
ご
不
便
を
お
か
け
し
て
お
り
ま

す
。今

回
は
、神
社
本
庁
の
啓
発
資
料
を
参

考
に
御
朱
印
の
歴
史
を
振
り
返
り
、折
角

足
を
運
ん
で
頂
く
御
朱
印
に
対
し
て
正

し
い
知
識
を
持
っ
て
集
印（
御
朱
印
集
め
）

を
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

◎
印
の
歴
史
を
紐
解
く

昨
年
執
り
行
わ
れ
た
皇
位
継
承
儀
礼

の
中
で
、最
初
に
行
わ
れ
た
儀
礼
が「
剣

璽
等
承
継
の
儀
」で
す
。こ
の
儀
式
で
は
、

天
皇
の
皇
位
の
象
徴
と
し
て
古
代
よ
り

伝
え
ら
れ
る「
三
種
の
神
器
」と
、「
御
璽
」

と「
国
璽
」と
い
う
二
つ
の
印
章
が
受
け

継
が
れ
ま
し
た
。

「
御
璽
」は
、天
皇
の
公
式
に
用
い
る

印
章
で
、宮
内
庁
の
解
説
に
よ
れ
ば
、詔

書（
法
律・政
令・条
約
の
公
布
文
）、条
約

の
批
准
書
、大
使・公
使
の
信
任
状・同
解

任
状
、全
権
委
任
状
、領
事
委
任
状
、外

ご
朱
印
と
は
？

　
～
学
べ
る
神
社
講
座
か
ら

本
莊
神
社
宮
司
　
今
津
　
隆
弘
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つ
の
日
か
本
莊
神
社
と
い
う
川
に
帰
っ

て
来
て
く
れ
る
も
の
と
信
じ
て
い
ま
す
。

最
後
に
、新
年
に
当
た
り
、本
莊
神
社

並
び
に
皆
様
方
の
ご
発
展
ご
多
幸
を
お

祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

若
い
頃
か
ら
神
社
が
好
き
で
し
た
。

困
っ
た
時
の
神
頼
み
は
、正
直
よ
く
な
い

と
思
い
ま
す
が
、こ
の
本
莊
神
社
に
お
参

り
に
来
て
し
ま
い
ま
す
。

私
の
夢
の
一
つ
と
し
て
、お
化
粧
の
モ

デ
ル
に
な
る
こ
と
で
し
た
。こ
の
年
齢
で
、

素
顔
が
綺
麗
と
選
ば
れ
た
時
は
、驚
き
ま

し
た
が
、色
々
な
経
験
が
出
来
る
こ
と
は
、

人
生
に
と
っ
て
素
晴
ら
し
く
、有
難
く
思

い
ま
す
。全
国
Ｔ
Ｖ
Ｃ
Ｍ
で
す
。現
在
は

東
京
と
岐
阜
を
行
っ
た
り
来
た
り
で
す

が
、必
ず
本
莊
神
社
に
は
来
ま
す
。

お
花
の
講
師
を
し
て
、二
十
五
年
で

す
。
息
子
・
諒
司
は
、東
京
で
頑
張
っ
て

本
莊
神
社
が
大
好
き
で
す

フ
ラ
ワ
ー
ア
ー
テ
ィ
ス
ト

き
た
が
わ
　
じ
ゅ
ん
こ

の
中
心
で
も
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、近
年
多
く
の
地
域
で
は
、神

社
の
存
在
が
人
々
の
意
識
か
ら
外
れ
て

い
っ
て
い
ま
す
。

本
莊
神
社
は
、今
津
宮
司
さ
ん
・
神
社

総
代
を
始
め
、保
存
会・敬
神
婦
人
会・ボ

ラ
ン
デ
ィ
ア
隊
・
巫
女
舞
保
護
会
・
子
ど

も
会
・
神
社
合
唱
隊
・
花
壇
委
員
会
な
ど

多
く
の
方
に
よ
り
支
え
ら
れ
、神
社
の
祭

礼・行
事
が
盛
大
に
執
り
行
わ
れ
て
お
り
、

「
地
域
が
お
宮
を
守
り
、お
宮
が
地
域
を

守
る
」と
い
う
、神
社
と
地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
イ
の
素
晴
ら
し
い
共
存
が
図
ら
れ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。

最
近
は
、日
本
各
地
で
大
雨
、台
風
な

ど
自
然
災
害
が
多
発
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、東
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
が
三
十
年
以

内
に
七
十
～
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
確
率

で
発
生
す
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
災

害
を
食
い
止
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

が
、被
害
を
軽
減
す
る
た
め
に
は
、「
自
助
、

共
助
、公
助
」が
重
要
で
す
。「
自
助
」と

は
自
ら
の
命
は
自
分
で
守
る
こ
と
、「
共

助
」と
は
隣
近
所
が
助
け
合
っ
て
地
域
の

安
全
を
守
る
こ
と
、「
公
助
」と
は
行
政

が
自
助・共
助
で
は
解
決
で
き
な
い
問
題

へ
の
対
応
で
す
。

自
治
会
と
し
て
は
、災
害
が
起
こ
っ
た

も
ら
い
ま
し
た
。
こ
れ
が
帳
面
に
な
っ

て
寺
の
本
尊
と
参
詣
の
年
月
日
を
記
入

し
て
判
を
も
ら
う
よ
う
に
な
っ
た
の
が

納
経
帳
の
起
源
と
云
わ
れ
て
い
ま
す
。

納
経
受
取
の
書
付
が
、江
戸
時
代
の
中
頃

に
な
る
と
、納
経
せ
ず
に「
参
拝
の
証
」

に
変
化
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

◎
信
仰
の
証
と
し
て
の
御
朱
印

最
近
、お
城
で
御
朱
印
が
出
さ
れ
、観

光
資
源
の
一
つ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
神

札
や
御
守
が「
神
様
の
力
が
宿
っ
た
神
聖

な
も
の
」と
さ
れ
る
の
に
対
し
、御
朱
印

は「
参
拝
の
証
」の
印
で
す
が
、神
札
や

御
守
と
同
様
に
、信
仰
に
基
づ
い
て
い
る

か
ら
こ
そ
尊
い
の
で
す
。

御
朱
印
を
き
っ
か
け
に
各
地
の
神
社

の
縁
起
や
地
域
の
歴
史
な
ど
に
触
れ
な

が
ら
、そ
の
ご
神
縁
に
思
い
を
寄
せ
る
こ

と
で
一
層
魅
力
的
な
も
の
に
な
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

私
自
身
、『
諸
国
一
宮
朱
印
帳
』を
持
っ

て
一
宮
の
朱
印
集
め
と
史
跡
巡
り
や
、各

地
の
食
文
化
を
愉
し
ん
で
い
ま
す
。
全

国
で
九
十
九
ヶ
所
の
う
ち
、漸
く
三
分
の

二
に
達
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

昨
今
、神
社
や
寺
院
で
は
芸
術
的
な

凝
っ
た
御
朱
印
も
多
い
よ
う
で
す
。

と
き
、「
共
助
」の
た
め
に
皆
が
協
力
し

あ
え
る
地
域
づ
く
り
に
努
め
て
い
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
う
し
た
地
域
づ
く
り
の
た
め
に
も
、

皆
様
と
と
も
に
、地
域
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

づ
く
り
を
更
に
育
て
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
考
て
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご

支
援
ご
協
力
の
程
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

私
は
、本
莊
神
社
の
祭
事
・
行
事
を
通

じ
て
、子
ど
も
達
の
本
莊
神
社
へ
の
強
い

思
い
を
感
じ
ま
し
た
。

「
本
莊
神
社
夏
ま
つ
り
」で
は
、こ
の
日

の
た
め
に
一
所
懸
命
に
貯
め
た
小
遣
い

を
財
布
に
入
れ
、バ
ザ
ー
の
チ
ケ
ッ
ト
が

販
売
さ
れ
る
テ
ン
ト
の
前
で
待
ち
続
け
、

チ
ケ
ッ
ト
を
買
う
と
一
目
散
に
目
当
て

の
物
を
求
め
走
り
、そ
し
て
友
達
と
一
緒

に
楽
し
く
遊
び
話
し
て
い
る
子
ど
も
達
。

巫
女
舞
を
、緊
張
し
な
が
ら
懸
命
に
舞
う

子
ど
も
達
。
例
大
祭
の
神
事
や
巫
女
舞

を
目
を
丸
く
し
て
見
つ
め
る
子
ど
も
達
。

茅
の
輪
く
ぐ
り
を
し
て
燥
ぐ（
は
じ
ゃ
ぐ
）

子
ど
も
達
等
々
。

こ
う
し
た
子
ど
も
達
が
、本
莊
神
社
の

楽
し
い
思
い
出
を
心
に
刻
み
、社
会
人
と

な
り
本
莊
を
離
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、

鮭
が
母
川
に
回
帰
し
て
来
る
よ
う
に
、い

神
社
と
寺
院
、お
城
な
ど
、そ
れ
ぞ
れ

に
目
的(

目
標
）別
に
集
め
る
と
、達
成
感

が
あ
っ
て
良
い
と
思
い
ま
す
。

令
和
の
御
代
替
わ
り
、思
い
思
い
の
朱

印
帳
を
持
っ
て
旅
を
楽
し
み
ま
せ
ん
か
？

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

一
昨
年
四
月
に
支
部
長
と
な
り
、任
期

ま
で
残
す
と
こ
ろ
後
数
か
月
と
な
り
ま

し
た
。こ
の
間
、本
莊
神
社
の
多
岐
に
わ

た
る
祭
事
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
、多

く
の
事
を
お
教
え
い
た
だ
き
、ま
た
お
世

話
に
な
り
、心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、日
本
に
は
、神
社
が
八
万
社

以
上
あ
り
、岐
阜
県
に
は
新
潟
・
兵
庫
・

福
岡
・
愛
知
に
次
い
で
全
国
第
五
位
の

三
千
二
百
社
以
上
あ
る
そ
う
で
す
。（
平

成
三
十
年
度
文
部
科
学
省
宗
教
統
計
調

査
）こ

れ
は
、戦
国
武
将
ゆ
か
り
の
地
や
、

中
山
道
が
通
り
宿
場
町
が
多
か
っ
た
こ

と
が
そ
の
理
由
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
神
社
は
、地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

神
社
と
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
イ

　
　
　
本
莊
自
治
会
十
支
部

支
部
長
　
武
田
　
裕
治
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氏
神
様
で
あ
る
本
莊
神
社
を
通
じ
て
、

地
域
の
方
々
の
交
流
や
伝
統
が
次
代
を

超
え
て
継
続
さ
れ
伝
え
ら
れ
る
と
と
も

に
、復
活
し
た
各
種
行
事
が
今
後
と
も
継

続
さ
れ
、本
莊
地
区
の
ま
す
ま
す
の
ご
発

展
と
、地
域
の
皆
様
の
安
全
・
安
心
を
ご

祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

新
年
、明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

今
年
は
、い
よ
い
よ
東
京
で
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
沢
山
の
ア

ス
リ
ー
ト
が
私
達
に
感
動
と
勇
気
を
与

え
て
く
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
昨
年
暮

れ
に
は
、日
本
開
催
の
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル

ド
カ
ッ
プ
で
、ベ
ス
ト
８
と
大
活
躍
を

し
た
日
本
代
表
チ
ー
ム
の
凱
旋
パ
レ
ー

ド
が
、銀
座
で
行
わ
れ
ま
し
た
。ジ
ェ
イ

ミ
ー・ジ
ョ
セ
フ
ヘ
ッ
ド
コ
ー
チ
、リ
ー
チ・

マ
イ
ケ
ル
主
将
を
中
心
に
ワ
ン
チ
ー
ム

と
な
り
、予
選
リ
ー
グ
を
見
事
に
四
連
勝

し
て
悲
願
の
目
標
で
も
あ
っ
た
決
勝
ト
ー

ナ
メ
ン
ト
に
進
出
を
し
ま
し
た
。

本
莊
神
社
誌
で
は
、第
一
章
の「
本
莊

の
歴
史
」に
お
い
て
古
く
か
ら
の
地
名
の

変
遷
や
合
併
の
歴
史
な
ど
、現
在
住
ん

で
い
る
私
た
ち
の
知
ら
な
い
歴
史
的
な

経
緯
を
事
細
か
く
調
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
地
で
居
住
す
る
私
た
ち
は
、地
域
の

歴
史
的
背
景
や
、先
人
の
労
苦
を
知
り
、

ま
た
将
来
の
子
々
孫
々
に
引
き
継
い
で

行
く
責
任
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

ま
た
、第
二
章
の「
し
あ
わ
せ
祈
願
の

宮
本
莊
神
社
の
御
由
緒
」で
は
、御
祭
神

で
あ
る
素
盞
嗚
尊
の
神
話
や
神
統
譜
な

ど
、日
頃
あ
ま
り
気
に
か
け
て
い
な
い
事

柄
を
わ
か
り
や
す
く
丁
寧
に
記
さ
れ
、神

社
役
員
の
方
々
の
が
尽
力
さ
れ
、復
活
し

た「
う
ろ
こ
餅
」の
謂
れ
や
、「
雨
乞
い
踊

り
」や「
巫
女
舞
」な
ど
各
種
行
事
に
つ

い
て
も
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

現
在
、私
は
仕
事
の
関
係
も
あ
り
、岐

阜
市
本
莊
を
離
れ
、郡
上
市
八
幡
町
に
住

ん
で
い
ま
す
が
、私
の
家
に
も
職
場
に
も
、

常
に
氏
神
様
で
あ
る「
岸
剱
神
社
」の
お

神
札
を
祀
っ
て
あ
り
ま
す
。

土
木
関
係
の
仕
事
を
し
て
い
る
私
に

と
っ
て
、工
事
現
場
で
の
事
故
防
止
や
災

害
が
発
生
し
な
い
一
年
と
な
る
こ
と
と

合
わ
せ
、地
域
の
安
全
・
安
心
を
祈
り
な

お
り
ま
す
。
世
に
名
前
が
出
る
こ
と
を

信
じ
て
お
り
ま
す
。

健
康
で
感
謝
の
気
持
ち
を
忘
れ
ず
に
、

毎
日
暮
ら
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
人
生

に
は
目
標
を
持
ち
、日
々
努
力
が
必
要
だ

と
思
い
ま
す
。

本
莊
神
社
は
、私
に
と
っ
て
大
好
き
な

神
社
で
す
。あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

十
月
二
十
六
日
に
銀
杏
洗
い
に
参
加

し
ま
し
た
。初
め
て
で
し
た
の
で
、右
も

左
も
わ
か
ら
な
い
状
況
で
し
た
。

綱
を
張
っ
て
木
箱
を
水
に
浸
し
て
お

い
た
銀
杏
を
入
れ
、家
庭
用
の
ゴ
ム
長
手

袋
で
銀
杏
の
皮
を
剥
い
で
い
き
ま
し
た
。

銀
杏
の
桶
は
五
個
程
あ
り
、二
時
間
か

か
っ
て
、皮
を
剥
い
た
銀
杏
を
洗
濯
機
で

洗
い
、銀
杏
の
皮
剥
き
が
終
わ
り
ま
し
た
。

お
正
月
に
参
拝
者
に
配
る
銀
杏
の
準

備
は
こ
う
し
て
行
わ
れ
ま
す
。

参
加
さ
れ
た
皆
さ
ん
、お
疲
れ
様
で
し

た
。こ
こ
で
一
句
。

　

「
本
莊
の
銀
杏
洗
い
の

　
　
　
　
　

あ
り
が
た
さ
か
な
」

銀
杏
洗
い
に
参
加
し
て

総
代
　
竹
中
　
浩
一

が
ら
公
私
に
わ
た
り
祈
願
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
。

最
後
に
、私
が「
本
莊
神
社
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
隊
」に
参
加
し
た
時
の
話
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。当
時
は
、各
自
治
会

か
ら
二
名
の
氏
子
総
代
が
あ
て
ら
れ
、本

莊
神
社
の
各
種
行
事
の
運
営
補
助
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
二
年
間
の
任

期
を
終
え
る
と
氏
子
総
代
を
離
れ
、な
か

な
か
神
社
へ
関
心
を
継
続
し
て
も
ら
え

な
い
と
い
う
話
を
聞
き
、当
時
の
役
員
の

方
々
に
相
談
し
て
、現
在
の
隊
長
で
あ
る

田
村
さ
ん
と
一
緒
に
参
加
者
を
募
り
、「
本

莊
神
社
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
隊
」を
立
ち
上
げ

ま
し
た
。

そ
の
際
に
は
、氏
子
総
代
を
退
任
さ
れ

た
方
や
新
し
く
神
社
と
か
か
わ
り
を
持

ち
た
い
と
、ご
理
解
い
た
だ
い
た
方
々
に

賛
同
い
た
だ
き
無
事
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

隊
を
設
立
し
ま
し
た
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
隊
の
活
動
は
、強
制

で
は
な
く
、自
発
的
な
参
加
を
促
し
、隊

員
の
方
々
の
負
担
を
軽
減
す
る
と
と
も

に
、私
た
ち
の
よ
う
に
新
し
く
本
莊
に
超

し
て
き
た
人
と
、元
々
本
莊
に
澄
ん
で
い

ら
っ
し
ゃ
っ
た
方
々
の
交
流
の
場
と
し

て
活
用
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
も
の

と
記
憶
し
て
お
り
ま
す
。

天
皇
陛
下
御
大
典・銀
幣
社
指
定
四
十

周
年
記
念『
し
あ
わ
せ
祈
願
の
宮　

本
莊

神
社
誌
』の
発
刊
、お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。
社
誌
の
編
纂
に
関
わ
ら
れ
た
皆

様
に
は
心
よ
り
感
謝
と
御
礼
を
申
し
上

げ
ま
す
。

さ
て
、私
は
平
成
二
十
年
度
か
ら

二
十
一
年
度
に
か
け
て
、本
莊
中
ノ
町
自

治
会
よ
り
氏
子
総
代
と
し
て
、本
莊
神
社

の
各
種
行
事
に
参
加
し
、平
成
二
十
二
年

度
に
氏
子
総
代
を
退
任
す
る
こ
と
を
契

機
に「
本
莊
神
社
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
隊
」に

参
加
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

こ
の『
本
莊
神
社
誌
』を
読
み
、改
め

て
当
時
の
こ
と
を
思
い
出
し
、懐
か
し
さ

が
こ
み
上
げ
て
き
ま
し
た
。

私
た
ち
日
本
人
が
、あ
る
場
所
で
居
を

構
え
生
活
す
る
上
で
、そ
の
地
域
の
伝
統

や
文
化
、歴
史
的
背
景
を
知
る
こ
と
は
重

要
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
過
去
の
災

害
を
伝
承
す
る
地
名
や
字
名
な
ど
、時
と

し
て
家
族
の
命
を
守
る
う
え
で
重
要
な

事
柄
を
含
ん
で
い
る
こ
と
も
あ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

し
あ
わ
せ
祈
願
の
宮

　
本
莊
神
社
誌
を
拝
読
し
て

郡
上
市
　
棚
瀬
　
秀
樹

ラ
グ
ビ
ー

ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
日
本
の
活
躍

～
犠
牲
の
精
神
で
ワ
ン
チ
ー
ム
に
～

い
ち
だ
ク
リ
ニ
ッ
ク
　
市
田
　
正
成
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よ
り
、令
和
元
年
度「
岐
阜
県
地
域
子

ど
も
支
援
賞
」を
受
賞
し
、去
る
十
一

月
十
五
日
に
岐
阜
羽
島
不
二
文
化
セ
ン

タ
ー
に
於
い
て
表
彰
状
の
伝
達
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

本
表
彰
は
、三
年
以
上
継
続
し
て
地
域

の
子
ど
も
た
ち
の
様
々
な
活
動
を
支
援

す
る
個
人
及
び
団
体
に
贈
ら
れ
る
賞
で
、

大
正
十
三
年
以
来
、途
絶
え
て
い
た「
本

莊
雨
乞
い
踊
り
」を
復
活
さ
せ
、本
莊
小

学
校
の
放
課
後
ク
ラ
ブ
と
し
て
児
童
が

伝
統
文
化
の
担
い
手
と
な
っ
て
活
動
し

て
い
る
現
況
が
評
価
の
対
象
と
な
り
ま

し
た
。

今
後
も
、皆
様
の
活
躍
を
ご
期
待
申
し

上
げ
ま
す
。

の
神
様
に
届
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

ま
た
、ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
と
同
時
期
に

起
こ
っ
た
災
害
の
復
興
に
も
、彼
ら
は
大

き
な
勇
気
と
希
望
を
与
え
て
く
れ
ま
し

た
。
八
百
万
の
神
様
に
心
か
ら
お
礼
を

申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
ワ
ン
チ
ー
ム
」が
昨
年
の
流
行
語
大

賞
に
選
ば
れ
た
こ
と
は
喜
ば
し
い
こ
と
で
、

ど
こ
か
聖
徳
太
子
の「
和
を
以
て
尊
し
と

な
す
」を
連
想
さ
せ
る
意
味
合
い
が
感
じ

ら
れ
、協
調
・
協
和
を
大
切
に
す
る
日
本

古
来
の
精
神
道
に
相
応
し
い
響
き
を
覚

え
ま
す
。
そ
れ
ら
全
て
が
、彼
ら
の「
犠

牲
と
覚
悟
の
精
神
」か
ら
生
ま
れ
た
言
葉

で
、き
っ
と
神
様
も
感
激
を
さ
れ
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

母
国
開
催
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
、沢
山

の
感
動
と
メ
ダ
ル
を
授
け
て
頂
け
る
よ

う
、神
様
に
祈
り
ま
し
ょ
う
！

「
本
莊
雨
乞
い
踊
り
」を
百
年
ぶ
り
に

復
活
に
導
い
た
本
莊
の
歴
史
を
語
る
会

（
会
長
浅
野
晃
一
郎
）が
地
域
の
推
薦
に

こ
と
を
思
う
と
、感
謝
の
気
持
ち
で
い
っ

ぱ
い
に
な
り
、涙
が
止
ま
ら
な
く
な
っ
た

そ
う
で
す
。彼
も
ま
た
、本
当
に
心
の
優

し
い
人
だ
と
思
い
ま
し
た
。
そ
の
様
子

が
画
面
に
映
し
出
さ
れ
る
度
に
、も
ら
い

泣
き
を
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

挨
拶
の
ス
ピ
ー
チ
で
は
、リ
ー
チ
・
マ

イ
ケ
ル
主
将
が「
犠
牲
」と
い
う
言
葉
を

三
度
も
口
に
し
て
い
た
こ
と
が
最
も
印

象
的
で
し
た
。「
犠
牲
」と
い
う
言
葉
を
、

ｇ
ｏ
ｏ
国
語
辞
典
で
調
べ
て
み
て
下
さ

い
。

一
、神
、精
霊
に
捧
げ
る
供
え
物

二
、目
的
の
為
に
損
失
を
厭
わ
ず
大
切
な

も
の
を
差
し
出
す
こ
と
…
と
記
さ
れ
て

い
ま
す
。最
も
分
か
り
や
す
い
た
と
え
は
、

野
球
で「
犠
牲
打
」「
犠
牲
フ
ラ
イ
」と
い

う
打
法
が
あ
り
ま
す
。
バ
ッ
タ
ー
自
身

は
打
数
に
繁
栄
す
る
こ
と
も
無
く
ア
ウ

ト
に
な
り
ま
す
が
、そ
れ
に
よ
っ
て
走
塁

者
は
活
か
さ
れ
ま
す
。つ
ま
り
、彼
ら
は

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
を
含
め
、多
く
の
も
の
を

「
犠
牲
」と
い
う
名
の
下
に
神
様
に
捧
げ

る
こ
と
で
、大
き
な
目
的
を
達
成
す
る
こ

と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
し
て
そ
こ
に
、ご
家
族
や
関
係
者
、国

民
の
祈
り
…
そ
れ
ら
全
て
が
大
願
と
な

り
ワ
ン
チ
ー
ム
と
し
て
、日
本
の
八
百
万

の
感
謝
の
気
持
ち
を
込
め
て
、笑
顔
で
手

を
振
り
な
が
ら
堂
々
と
行
進
を
し
て
い

ま
し
た
。し
か
し
中
に
は
、稲
垣
啓
太
選

手
の
よ
う
に
笑
顔
を
全
く
見
せ
な
い
選

手
も
い
ま
し
た
。
諸
説
あ
る
と
は
思
い

ま
す
が
、私
は
笑
顔
を
見
せ
な
い
選
手
が

い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

「
我
々
は
本
当
に
命
を
懸
け
て
頑
張
っ
て

き
た
の
で
す
。
そ
の
こ
と
を
分
か
っ
て

下
さ
い
」と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
彼
の
強

面
か
ら
感
じ
ま
し
た
。
正
に
男
の
中
の

男
で
す
。
一
見
無
愛
想
に
見
え
る
彼
で

す
が
、そ
の
反
面
母
校
の
ラ
グ
ビ
ー
練
習

場
に
、後
輩
が
本
式
の
練
習
が
で
き
る
よ

う
自
費
で
芝
生
を
寄
付
す
る
等
、優
し
い

心
根
の
持
ち
主
で
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、も
う
一
人
私
の
心
に
残
っ
た

の
は
、パ
レ
ー
ド
の
最
初
か
ら
最
後
ま
で

ず
っ
と
涙
を
流
し
な
が
ら
歩
い
て
い
た

田
中
史
明
選
手
で
し
た
。
ひ
と
き
わ
小

柄
な
選
手
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、八

年
前
の
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
以
来
ず
っ
と

代
表
を
努
め
て
き
た
選
手
の
一
人
で
す
。

そ
の
八
年
前
の
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
で
は

一
勝
す
ら
で
き
ず
敗
退
し
た
、辛
い
経
験

も
味
わ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
あ
た
た

か
く
見
守
っ
て
頂
き
、今
回
の
快
挙
に
至

る
ま
で
、応
援
し
続
け
て
頂
い
た
人
々
の

こ
の
チ
ー
ム
は
、年
間
三
百
日
に
も
わ

た
る
合
宿
で
、徹
底
的
に
激
し
い
練
習
を

積
み
重
ね
て
き
ま
し
た
。
そ
の
練
習
内

容
は
、壮
絶
で
体
力
の
ギ
リ
ギ
リ
限
界
ま

で
肉
体
を
酷
使
す
る
と
い
う
も
の
で
、あ

の
屈
強
な
選
手
達
で
さ
え
も
こ
れ
以
上

は
体
が
壊
れ
て
し
ま
う
の
で
危
険
だ
と

感
じ
た
程
の
激
し
い
も
の
だ
っ
た
そ
う

で
す
。
そ
こ
ま
で
追
い
込
ま
な
け
れ
ば
、

格
上
の
海
外
チ
ー
ム
に
は
決
し
て
勝
て

な
い
と
い
う
こ
と
を
全
員
が
自
覚
し
て

い
た
か
ら
こ
そ
乗
り
越
え
ら
れ
た
の
で

し
ょ
う
。

そ
も
そ
も
ラ
グ
ビ
ー
と
い
う
ス
ポ
ー

ツ
は
肉
弾
戦
で
す
か
ら
、中
途
半
端
な
気

持
ち
で
行
っ
て
い
る
と
、取
り
返
し
の
つ

か
な
い
大
怪
我
を
す
る
こ
と
に
な
り
か

ね
ま
せ
ん
。ま
し
て
や
日
の
丸
を
背
負
っ

て
戦
う
こ
と
に
な
っ
た
彼
ら
に
は
、命
を

差
し
出
す
覚
悟
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、一

つ
一
つ
の
プ
レ
ー
が
正
に
命
懸
け
で
あ

り
、多
く
の
感
動
を
生
み
出
し
た
に
違
い

あ
り
ま
せ
ん
。そ
こ
に
至
る
ま
で
、ど
れ

程
の
犠
牲
を
払
っ
て
き
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

に
わ
か
フ
ァ
ン
の
私
で
さ
え
も
、目
頭
が

熱
く
な
り
ま
す
。

パ
レ
ー
ド
で
は
屈
強
な
三
十
人
の
選

手
達
が
応
援
し
て
も
ら
っ
た
フ
ァ
ン
へ

岐
阜
県
地
域
子
ど
も
支
援
賞

　
　
　
　
　
　
　
　
を
受
賞

本
莊
の
歴
史
を
語
る
会
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日
祭
に
併
せ
て
設
置
清
祓
い
を
行
い
、当

日
か
ら
開
所
致
し
ま
し
た
。

大
祭
の
時
は
、板
戸
を
開
け
て
祭
典
用

玄
関
と
し
て
使
用
し
、普
段
は
板
戸
を
閉

じ
て
、神
札
御
守
授
与
所
と
し
て
活
用
し

て
参
り
ま
す
。

平
日
は
、不
在
で
す
が
、お
お
む
ね
土

曜
・
日
曜
・
祝
祭
日
に
は
宮
司
が
対
応
致

し
ま
す
の
で
、御
用
の
あ
る
方
は
お
立
ち

寄
り
下
さ
い
。

《
学
べ
る
神
社
講
座
に
つ
い
て
》

毎
月
の
月
次
祭
に
併
せ
て
、「
学
べ
る

神
社
講
座
」を
開
催
し
て
お
り
ま
す
。

ご
関
心
の
あ
る
方
は
ご
参
加
下
さ
い
。

参
加
費
は
不
要
で
す
。

○
二
月
一
日（
土
）

　

建
国
の
由
来
と
は
？

○
三
月
七
日（
土
）

　

お
み
く
じ
の
起
源
と
意
味

○
五
月
二
日（
土
）

　
　
『
日
本
書
紀
』と
は
？

　
　

ー
撰
上
一
三
○
○
年
に
因
み
ー

＊
一
月
は
正
月
の
か
た
ず
け
、四
月

　

は「
鱗
餅
」作
り
の
た
め「
学
べ
る

　

神
社
講
座
」は
お
休
み
し
ま
す
。

《
御
朱
印
対
応
に
つ
い
て
》

ご
希
望
の
方
は
、土
曜・日
曜・祝
祭
日

に
神
札
御
守
授
与
所
ま
で
お
越
し
下
さ

い
。御

朱
印
料
は
、三
○
○
円
で
す
。

《
月
次
祭
・
限
定
御
守
に
つ
い
て
》

当
社
で
は
、月
次
祭
に
神
前
に
供
え
祈

願
し
た
特
別
な「
結
縁
守
」を
当
日
の
午

前
中
の
み
の
限
定
で
授
与
し
て
お
り
ま

す
。御
祭
神・素
盞
嗚
尊
は
縁
結
び
の
神

様
と
し
て
良
く
知
ら
れ
、ま
た
本
莊
神
社

の
四
方
の
神
々
と
の
ご
縁
を
結
び
、し
あ

令
和
元
年
七
月
以
降
、今
津
宮
司
が
土

曜・日
曜・祝
祭
日
に
社
務
所
に
詰
め
、参

拝
者
の
御
朱
印
対
応
に
務
め
て
お
り
ま

す
。予
て
よ
り
、参
拝
者
の
便
宜
を
図
る

た
め
、御
朱
印
対
応
窓
口
の
設
置
に
つ
い

て
役
員
等
で
検
討
を
重
ね
、宮
司
の
発
案

に
よ
り
、社
務
所
の
式
台
に
板
戸
を
付
け

て
、畳
み
一
畳
分
の
神
札
御
守
授
与
所
を

設
置
す
る
事
と
成
り
ま
し
た
。

早
速
、保
存
会
の
坂
根
建
具
工
業
の
坂

根
好
久
さ
ん
に
作
業
を
依
頼
し
ま
し
た
。

十
一
月
十
四
日
に
斎
行
し
た
大
嘗
祭
当

わ
せ
を
祈
る
御
守
で
す
。

初
穂
料
金
一
、
○
○
○
也

月
次
祭
当
日
、社
務
所
で
授
与
致
し
ま

す
の
で
お
願
い
致
し
ま
す
。

敷
島
町
十
丁
目
選
出
の
総
代
、竹
中
浩

一
さ
ん
が
こ
の
程
、岐
阜
市
が
募
集
し
た

「
歯
や
お
口
に
関
す
る
川
柳
」に
応
募
し
、

入
選
さ
れ
ま
し
た
。

応
募
総
数
二
、一
六
三
点
の
う
ち
、一

般
部
門
の
入
選
者
は
十
名
で
し
た
。

入
選
し
た
川
柳
は
次
の
通
り
。

　

「
磨
こ
う
ね

　
　
　

そ
れ
が
我
が
家
の
合
言
葉
」

◎
一
月
の
行
事

・
一
月　

一
日　

歳
旦
祭

　
　
　

午
前
十
時　

斎
行

・
一
月　

一
日　

四
方
拝

　
　
　

午
前
十
時
三
十
分
頃

・
一
月　

四
日　

午
前
九
時

　
　

本
莊
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
野
球
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

必
勝
祈
願

・
一
月　

四
日　

月
次
祭

　
　
　

午
前
十
時　

斎
行

・
一
月
十
二
日　

午
前
十
時
三
十
分

　
　

県
岐
阜
商
高
野
球
部
必
勝
祈
願

・
一
月
十
四
日　

左
義
長
神
事

　
　
　

正
午　
　
　

斎
行

た
く
さ
ん
の
原
稿
を
い
た
だ
き
、あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

次
回
は
、令
和
二
年
五
月
に
、第
十
五

号
を
発
行
す
る
予
定
で
す
。

皆
様
か
ら
の
原
稿
を
募
集
致
し
ま
す

の
で
、是
非
と
も
宜
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

［
社
務
所
ニ
ュ
ー
ス
］

本
莊
神
社
社
務
所
に

　
神
札
御
守
授
与
所
を
設
置

総
代
　
竹
中
浩
一
さ
ん

　
　
令
和
元
年
川
柳
で
入
選

月次祭限定・桐箱入り「結縁守」

行
事
・
お
知
ら
せ

編 

集 

後 

記
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☆
八
幡
神
社
（
多
羅
里
）

・
御
由
緒
案
内
板
設
置

☆
神
明
神
社

・
御
由
緒
案
内
板
設
置

今
津
宮
司
が
兼
務
す
る
本
莊
地
区
内

の
神
社
で
、御
代
替
り
や
、天
皇
陛
下
御

即
位
記
念
に
関
す
る
様
々
な
事
業
が
行

わ
れ
ま
し
た
の
で
、こ
こ
に
ご
紹
介
申
し

上
げ
ま
す
。

☆
本
莊
神
社

１
、『
本
莊
神
社
誌
』
出
版

２
、
境
内
案
内
看
板
設
置

・
社
務
所
玄
関
看
板

☆
稲
荷
神
社(

豊
竹
稲
荷
）

・
稲
荷
鳥
居
建
替
え

・
御
由
緒
案
内
看
板
設
置

☆
熊
野
神
社

・
鳥
居
の
修
繕

地
震
の
影
響
で
、笠
木
が
ず
れ
、石
鳥

居
の
修
繕
工
事
を
実
施
。

・
鱗
餅
説
明
祭
礼
案
内
看
板

・
し
あ
わ
せ
祈
願
碑
案
内
板

・
新
聞
紹
介
記
事

・
由
緒
案
内
板
、
連
絡
掲
示
板
設
置

熊
野
神
社
の
鳥
居
修
繕
費
、祭
典
用
太

鼓
は
今
津
宮
司
の
奉
納
。

そ
の
他
、各
神
社
に
設
置
さ
れ
た
由
緒

案
内
板
は
、全
て
今
津
宮
司
の
発
案
と
奉

納
で
賄
わ
れ
ま
し
た
。

［
本
莊
部
会
ニ
ュ
ー
ス
］

天
皇
陛
下
御
即
位
記
念

　
　
　
　
　
　
事
業
の
一
覧


