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三
次
市
出
前
講
座 

 
 
 
 

次
世
代
に
伝
え
よ
う 

貴
重
な
文
化
財 

『
寺
町
廃
寺
』 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

鶴
本
節
子 

  
 

 
 

コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
の
た
め
開
催
で
き
な
か
っ
た
研
修
会
や
研
修 

 
 
 

旅
行
。
今
回
三
年
ぶ
り
に
祇
園
祭
が
本
格
的
に
開
催
さ
れ
た
こ
と
も
あ 

 
 
 

り
、
感
染
防
止
に
気
を
付
け
な
が
ら
研
修
会
を
開
催
し
た
。
興
味
深
い 

 
 
 

内
容
で
、
も
っ
と
寺
町
廃
寺
に
つ
い
て
勉
強
し
た
い
と
思
っ
た
。 

 
 
 

 

 
≪

寺
町
廃
寺
跡
に
つ
い
て≫

 

 
 
 
 

飛
鳥
時
代
末
期
に
建
て
ら
れ
、
平
安
時
代 

 
 
 

ま
で
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
古
代
地
方
寺 

 
 
 

院
。
平
安
時
代
前
期
に
奈
良
薬
師
寺
の
僧
侶 

 
 
 

景
戒
（
け
い
か
い
）
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
我
が
国 

 
 
 

最
古
の
仏
教
説
話
集
『日
本
霊
異
記
』
に
記
さ 

 
 
 

れ
て
い
る
三
谷
寺
と
推
定
さ
れ
る
。
『日
本
霊 

 
 
 

異
記
』
で
は
、
「か
つ
て
百
済
が
乱
れ
た
と
き
、 

 
 
 

備
後
の
国
三
谷
郡
の
大
領
が
、
百
済
を
救
う 

 
 
 

た
め
現
地
に
派
遣
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で 

 
 
 

出
征
す
る
に
当
た
り
、
も
し
自
分
を
無
事
に 

 
 
 

凱
旋
さ
せ
て
く
だ
さ
る
な
ら
ば
、
お
寺
を
建
て 

 
 
 

仏
像
を
造
っ
て
お
礼
を
申
し
ま
し
ょ
う
と
大
願
し
た
と
こ
ろ
、
無
事
に 

 
 
 

凱
旋
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
の
で
、
弘
済
禅
師
（
ぐ
さ
い
ぜ
ん
じ
）
を
伴
っ
て 

 
 
 

帰
国
し
、
三
谷
寺
を
建
て
ま
し
た
。
」と
あ
り
、
古
代
の
地
方
寺
院
と
し 

 
 
 

て
は
珍
し
く
寺
名
と
創
建
者
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 
 
 

現
在
、
寺
院
跡
に
い
く
と
様
々
な
石
で
積
み
上
げ
ら
れ
た
塔
の
よ
う 

 
 
 

な
も
の
が
ひ
っ
そ
り
と
立
っ
て
い
る
。 

                     

甲
奴
郷
土
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≪

研
修
会
・報
告≫

 

 
 

 
 

史
跡
『寺
町
廃
寺
跡
』
は
、
中
国
地
方
を
代
表
す
る
古
代
の
地
方
寺
院
。 

 
 
 

昭
和
五
九
年
に
国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
、
三
次
市
教
育
委
員
会
で
は
八 

 
 
 

次
に
わ
た
る
発
掘
調
査
を
実
施
。
全
国
的
に
も
稀
有
な
成
果
が
多
く
得 

 
 
 

ら
れ
て
い
る
。 

 
 
 
 

研
修
会
は
、
事
前
に
近
藤
会
長
よ
り
寺
町
廃
寺
跡
の
時
代
背
景
を
説 

 
 
 

明
し
て
ほ
し
い
と
い
う
リ
ク
エ
ス
ト
も
あ
り
、
左
記
の
よ
う
な
内
容
で
進 

 
 
 

め
ら
れ
た
。 

① 

三
次
市
の
文
化
財
と
寺
町
廃
寺
跡 

② 

古
墳
時
代
の
終
末
と
花
開
く
「仏
教
文
化
」 

③ 

寺
町
廃
寺
跡
に
お
け
る
調
査
の
歩
み 

④ 

寺
町
廃
寺
跡
に
お
け
る
発
掘
調
査
の
成
果 

⑤ 

寺
町
廃
寺
跡
の
価
値 

  
 
 
 

こ
の
寺
町
廃
寺
跡
に
つ
い
て
、
「三
谷
寺
」説
の
登
場
か
ら
、
来
年
で
一 

 
 

 

二
〇
年
を
迎
え
る
。
そ
の
間
の
研
究
に
お
い
て
、
明
治
三
六
（一
九
〇
三
） 

 
 
 

年
に
明
治
・大
正
時
代
の
地
誌
学
者
、
法
制
学
者
の
村
岡
良
弼
氏
が
、 

 
 
 

寺
町
廃
寺
跡
を
「三
谷
寺
」
に
比
定
し
、
ま
た
同
時
代
の
歴
史
学
者
・吉 

 
 
 

田
東
伍
氏
も
同
様
の
指
摘
を
し
た
。
昭
和
一
二
（一
九
三
七
）年
に
は
県 

 
 
 

史
跡
に
指
定
。
指
定
文
に
「
三
谷
寺
」説
の
紹
介
が
あ
る
。 

  
 
 
 

昭
和
五
三
（一
九
七
八
）年
に
遺
跡
周
辺
で
県
営
圃
場
整
備
が
計
画 

 
 

 

さ
れ
、
緊
急
的
に
調
査
を
実
施
さ
れ
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
発
掘
調
査
。 

 
 
 

中
枢
伽
藍
の
遺
存
状
態
が
非
常
に
良
好
で
、
中
国
地
方
で
は
稀
な
事
例 

 
 

 
 
 

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
昭
和
五
九
（一
九
八
四
）年
五
月
に
国
史
跡
に
指 

 
 
 

定
さ
れ
る
。 

 
 
 
 

平
成
三
十
（二
〇
一
八
）年
度
か
ら
、
史
跡
の
保
存
・活
用
を
目
的
と 

 
 
 

し
た
整
備
事
業
を
再
開
さ
れ
、
こ
の
度
一
～
八
次
の
発
掘
調
査
成
果
を 

 
 
 

整
理
し
た
発
掘
調
査
総
括
報
告
書
を
刊
行
さ
れ
た
。
こ
の
報
告
書
は
、 

 
 
 

三
次
市
立
図
書
館
へ
二
冊
寄
贈
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
、
閲
覧
す
る
こ
と
が 

 
 
 

可
能
に
な
る
。 

  
 
 
 

国
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
「
中
枢
伽
藍
の
遺
存
状
態
が
非
常
に
良
好
」
な 

 
 
 

状
態
だ
っ
た
た
め
だ
が
、
こ
の
伽
藍
の
様
式
に
つ
い
て
は
『
法
起
寺
式
伽
藍 

 
 
 

配
置
』
で
あ
る
。
中
門
か
ら
み
て
、
西
側
に
金
堂
、
東
側
に
塔
、
背
面
に 

 
 
 

講
堂
が
配
置
し
て
あ
る
。 

 
 
 

法
起
寺
は
奈
良
県
の
斑
鳩
に 

 
 
 

あ
る
寺
で
、
『聖
徳
太
子
伝 

 
 
 

私
記
』
に
引
用
さ
れ
た
『
法 

 
 
 

起
寺
塔
露
盤
銘
』
に
よ
る
と 

 
 
 

推
古
天
皇
三
十
（六
二
二
） 

 
 
 

年
に
聖
徳
太
子
が
山
本
宮
（ 

 
 
 

岡
本
宮
）
を
寺
に
改
め
る
よ 

 
 
 

う
山
背
大
兄
王
に
遺
言
し
た 

 
 
 

こ
と
に
よ
り
建
立
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。 

  
 
 
 

『法
起
寺
式
伽
藍
配
置
』
は
、
全
国
の
地
方 

 
 
 

寺
院
で
最
も
多
く
み
ら
れ
る
配
置
を
採
用 

 
 
 

し
て
あ
り
、
法
隆
寺
の
西
院
伽
藍
と
同
じ
建 

 
 
 

物
配
置
の
設
計
で
、
大
和
で
一
級
の
寺
院
跡 

 
 
 

で
採
用
さ
れ
た
設
計
手
法
を
採
用
す
る
な
ど 

 
 
 

流
行
を
先
取
り
し
た
最
新
鋭
の
寺
院
だ
っ
た 

 
 
 

そ
う
だ
。 

 

 

 

 

◆左：法起寺 
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寺
町
廃
寺
跡
の
発
掘
調
査
の
成
果
と
し
て
建
物
跡
で
は
、 

 
 
 
 
 

●
金
堂
跡
：
基
壇
、
階
段
、
燈
籠
の
跡 

 
 
 
 
 

●
塔 

跡
：
基
壇
、
階
段
の
跡 

 
 
 
 
 

●
講
堂
跡
：
基
壇
、
階
段
の
跡
（第
二
次
発
掘
調
査
） 

 
 
 
 
 

●
回
廊
跡
：
基
壇 

 
 
 
 

そ
し
て
、
出
土
し
た
遺
物
の
な
か
に
、
国
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
理
由
の 

 
 
 

ひ
と
つ
で
あ
る
特
徴
の
あ
る
【
水
切
り
瓦
】が
発
掘
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。 

『
軒
丸
瓦
の
下
端
に
突
起
を
も
つ
、
い
わ
ゆ
る
「
水
切
り
瓦
」
の
出
土
地
と

し
て
著
名
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
発
掘
調
査
で
は
、
伽
藍
中
枢
部
が
非
常

に
良
好
な
状
態
で
発
見
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
事
例
は
中
国
地
方
で
は
極

め
て
稀
で
あ
り
、
仏
教
文
化
の
あ
り
方
を
考
え
て
い
く
う
え
で
欠
か
す

こ
と
の
で
き
な
い
寺
院
跡
で
あ
る
。
』（
文
化
庁 

一
九
八
三 

『
月
刊
文
化
財
十
二
月
号
』 

 
 
 

と
あ
り
、
同
様
の
水
切
り
瓦
が
備
中
、
出
雲
か
ら
も
出
土
し
て
い
る
こ
と 

 
 
 

か
ら
、
備
中
よ
り
三
次
へ
笵
型
の
移
動
が
あ
り
、
三
次
か
ら
出
雲
へ
工
人 

 
 
 

の
移
動
が
あ
っ
た
こ
と
が
解
明
さ
れ
た
。 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

軒
丸
瓦
と
は
、
屋
根
の
軒
先
を
彩
る
瓦 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

の
こ
と
。
赤
い
丸
の
部
分
が
三
角
形
状
に 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

尖
っ
て
い
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

尖
っ
た
頂
点
で
水
を
切
る
こ
と
が
で
き 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

る
の
で
、
水
切
り
瓦
と
い
う
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

今
回
は
実
際
の
も
の
よ
り
型
を
と
っ
た
、 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

レ
プ
リ
カ
を
見
せ
て
、
触
ら
せ
て
も
ら
っ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

た
。
蓮
華
文
が
美
し
い
。 

  

寺
町
廃
寺
跡
の
建
設
に
は
、 

・百
済
の
建
築
技
術
や
瓦
製
作
技
術
を
導
入
。 

・大
和
の
寺
院
跡
の
建
築
技
術
や
瓦
製
作
技
術
を
導
入
。 

ま
た
大
量
に
出
土
し
た
「
水
切
り
瓦
」は
、
出
雲
や
安
芸
、
備
中
南
部 

 
 
 

で
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
発
掘
調
査
の
成
果
と
『日
本
霊
異
記
』
の 

 
 
 

内
容
か
ら
、
各
地
域
の
つ
な
が
り
を
つ
く
っ
た
人
物
は
、
百
済
の
僧
弘
済 

 
 
 

で
は
な
い
か
。 

 
 
 
 

寺
町
廃
寺
跡
が
建
設
さ
れ
た
七
世
紀
後
半
は
、
地
方
で
爆
発
的
に 

 
 
 

寺
院
の
建
設
が
進
ん
だ
が
、
な
ぜ
地
方
で
寺
院
が
造
ら
れ
た
か
は
未
解 

 
 
 

明
の
ま
ま
。 

 
 

 
 

 
 

創
建
者
と
創
建
経
緯
が
わ
か
る
日
本
唯
一
の
地
方
寺
院
跡
が
、

寺
町
廃
寺
跡
で
あ
る
。 

  
 
 
≪

お
知
ら
せ≫

 

 
 
 

「
史
跡
寺
町
廃
寺-

推
定
三
谷
寺
跡
第
一
～
八
次
発
掘
調
査
総
括
報
告

書
」
刊
行
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
ま
す
。 

 
 
 
 

◆
令
和
四
年
十
一
月
十
九
日
（
土
）
十
時
～
十
五
時 

    
  

◆
み
よ
し
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー 

 
 
 
 

◆
参
加
費
無
料
・
事
前
申
込
制
・
定
員
二
〇
〇
名 

 
 

 
 

＊
今
回
の
出
前
講
座
の
資
料
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
ち
ら
し
が
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
入
用
の
方
は
、
カ
ー
タ
ー
セ
ン
タ
ー
ま
で
お
い
で
く
だ
さ
い
。 

 
 

 

【参
考
資
料
】 

 
 

 

・三
次
市
教
育
委
員
会 

史
跡 

寺
町
廃
寺
跡 

 
 

 

・三
次
市
教
育
委
員
会 

出
前
講
座 

史
跡
寺
町
廃
寺
跡
の
発
掘
調
査
に
つ
い
て 

 
 

 

・法
起
寺 
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甲
奴
に
ま
つ
わ
る
伝
説
と
民
話
を
ご
紹
介
。
今
回
は
『甲
奴
町
誌 

第 
 

 
 
 

二
集 
上
川
地
区
』よ
り
。 

  
 
 

世
尊
寺
に
ま
つ
わ
る

「
砂
が
淵
の
竜
」 

 
 

 
 

甲
奴
郡
総
領
町
中
領
家
の
山
中
に
「
砂
が
淵
」
と
い
う
深
い
淵
が
あ
る
。 

 
 
 

ど
ん
な
日
照
り
が
続
い
て
も
、
深
い
水
を
た
た
え
、
不
気
味
に
静
ま
り
返 

 
 
 

っ
て
い
る
。
こ
の
地
方
の
人
は
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
「こ
の
淵
に
は
竜
が
住
ん 

 
 
 

で
い
る
か
ら
近
寄
る
な
。
」
と
い
う
噂
が
伝
わ
っ
て
い
た
。 

 
 
 
 

或
る
年
、
日
照
り
の
続
く
年
、
水
が
涸
れ
て
岩
肌
を
見
せ
る
よ
う
に
な 

 

 
 
 

っ
た
。
人
々
は
、
こ
の
淵
を
干
し
て
み
る
こ
と
に
な
っ
た
。
部
落
総
出
で
水 

 
 
 

か
え
を
し
た
。
夕
方
に
は
水
が
大
部
減
っ
た
。
皆
す
っ
か
り
疲
れ
て
し
ま
っ 

 
 
 

た
。
あ
と
に
ど
れ
く
ら
い
水
が
あ
る
の
か
調
べ
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
に 

 
 
 

な
っ
て
、
各
自
自
分
の
六
尺
褌
（
ふ
ん
ど
し
）
を
と
い
て
、
十
八
本
つ
な
い
で
水 

 
 
 

中
に
沈
め
て
み
た
。
水
底
に
は
届
か
な
い
。
あ
き
ら
め
て
家
に
帰
っ
た
。 

 
 

 
 

さ
て
そ
の
晩
、
淵
を
中
心
に
物
凄
い
音
が
し
た
。
村
人
は
雨
戸
を
閉
め

て
、
夜
通
し
震
え
た
。 

  
 

 
 

さ
て
、
こ
こ
は
庄
原
高
町
の
世
尊
寺
。
水
か
え
を
し
た
翌
日
の
昼
頃
、

妙
齢
の
美
人
が
庫
裡
の
戸
を
叩
い
て
い
る
。 

 
 

 
 

「お
願
い
で
す
が
・
・・
旅
の
者
で
す
が
・・
・
水
を
一
杯
飲
ま
せ
て
下
さ
い
」 

 
 
 

小
僧
さ
ん
が
茶
碗
に
水
を
一
杯
差
し
出
す
と
、 

 
 
 
 

「こ
の
茶
碗
で
は
だ
め
・・・
大
た
ら
い
に
一
杯
！
」 

 
 
 

小
僧
さ
ん
、
大
た
ら
い
を
庭
に
出
し
て
、
水
を
な
み
な
み
入
れ
た
。 

 
 

 
 

 

「
し
ば
ら
く
あ
っ
ち
へ
行
っ
て
い
て
下
さ
い
。
わ
た
し
が
水
を
飲
む
の
を

ご
覧
に
な
ら
な
い
よ
う
に
・・・」 

 
 
 
 

小
僧
さ
ん
は
奥
へ
入
っ
た
。
し
か
し
見
た
い
の
が
人
情
。
と
う
と
う
障
子 

 
 

 

の
破
れ
か
ら
の
ぞ
い
て
し
ま
っ
た
。
さ
っ
き
の
美
人
が
す
ご
い
大
蛇
に
な
っ

て
、
た
ら
い
の
水
を
が
ぶ
が
ぶ
飲
ん
で
い
る
で
は
な
い
か
。
小
僧
さ
ん
は
驚

い
て 

 
 
 
 
 

「ヒ
ャ
ー
助
け
て
！
」 

 
 

 

と
大
声
を
出
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
を
見
た
大
蛇
の
顔
の
凄
い
こ
と
。
生

き
た
心
地
は
な
い
。
眼
を
つ
む
っ
て
震
え
て
い
た
。
大
蛇
は
い
つ
の
間
に
か

元
の
女
の
姿
に
か
え
っ
て
い
た
。 

 
 
 
 
 

「ご
覧
に
な
っ
た
以
上
は
、
仕
方
が
な
い
。
妾
は
領
家
の
砂
が
淵
に
長 

 

 
 
 
 
 

年
住
み
慣
れ
た
大
蛇
で
す
。 

 
 
 
 
 

実
は
、
昨
日
村
の
人
が
水
を
か
え
る
と
言
っ
て
、
一
日
中
掻
動
さ
れ 

 
 
 
 
 

た
の
で
、
安
隠
に
暮
ら
す
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
。
伯
耆
の
国
、 

 
 
 
 
 

日
野
の
大
池
に
は
私
の
夫
の
大
蛇
が
住
ん
で
い
る
。
そ
こ
へ
行
く
途
中 

 
 
 
 
 

で
す
。
ど
う
も
大
変
ご
迷
惑
を
か
け
ま
し
た
」 

 
 
 

と
厚
く
お
礼
を
言
っ
て
世
尊
寺
を
立
ち
去
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

  
 
 

 
≪

註≫
 ① 

原
本
は
世
尊
寺
に
あ
る
。 

② 

伝
説
と
民
族
（比
婆
、
庄
原
編
） 

・文
化
新
聞
社
（庄
原
市
本
町
） 

 

    

 

  

 

甲
奴
の
伝
説
と
民
話 
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総
領
町
に
は
、
別
の
民
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

  
 
 
 

む
か
し
、
こ
の
あ
た
り
（
砂
谷
）
に
、
勇
気
あ
る
弓
の
名
人
砂
の
兵
衛
が 

 
 
 

お
り
ま
し
た
。 

 
 

 
 

砂
谷
に
は
原
生
林
と
大
岩
に
囲
ま
れ
、
水
は
よ
ど
ん
で
昼
間
で
も
う
っ

そ
う
と
し
た
珍
し
い
六
つ
の
淵
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
七
谷
に
も
わ
た
る
ほ

ど
の
恐
ろ
し
い
大
蛇
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。 

 
 

 
 

そ
の
大
蛇
は
、
山
か
ら
出
て
は
村
を
襲
い
、
人
間
に
も
危
害
を
加
え
ま

し
た
。
こ
れ
を
見
か
ね
た
兵
衛
は
、
大
蛇
を
退
治
し
て
や
ろ
う
と
決
心

し
た
の
で
す
。 

 
 

 
 

そ
こ
で
兵
衛
は
鹿
の
鳴
き
声
に
似
て
い
る
と
い
う
、
ヒ
キ
ガ
エ
ル
の
皮
を

七
枚
重
ね
合
わ
せ
た
笛
を
作
り
ま
し
た
。 

 
 
 

 

あ
る
日
の
こ
と
、
兵
衛
が
笛
を
吹
い
て
、
岩
陰
に
身
を
ひ
そ
め
て
待
っ
て

い
る
と
丸
獄
山
の
大
岩
か
ら
、
大
き
な
鹿
を
横
ぐ
わ
え
に
し
た
大
蛇
が

現
れ
ま
し
た
。
大
蛇
は
、
も
の
す
ご
い
目
で
に
ら
み
つ
め
る
と
、
兵
衛
め
が

け
て
襲
い
か
か
っ
て
き
ま
し
た
。
兵
衛
は
す
ば
や
く
弓
を
つ
が
え
、
狙
い

を
定
め
て
力
一
杯
放
ち
ま
し
た
。 

 
 

 
 

矢
は
見
事
大
蛇
の
の
ど
も
と
に
命
中
し
て
、
そ
の
大
蛇
は
も
ん
ど
り
う

っ
て
大
岩
滝
に
落
ち
、
大
波
を
立
て
て
滝
つ
ぼ
に
沈
ん
で
い
き
ま
し
た
。 

 
 

 
 

大
蛇
を
退
治
し
て
、
し
ば
ら
く
た
っ
た
あ
る
日
の
こ
と
、
兵
衛
は
用
が

あ
っ
て
田
総
の
里
に
出
た
そ
の
帰
り
道
、
一
人
の
美
し
い
娘
と
で
あ
い
ま

し
た
。 

 
 
 
 

そ
の
娘
が
黒
い
布
切
れ
を
取
り
出
し
て
振
る
と
、
兵
衛
は
た
ち
ま
ち
そ

の
毒
気
に
あ
て
ら
れ
て
、
あ
っ
と
い
う
間
に
倒
れ
、
そ
の
ま
ま
息
を
引
き

取
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
美
し
い
娘
は
、
き
っ
と
大
蛇
の
化
身
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
。 

 
 

 
 

砂
の
兵
衛
の
お
陰
で
、
村
々
は
平
和
に
な
り
ま
し
た
。
砂
谷
に
は
、
兵

衛
の
墓
や
笛
を
作
る
た
め
に
殺
し
た
ヒ
キ
ガ
エ
ル
を
祀
っ
た
祠
が
あ
る
と 

 
 
 

い
う
こ
と
で
す
。 

                         

 

上下の写真：◆砂が淵：庄原市総領町下領家 

 小さな滝などがあり、紅葉もきれいだそう 

 

 

 

 

◆世尊寺 庄原市高町 
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中
世
の
山
城
に
つ
い
て 

 
 

【
小
童
・

麓
山
城
】 

  
 

 
 

福
山
城
が
昔
の
姿
に
戻
り
、
福
山
市
で
は
関
連
の
イ
ベ
ン
ト
が
続
い
て

い
る
。
福
山
駅
の
新
幹
線
の
り
ば
か
ら
見
え
、
三
の
丸
だ
っ
た
場
所
に
駅

が
建
っ
て
い
る
た
め
、
『
日
本
の
城
で
一
番
多
く
登
城
し
て
い
る
』
と
春
風

亭
昇
太
さ
ん
は
テ
レ
ビ
で
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
笑
い
を
呼
ん
で
い
た
。 

  
 

 
 

甲
奴
町
に
は
福
山
城
の
よ
う
な
立
派
な
城
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
中
世

の
山
城
跡
が
残
っ
て
い
る
。 

 
 

 
 

中
世
と
は
天
皇
が
皇
位
を
後
継
者
へ
譲
っ
て
上
皇
と
な
り
、
政
務
を
天

皇
の
代
わ
り
に
直
接
行
う
『
院
政
』
の
末
期
か
ら
戦
国
時
代
ま
で
の
、
十

一
世
紀
後
半
か
ら
十
六
世
紀
後
半
ま
で
の
期
間
を
指
す
。
こ
の
時
代
の

有
名
な
中
国
地
方
の
山
城
と
い
え
ば
、
安
芸
高
田
市
吉
田
町
に
あ
る
毛

利
氏
の
吉
田
郡
山
城
と
、
島
根
県
安
来
市
に
あ
る
尼
子
氏
の
月
山
富
田

城
だ
ろ
う
。 

  
 

 
 

中
世
に
お
け
る
城
は
多
く
の
場
合
山
城
で
あ
っ
た
。
兵
農
未
分
離
の
時

代
で
あ
り
、
兵
士
は
同
時
の
農
民
で
あ
っ
た
。
武
将
は
平
時
は
城
付
近
の

館
（
や
か
た
）
に
居
住
し
、
戦
闘
が
始
ま
る
と
山
城
に
よ
っ
て
戦
っ
た
。 

 
 

 
 

山
城
の
多
く
は
、
自
然
の
山
の
舌
状
に
張
り
出
し
た
大
地
を
利
用
し
、

そ
の
一
部
を
削
っ
て
平
に
し
て
曲
輪
（
く
る
わ
）
を
つ
く
っ
た
。
曲
輪
は
二
段
、

三
段
と
階
段
状
に
造
ら
れ
、
石
垣
を
築
く
場
合
も
あ
る
。 

 
 
 
 

ま
た
、
敵
が
山
城
へ
攻
め
込
む
の
を
防
ぐ
た
め
に
、
河
を
利
用
し
た
り
、

場
合
に
よ
っ
て
は
水
を
引
い
て
堀
を
つ
く
る
場
合
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
山

腹
に
横
あ
り
は
Ⅴ
字
型
に
堀
切
を
つ
く
っ
て
、
敵
を
攻
め
上
げ
る
の
を
防

い
だ
。 

                           

 

 

◆上の写真：月山富田城 

 山の舌状に張り出した部

分へ城が築かれた。 

 この城は、『難攻不落の城』

として、有名でお城ファンか

ら人気がある。 

出典：blog 水辺遍路より 

◆下の図：山城のイメージ 

 山城は下のイメージ図のような形になっているものが多い。

曲輪とは、土塁や堀などの防御施設に囲まれた空間のこと。 

近世の城では、本丸・二の丸・三の丸など、丸と呼ぶ。 

出典：岡山県より 
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建
物
に
つ
い
て
は
、
近
世
の
城
の
よ
う
な
天
守
閣
や
櫓
・門
な
ど
の
大
き

な
建
物
は
な
く
、
多
く
の
場
合
簡
単
な
掘
立
柱
の
建
物
で
、
瓦
が
使
わ

れ
る
こ
と
は
む
し
ろ
珍
し
い
。
あ
く 

 
 
 

ま
で
も
、
戦
い
の
際
の
防
御
拠
点 

 
 
 

が
多
い
。 

 
 
 
 

山
城
に
は
籠
城
の
必
要
が
あ
る 

 
 
 

た
め
、
多
く
の
場
合
井
戸
が
掘
ら 

 
 
 

れ
て
い
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
食
糧 

 
 
 

の
貯
蔵
穴
も
つ
く
ら
れ
た
。 

  
 
 
 

町
内
に
も
多
く
の
城
跡
が
あ
り
、 

 
 
 

こ
れ
ま
で
に
調
査
も
行
わ
れ
て
き 

 
 
 

た
。 『

芸
藩
通
誌
』
に
は
古
城
跡
と
し
て
、
宇
賀
村
上
野
山
城
、
小
童
村
麓

山
城
・
山
根
城
、
『
備
後
古
城
記
』
（
備
後
叢
書
）
に
は
、
太
郎
丸
村
三
角

山
城
を
挙
げ
て
い
る
。 

  
 
 

麓
山
城 

 
 
 
 

麓
山
城
は
小
童
麓
の
県
道
宇
賀
矢
野
線 

 
 
 

の
南
側
に
あ
る
。
麓
山
は
一
名
寄
藤
山
と 

 
 
 

も
い
う
。
独
立
し
た
山
で
南
側
は
特
に
険
し 

 
 
 

い
。
山
頂
の
標
高
は
五
八
〇
メ
ー
ト
ル
く
ら 

 
 
 

い
で
あ
る
。 

 
 
 
 

曲
輪
が
五
～
六
段
あ
り
、
本
丸
の
南
よ
り 

 
 
 

に
は
土
塁
の
跡
が
あ
る
。
北
側
の
山
の
斜
面 

 
 
 

に
は
二
本
の
空
堀
が
掘
ら
れ
て
お
り
、
東
側 

 
 
 

の
も
の
は
特
に
大
き
い
。 

  
 
 
 

麓
山
城
守
に
つ
い
て
は 

 
 
 

『芸
藩
通
誌
』・『世
羅
郡 

 
 
 

誌
』
に
は
長
右
衛
門
大
夫 

 
 
 

元
則
と
あ
る
。 

 
 
 
 

長
氏
は
長
谷
部
信
連 

 
 
 

を
祖
と
す
る
。
三
河
国 

 
 
 

碧
海
郡
長
谷
部
荘
（
現 

 
 
 

愛
知
県
岡
崎
市
）
が
本 

 
 
 

貫
地
で
あ
る
。
そ
の
一
族 

 
 
 

長
兵
衛
尉
信
連
は
、
一 

 
 
 

一
八
〇
（治
承
四
）年
源 

 
 

 

頼
政
が
高
倉
宮
を
擁
立
し
て
平
家
打
倒
の
挙
兵
を
し
た
際
、
宮
を
守
っ

て
奮
迅
し
た
。
そ
の
こ
と
は
平
家
物
語
に
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

 
 

時
代
が
経
過
し
、
長
氏
は
足
利
尊
氏
に
従
い
忠
誠
を
尽
く
し
た
。
そ
の

功
に
よ
り
一
三
四
〇
（暦
応
三
）年
に
上
下
村
地
頭
職
に
任
じ
ら
れ
て
い

る
。
後
に
護
国
山
（翁
山
）
に
城
を
築
き
居
城
と
し
た
。 

 
 
 
 

長
氏
の
家
系
図
の
中
、
小
童
に
関
係
し
て
い
る
部
分
を
抜
粋
す
る
と
次

の
通
り
で
あ
る
。 

  
 

    
 
 

 

翁
山
城
主
長
大
蔵
左
衛
門
元
信
の
弟
、
長
右
衛
門
大
夫
元
則
が
麓
山

城
に
移
っ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
は
土
屋
家
文
書
の
内
容
と 

 

◆上の写真：中世の城郭 荒砥城 

出典：城とか陵墓とかより 

 

 

 

◆上の写真：麓山城 堀切 

出典：よしだっち.comより 
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も
合
っ
て
い
る
。 

 
 

 
 

備
後
の
長
一
族
は
毛
利
氏
に
従
い
歴
戦
し
て
い
る
。
し
か
し
、
元
就
の

孫
輝
元
が
関
ヶ
原
の
戦
い
で
敗
れ
防
長
二
国
に
移
さ
れ
る
と
、
上
下
長

氏
は
一
部
を
残
し
て
輝
元
と
共
に
萩
に
移
っ
て
い
る
が
、
小
童
長
氏
は
当

地
に
留
ま
っ
て
土
着
し
て
い
る
。 

長
氏
の
よ
う
に
地
侍
の
性
格
を
も
つ
者
は
、
毛
利
氏
の
後
を
受
け
た
福

島
正
則
か
ら
、
郷
土
身
分
の
扱
い
を
受
け
て
い
た
が
、
一
六
〇
四
（
慶
長

九
）年
に
兵
農
分
離
を
目
的
と
し
た
厳
し
い
刀
狩
り
が
行
わ
れ
、
そ
れ
以

後
は
完
全
に
帰
農
し
、
小
童
村
の
庄
屋
な
ど
村
役
人
を
務
め
て
い
る
。 

   
 

 
 

小
童
の
須
佐
神
社
に
伝
わ
る
【
須
佐
神
社
縁
起
】
に
は
、
「
一
四
六
九

（文
明
元
）
年
、
ふ
も
と
城
主 

綱
時
」
の
署
名
が
あ
る
。
長
氏
一
族
と
思

わ
れ
る
が
、
元
則
・元
信
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。 

 
 

 
 

ま
た
、
須
佐
神
社
裏
に
あ
る
重
要
文
化
財
「
石
造
宝
塔
」
の
礎
石
に
、

一
五
四
〇
（
天
文
九
）
年
の
製
作
年
の
ほ
か
に
、
「
檀
那
長
谷
部
氏
高
連

代
」と
あ
る
が
、
こ
の
長
高
連
に
つ
い
て
も
詳
細
を
知
り
得
な
い
。 

          

                      
 

 
 

最
高
所
の
一
郭
に
高
さ
三
・
五
メ
ー
ト
ル
の
櫓
台
が
あ
る
。
こ
の
一
郭

か
ら
六
段
の
郭
が
尾
根
上
に
並
び
堀
切
と
な
る
。 

 
 
 
 

南
東
尾
根
続
き
に
は
、
深
さ
三
八
メ
ー
ト
ル
の
大
堀
切
が
あ
る
。 

 

 

【参
考
資
料
】 

 
 

 
 
 

・甲
奴
町
誌 

 
・
小
童
村
誌 

 

・か
な
が
わ
考
古
学
財
団 

中
世
城
郭
の
歩
き
方 

 

◆上の図：麓山城跡略測図 

出典：よしだっち.comより 

 

 

◆上の写真：麓山城 位置 

出典：よしだっち.comより 
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甲
奴
の
民
俗 =

 

亥
の
子 = 

  
 
 

 
十
月
の
初
め
の
亥
の
日
に
、
昔
は
「亥
の
子
の
祝
い
」を
行
っ
た
。
子
孫
繫

栄
や
万
病
除
去
な
ど
を
祈
る
意
味
が
あ
り
、
主
に
西
日
本
で
行
わ
れ
て

い
る
行
事
で
、
東
日
本
で
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
亥
の
日
が
三
度

あ
る
時
は
、
中
の
亥
の
日
を
祝
っ
た
。 

 
 

 
 

で
は
、
な
ぜ
十
月
に
「
亥
の
子
」
を
お
祝
い
す
る
の
か
。
そ
れ
は
十
二
支

に
関
係
す
る
。 

 
 

 
 

十
二
支
と
い
う
と
「
ね
・
う
し
・
と
ら
・う
・
た
つ
・み
・
・
・
」
と
十
二
種
類

の
動
物
を
思
い
浮
か
べ
る
と
思
う
が
、
本
来
古
代
中
国
の
天
文
学
か
ら

生
ま
れ
た
【
順
序
】
を
表
す
記
号
で
あ
る
。
十
二
支
は
、
年
・
月
・
時
刻
な

ど
を
表
す
の
に
使
わ
れ
て
い
た
。
動
物
の
名
前
が
あ
て
ら
れ
た
の
は
、
あ

く
ま
で
も
覚
え
や
す
く
す
る
た
め
。
亥
も
十
二
支
の
一
つ
で
、
亥
の
月
と

は
旧
暦
の
十
月
を
表
す
。
新
暦
を
採
用
し
て
い
る
現
在
で
は
、
『
十
一
月

最
初
の
亥
の
日
』を
亥
の
子
と
し
て
い
る
。 

   
 

 
 

「
亥
の
子
の
祝
い
」
が
日
本
に
伝
わ
っ
た
の
は
平
安
時
代
の
こ
と
。
宮
中

行
事
と
し
て
、
貴
族
の
間
に
広
ま
っ
た
。
稲
刈
り
の
時
期
と
重
な
る
た
め
、

農
村
部
へ
は
収
穫
祭
と
し
て
浸
透
し
て
い
っ
た
。
亥
は
、
動
物
の
イ
ノ
シ
シ

を
表
し
、
多
産
の
イ
ノ
シ
シ
に
あ
や
か
り
、
子
孫
繫
栄
や
子
ど
も
の
成
長

を
願
う
地
域
も
出
て
き
た
。 

 
 

 
 

亥
の
子
餅
と
い
う
の
を
作
り
、
亥
の
神
に
供
え
る
。
夜
に
入
っ
て
男
の
子

ど
も
た
ち
は
亥
の
子
石
を
持
っ
て
地
面
を
打
ち
、
谷
内
を
回
り
、
柚
子

や
銭
を
も
ら
う
。
柚
子
を
も
ら
う
と
、
地
面
を
た
た
い
て
喜
ぶ
。
何
も

く
れ
な
い
と
、
そ
の
家
の
前
で
『亥
の
子
の
晩
に
祝
わ
ん
者
は
、
鬼
産
め
、 

 
 
 

蛇
産
め
、
角
の
生
え
た
子
を
産
め
、
ジ
ャ
ン
ジ
ャ
ン
ジ
ャ
ン
ノ
、
サ
ン
ヨ
ウ
、

サ
ン
ヨ
ウ
』
と
は
や
す
。 

 
 
 
 

地
区
の
境
で
、
亥
の
子
石
の
奪
い
合
い
を
隣
の
連
中
と
す
る
こ
と
も
あ
っ

た
。
亥
の
子
は
子
ど
も
た
ち
の
営
み
で
あ
る
が
、
大
正
も
半
ば
頃
に
は
廃

れ
て
し
ま
っ
た
。 

              
 
 

 

亥
の
子
餅
は
、
イ
ノ
シ
シ
の
子
ど
も
・う
り
坊
に
見
立
て
て
作
ら
れ
て
い

る
。
起
源
は
古
代
中
国
。
日
本
で
も
平
安
時
代
か
ら
食
べ
ら
れ
て
お
り
、

亥
の
子
餅
を
贈
り
あ
う
習
慣
も
あ
っ
た
そ
う
。
農
村
で
は
収
穫
祭
と
結

び
つ
い
た
こ
と
も
あ
り
、
亥
の
神
に
お
供
え
し
、
家
族
で
食
べ
る
風
習
も

生
ま
れ
た
。 

 
 

 
 

ま
た
亥
の
子
餅
は
『
源
氏
物
語
』
の
第
九
帖
「
葵
」
に
も
登
場
。
光
源
氏

と
紫
の
上
の
新
婚
第
二
夜
が
書
か
れ
た
場
面
で
は
、
ち
ょ
う
ど
亥
の
子

餅
を
食
べ
る
日
だ
っ
た
。
平
安
の
貴
族
社
会
で
の
結
婚
は
、
男
性
（
婿
）
が

女
性
の
家
に
通
う
形
で
、
結
婚
三
日
目
の
夜
に
餅
を
食
べ
る
『三
日
夜
餅 

 

 

 

◆上の写真：亥の子祭りのようす 

◆下の写真：亥の子餅 

 色・形がイノシシに似ている 
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（み
か
よ
の
も
ち
い
）
と
い
う
儀
式
が
あ
っ
た
。 

平
安
時
代
の
亥
の
子
餅
は
、
新
米
に
そ
の
年
に
収
穫
し
た
下

記
の
七
種
の
作
物
の
粉
を
混
ぜ
て
作
っ
て
い
た
そ
う
。 

 
大
豆
・
小
豆
・
大
角
豆
（
さ
さ
げ
）
・ご
ま
・
栗
・
柿
・
糖
（あ
め
） 

な
お
、
大
角
豆
と
は
サ
ヤ
イ
ン
ゲ
ン
に
似
た
マ
メ
科
の
一
種
の
こ
と
。 

   
 

 
 

十
一
月
と
も
な
る
と
、
肌
寒
く
な
る
。
そ
こ
で
、
夏
や
秋
は
卓
上
の
風

炉
を
使
う
が
、
亥
の
子
の
日
に
炉
に
切
り
替
え
る
。
炉
と
は
、
畳
の
下
に

備
え
付
け
る
小
さ
な
囲
炉
裏
の
こ
と
。 

 
 

 
 

ま
た
茶
の
湯
の
世
界
で
は
、
新
茶
の
入
っ
た
壷
の
封
を
切
り
、
茶
を
点

て
る
。
こ
れ
を
、
『
口
切
の
茶
事
（
く
ち
き
り
の
さ
じ
）
』
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
と

て
も
重
要
な
茶
事
の
た
め
、
亥
の
子
の
日
は
『茶
の
湯
の
正
月
』
や
『
茶
人

の
正
月
』
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。 

 
 

 
 

一
般
家
庭
で
も
亥
の
子
の
日
に
は
囲
炉
裏
や
掘
り
ご
た
つ
を
開
く
習

わ
し
が
あ
っ
た
。
古
代
中
国
の
考
え
方
の
一
つ
で
あ
る
『
五
行
思
想
』
に
よ

る
と
、
イ
ノ
シ
シ
は
水
を
表
し
、
イ
ノ
シ
シ
は
火
を
防
ぐ
と
考
え
ら
れ
、

亥
の
子
の
日
に
火
を
入
れ
る
と
火
事
に
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。 

  
 

 
 

ち
な
み
に
令
和
四
（
二
〇
二
二
）
年
の
亥
の
子
の
日
は
、
十
一
月
六
日

（
日
）
と
な
っ
て
い
る
。
和
菓
子
屋
に
は
亥
の
子
餅
が
売
ら
れ
て
い
る
と
思

う
の
で
、
子
孫
繫
栄
や
万
病
防
除
、
子
ど
も
た
ち
の
成
長
を
祈
り
な
が

ら
、
美
味
し
い
お
茶
と
一
緒
に
食
べ
て
み
る
の
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。 

 

 

【参
考
資
料
】 

 
 

・小
童
村
誌 

 
 

・ワ
ゴ
コ
ロ  

 

 

                           

 

十二支 
月 

時刻 
旧暦 新暦 

子 １１ 月 １２ 月 ２３～１時 

丑 １２ 月 １ 月 １～３時 

寅 １ 月 ２ 月 ３～５時 

卯 ２ 月 ３ 月 ５～７時 

辰 ３ 月 ４ 月 ７～９時 

巳 ４ 月 ５ 月 ９～１１時 

午 ５ 月 ６ 月 １１～１３時 

未 ６ 月 ７ 月 １３～１５時 

申 ７ 月 ８ 月 １５～１７時 

酉 ８ 月 ９ 月 １７～１９時 

戌 ９ 月 １０ 月 １９～２１時 

亥 １０ 月 １１ 月 ２１～２３時 
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手
作
り
！ 

亥
の
子
餅
の
作
り
方 

 
 

【
材
料
：
十
二
個
分
】 

 
 
 

・
も
ち
粉
（
白
玉
粉
）
五
〇
㌘ 

・
グ
ラ
ニ
ュ
ー
糖 

七
〇
㌘ 

 
 
 

・
水 
九
〇
㌘ 

・
い
り
ご
ま
（
白
）
小
さ
じ
二 

 
 
 

・
粒
あ
ん 

二
四
〇
㌘ 

・
き
な
こ 

大
さ
じ
三
～
五 

・
片
栗
粉 

  
 

【
作
り
方
】 

① 

あ
ん
こ
は
二
〇
㌘
ず
つ
に
分
け
て
、
細
長
く
丸
め
て
お
く
。 

② 

フ
ラ
イ
パ
ン
で
白
ご
ま
を
一
分
ほ
ど
炒
っ
て
、
軽
く
つ
ぶ
し
て
お

く
。 

③ 

も
ち
粉
と
砂
糖
を
耐
熱
容
器
に
入
れ
、
水
を
少
し
ず
つ
加
え
て
、

粉
の
固
ま
り
が
な
く
な
る
ま
で
手
で
よ
く
混
ぜ
る
。 

④ 

ラ
ッ
プ
を
か
け
て
、
電
子
レ
ン
ジ
六
〇
〇
㍗
で
一
分
加
熱
し
て
取

り
出
し
、
水
で
ぬ
ら
し
た
ゴ
ム
ベ
ラ
で
よ
く
練
る
。 

⑤ 

再
び
一
分
加
熱
し
て
取
り
出
し
て
よ
く
練
る
。
こ
れ
を
三
～
四
回

行
い
、
透
明
感
が
出
た
ら
求
肥
の
出
来
上
が
り
。
出
来
た
求
肥
は

二
〇
〇
㌘
。 

⑥ 

出
来
た
求
肥
に
②
の
ご
ま
を
加
え
て
混
ぜ
込
む
。 

⑦ 

台
の
上
に
ク
ッ
キ
ン
グ
シ
ー
ト
を
敷
き
、
き
な
こ
を
広
げ
て
、
そ

の
上
に
出
来
た
求
肥
を
の
せ
る
。 

⑧ 

麺
棒
に
片
栗
粉
を
ま
ぶ
し
て
、
求
肥
を
軽
く
伸
ば
す
。
十
二
等
分

に
分
け
、
手
の
ひ
ら
の
上
で
広
げ
、
あ
ん
を
包
む
。 

⑨ 

し
っ
か
り
閉
じ
て
な
じ
ま
せ
る
。
ひ
っ
く
り
返
し
た
ら
う
り
坊
ら

し
く
見
え
る
。 

  

                           

 

 上の航空写真は、昭和５０年に撮影された甲奴町のある地区の写真です。 

 さて、ここはどこでしょうか？ 

 よ～く見るとわかりますよ・・・  

こ
こ
は 

 

 

で
し
ょ
う 

 



12 

 

甲
奴
の
石
造
物
紀
行 

＝
福
田
＝ 

  
 

 
 

福
田
中
組
新
墓
地
の
最
下
段
の
竹
や
ぶ
の
中
に
、
宝
篋
印
塔
が
立
っ
て

い
る
。
甲
山
甲
奴
上
市
線
を
上
川
へ
向
か
っ
て
走
っ
て
い
る
と
、
右
に
山
が

見
え
る
が
、
こ
の
宝
篋
印
塔
が
立
っ
て
い
る
の
が
見
え
る
。
以
前
か
ら
見

て
み
た
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
、
用
で
福
田
上
組
に
行
っ
た
際
に
ち
ょ
っ
と

寄
っ
て
み
た
。
墓
地
な
の
で
、
お
邪
魔
し
ま
す
と
一
礼
し
て
墓
地
の
中
を

進
ん
で
い
く
。
下
り
坂
を
下
る
と
二
つ
の
石
造
物
が
そ
れ
で
あ
る
。 

  
 
 
 

下
の
写
真
右
の
宝
篋
印
塔 

 
 
 

に
つ
い
て
は
、
【
甲
奴
町
石
造 

 
 
 

物
シ
リ
ー
ズ
一
】で
次
の
よ
う 

 
 
 

に
説
明
が
さ
れ
て
い
る
。 

  
 
 
 

高
さ
一
三
八
セ
ン
チ
の
花
崗 

 
 
 

岩
製
で
重
量
感
の
あ
る
宝
篋
印 

 
 
 

塔
で
あ
る
。 

 
 
 
 

こ
の
宝
篋
印
塔
は
大
き
さ
違 

 
 
 

う
け
れ
ど
も
、
梶
田
天
神
平
の 

 
 
 

宝
篋
印
塔
と
デ
ザ
イ
ン
が
同
じ 

 
 
 

で
、
恐
ら
く
同
一
の
石
工
に
よ 

 
 

 

っ
て
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
こ
の
宝
篋
印
塔
の
塔
身
に
は
、
月

輪
を
も
つ
金
剛
界
四
仏
が
彫
刻
さ
れ
て
い
る
点
が
異
な
る
。 

 
 
 

 

基
礎
部
分
の
上
部
は
台
形
で
階
段
状
の
造
り
出
し
が
な
い
。
笠
の
下
部

に
も
造
り
出
し
は
な
く
、
上
部
も
隅
飾
り
か
ら
ゆ
る
や
か
な
カ
ー
ブ
で

立
ち
上
が
り
、
造
り
出
し
が
な
い
。
相
輪
も
直
径
が
太
く
重
量
感
が
あ
る
。 

  
 
 
 

【金
剛
界
四
仏
と
は
】 

 
 

 
 

 

金
剛
界
と
は
、
密
教
で
大
日
如
来
の
す
べ
て
の
煩
悩
を
打
ち
破
る
強

固
な
力
を
持
つ
、
智
徳
の
面
を
表
し
た
部
門
の
こ
と
。 

 
 
 
 
 

四
仏
と
は
、
大
日
如
来
の
四
方
に 

鎮
座
す
る
、 

阿
閦
（あ
し
ゅ
く
）
如
来
（ウ
ー
ン
）、 

宝
生
如
来
（
タ
ラ
ー
ク
）、 

阿
弥
陀
如
来
（
キ
リ
ー
ク
）、 

不
空
成
就
如
来
（
ア
ク
）
の
こ
と
。 

     

事
務
局
よ
り 

 

・会
員
募
集
中
で
す
。
ご
紹
介
く
だ
さ
い
。 

 

・
会
の
運
営
や
研
修
内
容
に
つ
い
て
、
ご
意
見
や
ご
質
問
何
で
も

結
構
で
す
の
で
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。 

 

・昔
の
話
や
地
区
の
行
事
な
ど
、
ご
寄
稿
・お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。 

 

・
古
い
写
真
や
資
料
等
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
知
ら
せ
く
だ
さ

い
。
「甲
奴
郷
土
史
だ
よ
り
」
へ
登
載
し
て
い
き
ま
す
。 

 
・出
品
物
に
つ
き
ま
し
て
は
、
責
任
を
持
っ
て
返
却
し
ま
す
の
で
、

ご
連
絡
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

連
絡
先 

鶴
本 

節
子
（カ
ー
タ
ー
セ
ン
タ
ー
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

☎
〇
八
四
七-

六
七-

三
五
三
五 

 
  

  


