
拝
殿
の
手
前
、
西
側
の
お
堂
に
立
派
な
木
像
で
刻
ん
だ
安
産
神
が
祀
ら
れ
て
居
る
。

鎮
座
年
代
は
不
詳
だ
が
、
其
の
昔
、
現
代
の
様
に
医
学
も
進
歩
し
て
お
ら
ず
、
疫

病
と
共
に
胎
内
に
子
を
孕
む
と
、
一
番
心
配
な
の
は
「
難
産
」
で
は
な
い
か
と
、
妊

婦
は
数
ケ
月
前
か
ら
心
配
の
種
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
な
ん
と
か
安
産
で
「
ら
く
」

に
健
康
な
子
供
を
生
む
こ
と
を
祈
願
し
、
村
中
で
安
産
神
を
祀
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

つ
つ
し

ら
ず
に
身
を
慎
ん
で
す
ご
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
言
う
。

サ
ン
シ
サ
ン
シ

又
、
庚
申
様
の
ヨ
戸
」
説
に
依
る
と
、
人
間
の
体
内
に
「
一
一
戸
」
が
い
て
、
三

Ｆ
は
形
は
無
い
が
鬼
神
や
霊
魂
の
た
ぐ
い
で
あ
り
、
人
の
早
死
を
の
ぞ
み
、
庚
申
様

の
日
毎
に
天
に
登
り
人
間
の
過
失
を
司
命
の
神
に
告
げ
る
と
言
う
。
三
Ｐ
の
内
の
上

戸
は
人
の
頭
の
中
に
い
て
、
首
か
ら
上
を
眠
が
見
え
な
く
し
た
り
、
禿
、
口
が
臭
く

し
わ
チ
ュ
ウ
シ
ゲ
シ

な
り
顔
に
「
鐡
」
が
よ
り
、
歯
が
抜
け
る
の
は
中
戸
の
仕
業
と
言
う
、
下
戸
は
腰
か

ら
下
を
病
気
に
す
る
と
言
う
、
中
Ｐ
は
人
の
腹
の
中
に
い
て
五
臓
を
病
気
に
す
る
と

一
二
口
〆
ｎ
ｚ
ｏ

サ
ン
シ

庚
申
様
の
日
に
昼
夜
、
寝
な
い
で
起
き
て
い
る
こ
と
が
、
三
Ｆ
が
身
体
か
ら

ぬ
け
だ
せ
な
い
か
ら
守
庚
申
と
言
う
。

庚
申
様
の
本
体
も
種
々
で
、
青
面
金
剛
菩
薩
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
猿
田
彦
、
道

し
ん

祖
神
な
ど
の
神
仏
か
ら
「
申
Ⅱ
猿
」
を
見
立
て
、
生
類
で
あ
る
猿
に
ま
で
及
ぶ
と
言

う
。
庚
申
待
戟
浄
は
十
干
（
十
二
支
）
の
七
番
目
の
庚
（
カ
ノ
エ
）
と
九
シ
目

の
申
（
サ
ル
）
と
組
合
わ
せ
、
こ
れ
を
「
日
」
に
当
て
た
の
が
庚
申
様
の
日
で
あ
る
。

こ
の
日
に
其
の
ヨ
ト
」
に
ち
な
ん
で
庚
申
待
と
言
う
行
事
を
や
る
こ
と
に
な
っ

て
い
て
二
ヶ
月
に
一
度
の
割
で
こ
の
日
が
ま
わ
っ
て
く
る
と
、
庚
申
講
に
入
っ
て
い

る
人
達
は
、
夕
方
か
ら
仲
間
の
家
に
集
ま
り
、
「
お
庚
申
様
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
軸

物
を
か
け
て
其
の
前
で
唱
え
ご
と
を
す
る
。

「
お
庚
申
様
、
お
庚
申
様
、
舞
タ
リ
舞
タ
リ
」
と
拝
ん
で
か
ら
一
緒
に
食
事
を

し
た
り
お
神
酒
を
呑
ん
で
夜
明
ま
で
ゆ
っ
く
り
世
間
話
を
す
る
の
が
常
で
あ
る
。童

ら

又
、
「
世
間
話
は
お
庚
申
様
の
晩
に
」
ゆ
っ
く
り
長
話
を
す
る
こ
と
か
ら
庚
申
待
と

一
言
ロ
ア
ｈ
ノ
０

仰
を
生
ん
だ
と
い
う
。

安
産
神
の
お
堂
の
中
に
稲
荷
神
社
を
祀
っ
て
お
る
。
昔
は
八
幡
宮
境
内
に
も
稲
荷

神
社
の
立
派
な
お
堂
が
あ
っ
た
が
、
年
月
を
経
て
風
雪
で
老
朽
化
、
何
時
と
な
く
稲

荷
神
を
安
産
神
堂
の
中
に
移
転
安
憧
し
た
。

ウ
カ
ノ
、
、
、
タ
マ
ガ
、
、
、

稲
荷
神
社
の
主
神
は
「
宇
迦
之
御
魂
神
」
で
、
食
物
と
養
蚕
の
神
で
「
稲
生
」
の

義
で
あ
っ
た
。

水
田
を
主
と
し
た
腱
村
で
は
春
は
「
田
ノ
神
」
を
迎
え
、
秋
は
収
穫
が
終
る
と
「

田
ノ
神
」
を
山
へ
送
り
、
田
ノ
神
が
「
山
ノ
神
」
と
な
る
と
信
じ
た
。

そ
し
て
「
狐
」
を
、
田
ノ
神
の
使
い
と
見
る
俗
信
が
広
が
っ
た
。
又
、
仏
教
で
は

「
燕
椴
尼
牽
」
が
狐
に
乗
る
姿
を
混
じ
て
お
り
、
こ
れ
が
稲
荷
を
狐
と
す
る
民
間
信

と
言
う
。

（
注
Ⅱ
室
町
末
期
ご
ろ
か
ら
七
種
の
福
神
（
七
福
神
）
民
間
信
仰
が
は
じ
ま
っ
た
と

も
言
わ
れ
て
い
る
。
）

⑫
稲
荷

⑪
安
産

神

神社

八
幡
宮
の
西
側
（
現
況
畠
）
に
旧
街
道
が
あ
る
。
此
の
旧
街
道
は
昔
金
木
に

往
来
す
る
道
路
で
あ
っ
た
。
金
木
に
は
代
官
所
が
（
現
金
木
病
院
付
近
）
有
り
年

貢
米
を
納
め
る
に
こ
の
道
を
通
っ
た
。

古
老
の
話
に
依
る
と
八
幡
宮
の
西
側
に
は
、
昔
刑
場
が
有
り
、
罪
人
を
処
刑
し

た
場
所
だ
っ
た
と
言
う
。

古
町
鳴
海
勲
氏
が
昭
和
六
二
年
、
八
幡
宮
西
側
に
あ
る
自
分
の
林
檎
園
の
中
の

溝
を
深
さ
約
一
米
位
掘
っ
て
行
く
と
土
器
片
が
出
土
し
た
。
尚
、
掘
っ
て
行
く
と
住

居
跡
ら
し
く
「
カ
マ
ド
」
の
跡
も
あ
っ
た
。
土
器
は
支
脚
、
士
鐘
、
砥
石
で
平
安
時

八
幡
宮
北
西
の
畠
と
お
宮
の
境
界
線
に
「
鳥
兜
Ⅱ
ト
リ
カ
ブ
ト
」
が
密
生
し
て

い
る
。
今
か
ら
約
四
○
一
年
前
の
天
正
十
五
年
Ⅱ
一
五
八
七
年
嘉
瀬
軍
勢
と
金
木

軍
勢
が
交
戦
、
嘉
瀬
の
西
舘
、
束
舘
、
嘉
瀬
城
に
嘉
瀬
軍
勢
が
立
節
り
防
戦
、
金
木

軍
勢
に
弓
矢
を
放
っ
た
が
、
此
の
時
、
弓
矢
に
鳥
兜
の
毒
を
塗
り
、
毒
矢
を
放
っ
た
。

百
発
百
中
、
毒
矢
は
金
木
軍
勢
に
的
中
、
数
分
後
に
毒
が
体
内
に
ま
わ
り
金
木
軍
勢

は
「
零
ハ
タ
》
ハ
タ
」
倒
れ
た
。

鳥
兜
は
「
き
ん
ぽ
う
げ
科
」
の
多
年
草
で
有
毒
植
物
の
一
つ
で
九
月
頃
、
梢
頭
お

よ
び
上
方
の
葉
液
に
多
く
深
紫
色
の
大
型
の
花
を
開
く
、
野
生
も
あ
る
が
観
賞
用
に

栽
培
。
茎
、
葉
、
花
、
根
、
み
な
猛
毒
を
も
つ
が
、
根
は
薬
用
に
用
い
る
。
花
の
形

が
舞
楽
の
と
き
の
伶
人
冠
に
似
て
い
る
の
で
、
こ
の
名
が
つ
い
た
と
言
う
。
（
百
科

辞
典
よ
り
）

お
宮
の
参
道
を
北
上
す
る
と
途
中
の
西
側
に
一
丈
（
三
米
以
上
）
余
の
堂
々
と
し

た
神
武
天
皇
を
形
取
っ
た
石
碑
が
あ
る
。

大
東
亜
戦
争
当
時
、
必
勝
祈
願
、
皇
記
二
千
六
百
年
を
記
念
し
て
講
中
の
人
々
が

寄
進
し
た
。

神
武
天
皇
の
和
名
は
「
カ
ム
ヤ
マ
ト
イ
ワ
レ
ヒ
コ
ノ
ミ
コ
ト
」
「
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ

ノ
ミ
コ
ト
」
で
、
第
一
代
の
天
皇
で
建
国
の
「
祖
」
で
あ
る
。
日
向
の
高
千
穂
の
宮

か
ら
舟
軍
を
率
い
て
東
上
し
、
大
和
に
入
っ
て
「
ナ
ガ
ス
ネ
ヒ
コ
」
を
討
伐
、
大
和

地
方
を
平
定
し
、
紀
元
前
六
六
○
年
に
第
一
代
天
皇
の
位
に
つ
い
た
と
言
う
。
百
二

十
七
才
で
莞
じ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
戦
後
、
神
武
天
皇
に
つ
い
て
は
種
々
の
異
説

が
あ
る
。

⑭
庚
申
信
仰

オ
コ
ウ
シ
ン
サ
マ

八
幡
宮
境
内
の
参
道
東
側
に
庚
申
塚
が
あ
る
が
嘉
瀬
で
は
「
お
庚
申
様
」
と
呼
ん

カ
ン
シ

で
お
る
。
干
支
（
え
と
）
の
庚
申
に
当
る
日
の
禁
忌
行
事
を
中
心
と
す
る
信
仰
で
、

起
源
は
中
国
の
「
道
教
」
と
さ
れ
て
い
る
。

ホ
ウ

人
間
の
体
内
に
は
、
三
匹
の
「
Ｐ
（
シ
Ⅱ
死
体
）
」
又
は
「
影
Ⅱ
虫
」
が
ひ
そ
ん

で
お
り
、
庚
申
の
夜
に
人
が
眠
っ
て
い
る
あ
い
だ
に
、
ぬ
け
だ
し
て
、
天
帝
の
も
と

に
登
っ
て
其
の
人
の
罪
や
あ
や
ま
ち
を
告
げ
て
命
を
取
ら
せ
る
か
ら
、
其
の
夜
は
眠

稲
荷
宮
は
今
は
大
会
社
、
工
場
、
大
商
人
な
ど
が
個
々
で
祀
っ
て
お
る
所
が
見
受

け
ら
れ
、
商
売
繁
盛
の
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
居
る
。

⑬
神
武
天
皇

⑯ ⑮
烏刑 ト

リ

場
跡 カ

プ
ト

兜

-11- －10－

1





「
有
為
転
変
の
世
の
習
」
、
農
民
の
生
活
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
ウ
マ
が
、

今
農
村
か
ら
消
え
、
歴
史
の
か
な
た
に
消
え
去
ろ
う
と
し
て
い
る
。

か
つ
て
嘉
瀬
村
に
一
○
○
○
頭
の
ウ
マ
が
飼
育
さ
れ
、
農
作
業
に
、
運
搬
に
利
用

さ
れ
て
い
た
が
、
昭
和
三
○
年
頃
か
ら
機
械
化
農
業
に
転
変
、
ウ
マ
の
労
働
は
押
し

流
さ
れ
、
人
間
と
の
密
接
な
関
係
も
断
た
れ
て
消
え
た
。
古
く
か
ら
人
間
の
生
活
と

密
接
な
関
係
を
も
ち
続
け
た
ウ
マ
、
そ
の
存
在
を
記
録
し
て
お
き
た
い
。

ウ
マ
が
人
間
の
生
活
と
密
接
な
関
係
を
も
ち
は
じ
め
た
の
は
、
原
始
時
代
と
い
わ

れ
る
。
も
と
よ
り
野
生
の
ウ
マ
で
洪
積
世
人
類
の
狩
猟
の
対
象
と
し
て
で
あ
っ
た
。

ア
ジ
ア
大
陸
で
は
、
北
京
近
郊
で
骨
や
石
器
に
ま
じ
っ
て
大
形
の
最
新
世
ウ
マ
の

骨
が
発
見
さ
れ
、
そ
の
後
の
旧
石
器
時
代
遺
跡
か
ら
も
現
存
野
生
ウ
マ
の
蒙
古
草
原

凧
は
二
五
○
○
年
以
上
も
の
昔
、
中
国
で
発
明
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の

後
東
洋
の
全
域
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
が
、
西
洋
に
広
ま
っ
た
の
は
、
一
五
世
紀
に
な

っ
て
か
ら
で
あ
る
。

中
国
で
生
ま
れ
、
東
洋
社
会
で
育
て
ら
れ
た
凧
は
、
人
間
に
と
っ
て
い
っ
た
い
ど

ん
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
か
考
え
る
と
、
第
一
に
は
、
凧
は
人
間
の
絶
え
る
こ
と

の
な
い
大
空
へ
の
あ
こ
が
れ
を
表
現
す
る
。

気
球
や
グ
ラ
イ
ダ
ー
、
飛
行
機
を
知
ら
な
か
っ
た
昔
は
凧
だ
け
が
大
空
を
飛
ぶ
夢

を
か
な
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
夢
に
か
ら
れ
て
江
戸
時
代
の
末
期

に
関
西
地
方
で
凧
あ
げ
が
大
流
行
し
、
田
や
畑
が
踏
み
荒
さ
れ
る
と
い
う
理
由
で
凧

あ
げ
禁
止
令
が
発
令
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

第
二
に
は
宗
教
的
な
意
味
が
あ
ろ
う
。
大
空
を
祖
先
の
霊
魂
の
宿
る
場
所
と
し
て
、

宗
教
的
に
重
要
視
し
て
い
た
東
南
ア
ジ
ア
の
人
々
は
凧
を
祖
先
の
魂
を
交
信
す
る
道

具
と
し
て
ま
た
祭
礼
や
呪
術
の
道
具
と
し
て
昔
は
よ
く
使
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

第
三
に
は
、
空
を
自
由
に
飛
ぶ
烏
や
チ
ョ
ウ
や
ト
ン
ボ
な
ど
、
自
然
の
生
き
物
を

人
間
の
手
で
ま
ね
て
作
り
、
飛
ば
し
て
ふ
た
い
と
い
う
気
持
を
凧
に
託
し
た
と
い
う

こ
と
が
あ
ろ
う
。
自
然
を
単
な
る
道
具
や
食
物
と
し
て
よ
り
友
と
し
て
自
然
に
な
じ

み
、
自
然
と
対
話
し
た
い
と
い
う
精
神
は
、
農
耕
民
族
で
あ
る
東
洋
の
特
長
と
も
い

え
る
の
で
な
か
ろ
う
か
。

陣－－
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外国から卿入された種馬

一

●

●
０
１
１
１
１
１

駁
人
間
と
ウ
マ
の
始
ま
り

唾

凧
：
一
‐
’
一
の
Ｉ
－
１
由
…
１
一
Ｉ
来

④

巾
等
ｑ
９
日
■
。
■
５
８
■
Ｏ
Ｂ
日
日
『
Ｂ
■
■
０
０
日
■
■
０
日
■
＆
己
ら
■
Ｄ
■
■
Ｂ
０
■
。
■
。
■
０
句

》
‐
Ｉ
Ｉ
０
今

０
１
●

Ｑ
『

村
か
ら
農
耕
馬
か
消
え
た

■

Ｇ
ｑ
Ｇ
■
０
■
５
６
■
■
Ｏ
１
ｑ
Ｌ
Ｄ
ｇ

実
際
に
、
中
国
で
は
昔
か
ら
烏
や
チ
ョ
ウ
や
雷
〈
ツ
タ
に
似
せ
た
凧
が
作
ら
れ
、
現

在
ま
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

第
四
に
は
大
空
を
キ
ャ
ン
バ
ス
と
し
て
、
自
分
自
身
を
凧
に
表
現
し
て
み
た
い
と

い
う
こ
と
に
も
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
伝
統
的
な
日
本
凧

は
、
こ
の
意
味
を
徹
底
的
に
追
求
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
く
に
武
者
、
役
者
の
絵
を
彩
色
豊
か
に
描
い
た
り
、
大
き
な
立
派
な
字
を
書

い
た
り
し
て
、
凧
の
表
面
を
飾
っ
た
江
戸
凧
や
津
軽
凧
は
、
そ
の
典
型
的
な
姿
と
い

ト
え
ぃ
《
シ
フ
Ｏ

第
五
に
は
、
競
技
の
道
具
と
し
て
の
凧
の
競
技
は
日
本
や
朝
鮮
や
イ
ン
ド
で
さ
か

ん
で
、
「
二
本
の
糸
目
を
も
つ
平
面
凧
の
操
縦
性
の
よ
さ
」
を
利
用
し
、
一
方
、
糸

を
ヤ
ス
リ
の
よ
う
に
し
て
、
他
の
凧
の
糸
を
切
る
と
い
う
競
技
で
あ
る
。
と
く
に
長

崎
の
ハ
タ
あ
げ
は
有
名
で
あ
る
。

ウ
マ
の
骨
が
出
土
し
て
い
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
で
も
、
第
四
氷

大
量
の
野
生
ウ
マ
の
骨
の
出
土

野
生
ウ
マ
の
生
態
を
き
わ
め
て

写
実
的
に
表
現
し
た
壁
画
や
彫

刻
が
多
い
。
こ
れ
は
そ
の
こ
ろ

の
狩
猟
民
に
と
っ
て
ウ
マ
が
い

か
に
重
要
な
生
活
資
源
と
な
っ

て
い
る
か
を
物
語
る
も
の
で
あ

ろ
う
。現

在
の
知
識
で
知
ら
れ
て
い

る
最
古
の
ウ
マ
の
骨
の
発
見
さ

れ
る
遺
跡
と
し
て
は
、
イ
ラ
ン

字
L

L，

る
○

以
上
の
よ
う
に
人
間
に
と
っ
て
凧
の
も
つ
意
味
を
い
ろ
い
ろ
と
考
え
て
見
る
と
、

い
ず
れ
も
ま
っ
た
く
実
用
性
の
な
い
ま
ま
に
今
な
お
昔
の
ま
ま
を
伝
え
、
生
き
続
け

浄
騨
静
鼬
静
駒
騨
節
静
静
騨
却
静
静
浄
叱

も
、
第
四
氷
河
期
に
あ
た
る
後
期
石
器
文
化
の
遺
跡
の
う
ち
に
は
、

の
骨
の
出
土
が
あ
り
、
南
仏
や
北
ス
。
へ
イ
ン
の
洞
屈
遺
跡
に
は
、

秋

木
村 録

（
凧
の
科
学
よ
り
）

》
恒

利
二

二

＝

＝

＝

＝

＝

＝

二

＝

＝四 頭立による馬耕
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一

壷
絵
馬
の
民
間
祈
願

絵
馬
は
庶
民
の
切
実
な
個
人
祈
願
に
発
し
た
も
の
で
、
病
気
平
癒
、
妊
娠
、
牛
馬

安
全
な
ど
の
祈
願
を
目
的
と
し
て
奉
納
し
て
あ
る
。

絵
馬
を
奉
納
す
る
目
的
は
、
ひ
ろ
く
様
々
の
祈
願
の
内
容
を
具
体
的
に
神
に
告
げ

る
た
め
で
あ
っ
た
。
絵
馬
に
は
神
仏
に
よ
っ
て
図
柄
の
決
っ
て
い
る
の
が
あ
る
。

荒
神
（
こ
う
じ
ん
）
に
一
一
ワ
ト
リ
、
稲
荷
（
い
な
り
）
に
キ
ツ
ネ
、
天
神
（
て
ん
じ

ん
）
に
ウ
シ
、
弁
天
（
ベ
ん
て
ん
）
に
ヘ
ビ
な
ど
多
く
の
神
仏
の
使
者
と
ぶ
ら
れ
る

そ
の
農
耕
馬
が
、
い
つ
の
間
に
か
農
村
か
ら
消
え
て
い
っ
た
。
機
械
化
農
業
に
移

行
し
た
た
め
で
あ
る
。
ゥ
マ
は
「
馬
鹿
」
と
か
、
「
馬
の
尻
に
念
仏
」
な
ど
と
笑
わ

れ
な
が
ら
も
、
暗
闇
の
中
で
も
、
吹
雪
で
道
路
が
見
え
な
く
と
も
、
道
路
を
踏
ゑ
外

す
こ
と
な
く
、
た
と
え
主
人
が
橇
の
中
で
眠
っ
て
も
、
胸
に
つ
け
た
鈴
を
鳴
ら
し
な

よ
う
に
し
た
。

文
献
的
に
は
平
安
時
代
に
す
で
に
絵
馬
の
存
在
が
認
め
ら
れ
、
寛
弘
九
年
（
一
○

一
二
）
六
月
、
北
野
天
神
奉
納
物
中
に
色
紙
絵
馬
が
あ
り
、
天
暦
二
年
（
九
四
八
）

五
月
に
「
降
雨
祈
願
の
た
め
左
右
馬
寮
よ
り
黒
毛
馬
二
匹
を
貢
納
す
べ
き
と
こ
ろ
、

繋
飼
料
が
な
い
た
め
板
馬
を
も
っ
て
せ
よ
」
と
い
う
意
味
の
記
事
が
み
え
る
と
の
こ

と
で
あ
る
。

板
に
描
い
た
馬
が
一
般
的
に
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
「
今
昔
物
語
」
か
ら
も
知
ら
れ

る
が
、
鎌
倉
時
代
以
降
に
一
般
化
し
、
ま
た
三
十
六
歌
仙
額
な
ど
馬
以
外
の
も
の
も

描
く
風
が
盛
ん
に
な
り
、
室
町
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
な
る
と
一
層
各
種
内
容
が
も

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

額
、
額
絵
馬
）
や
名
も
な
い
職
人
の
手
に
よ
る
小
絵
馬
に
い
た
る
ま
で
、
そ
の
形
や

種
類
な
ど
多
様
で
あ
る
。
絵
馬
の
起
源
に
つ
い
て
は
「
神
道
名
目
類
聚
抄
」
に
あ
る

よ
う
に
、
古
代
の
人
は
神
様
に
祈
願
す
る
と
き
、
早
く
神
様
に
き
て
も
ら
う
た
め
、

ウ
マ
を
献
納
し
て
乗
っ
て
き
て
い
た
だ
く
と
考
え
、
生
き
た
ウ
マ
を
献
納
し
た
。
こ

れ
を
神
馬
と
い
っ
て
神
社
で
飼
育
し
た
が
何
頭
も
お
っ
て
も
困
る
の
で
、
祈
願
者
に

ウ
マ
の
代
金
を
納
め
て
も
ら
う
と
同
時
に
、
木
や
紙
に
ウ
マ
の
絵
を
書
い
て
納
め
る

’

さ
る
所
の
生
れ
子
、
生
ま
る
る
よ
り
す
ぐ
に
、
お
と
な
の
や
う
に
、
い
ろ
い

ろ
の
こ
と
を
い
ふ
ゆ
へ
、
め
づ
ら
し
が
り
、
人
が
あ
つ
ま
り
て
、
は
な
し
を
す

る
う
ち
、
一
人
が
、
子
に
む
か
ひ
て
、

「
腹
の
う
ち
に
居
た
時
の
こ
と
も
、
お
ぼ
へ
が
あ
る
だ
ら
う
。
ど
の
や
う
な

こ
こ
ろ
も
ち
で
あ
っ
た
」

と
い
へ
ぱ
、
か
の
子
が
い
ふ
に
は
、

「
腹
の
う
ち
は
、
八
、
九
月
ご
ろ
の
や
う
だ
」
・

「
そ
れ
や
、
ど
ふ
し
て
」
・

「
丁
度
あ
つ
く
も
な
し
、
さ
む
く
も
な
し
、
そ
ふ
し
て
、
折
り
折
り
、
下
か

ら
松
茸
が
は
へ
る
」
・

（
文
政
二
年
刊
『
恵
方
棚
』
）

③
⑤
④
⑳
②
灘

腹
の
内
播
終
襲
静
《

が
ら
、
黙
念
と
歩
き
続
け
、
我
が
家
に
辿
り
つ
く
の
で
あ
る
。

ゥ
マ
は
、
「
正
直
一
遍
律
儀
真
法
」
と
い
っ
た
融
通
の
き
か
な
い
正
直
な
動
物
で

あ
り
、
「
正
直
者
が
馬
鹿
を
見
る
」
と
は
こ
こ
か
ら
生
れ
た
こ
と
わ
ざ
か
も
知
れ
な

い
。

駁
ウ
マ
の
風
俗

動
物
で
あ
る
。
津
軽
地
方
で
は
「
い
た
こ
」
（
巫
女
）
に
伺
い
を
立
て
て
絵
馬
の
図

柄
を
決
め
て
も
ら
う
風
習
が
あ
る
。
祈
願
が
叶
う
と
絵
馬
を
二
枚
に
し
て
あ
げ
る
風

習
が
翠
ら
れ
る
。

金
木
町
喜
良
市
の
野
崎
町
内
に
は
、
今
で
も
小
犬
一
匹
飼
っ
て
い
る
家
が
な
い
・

不
思
議
に
思
っ
て
古
老
に
尋
ね
た
ら
、
町
内
に
稲
荷
神
社
が
あ
り
キ
ツ
ネ
は
犬
を
嫌

う
の
で
、
犬
は
飼
わ
な
い
と
い
う
。
神
社
の
絵
馬
は
す
べ
て
キ
ツ
ネ
で
あ
っ
た
。

ウ
マ
の
種
類
は
毛
色
で
分
け
て
い
た
。
青
毛
（
あ
お
）
、
鹿
毛
（
か
げ
）
、
栗
毛

（
く
り
げ
）
、
月
毛
（
つ
ぎ
げ
）
、
葦
毛
（
あ
し
げ
）
な
ど
と
呼
ん
だ
。
ま
た
人
間

の
相
性
に
あ
っ
た
ウ
マ
を
飼
育
す
る
と
い
う
吉
禅
的
な
考
え
も
行
な
わ
れ
、
毛
色
を

問
題
に
す
る
人
も
あ
る
し
、
四
白
を
嫌
う
人
も
多
か
っ
た
。

古
く
ウ
マ
の
大
き
さ
（
た
け
）
は
、
四
尺
（
約
皿
”
）
を
定
尺
と
し
、
こ
の
定
尺

に
一
寸
（
約
３
⑳
高
い
の
を
．
寸
」
、
二
寸
高
い
の
を
「
二
寸
」
と
い
う
。
ま

た
四
’
七
寸
ま
で
の
寸
を
「
き
」
と
い
い
、
「
よ
き
」
「
い
つ
き
」
「
む
き
」
と
い

っ
た
。
低
い
場
合
に
は
「
か
え
り
」
と
い
い
、
三
尺
九
寸
の
も
の
を
「
か
え
り
一
寸
」

な
ど
と
い
っ
た
。
武
家
で
四
尺
五
寸
（
約
蠅
”
）
の
身
長
を
元
服
の
標
準
と
し
、
成

年
と
し
た
風
習
と
、
四
尺
を
定
尺
と
し
た
ウ
マ
の
高
さ
に
何
か
関
連
が
あ
り
そ
う
な

感
じ
が
す
る
。

駁
農
耕
馬
は
消
え
た
。

ウ
マ
は
、
人
間
の
た
め
、
幾
百
年
も
前
か
ら
使
役
さ
れ
利
用
さ
れ
、
生
活
を
支
え

る
た
め
貢
献
し
て
き
た
．
農
家
に
は
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
動
物
で
あ
っ
た
。

つ
き
や
宮
ち
ん

築
山
（
庭
に
、
山
の
か
た
ち
に
土
や
石
で
き
ず
い
た
も
の
）
の
上
の
亭
座

敷
（
あ
ず
ま
や
風
の
座
敷
）
で
、
遠
目
鏡
に
て
東
西
を
見
れ
ば
、
い
ろ
い
ろ

ざ
し
き

の
面
白
い
だ
ら
け
所
に
、
北
の
方
の
高
み
に
、
き
れ
い
な
二
階
座
舗
に
、
男

う
ら
や
ま

女
と
も
美
し
い
奴
、
す
れ
つ
、
も
つ
れ
つ
し
す
る
浦
山
し
さ
。
姿
は
見
ゆ
れ

〃
く
ぜ
つ

ど
、
口
舌
（
こ
こ
は
、
男
女
の
は
な
し
の
意
）
が
間
へ
い
、
や
が
て
、
目
鏡

を
耳
へ
当
て
。

遠
目
が
ね
耳
に
あ
て
た
く
思
ふ
也

（
武
玉
川
胆
）

、
⑤
④
⑳
③

遠
目
鏡

＝

（
安
永
年
間
刊
『
豆
談
語
』
）

／

"銭
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