
埼
玉
県
下
の
廻
り
地
蔵

―
―
そ
の
地
域
的
展
開
―
―

松
　
崎
　
憲
　
三
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は
じ
め
に

　
「
め
ぐ
り
」
と
か
か
わ
る
民
俗
事
象
に
は
多
様
な
も
の
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
民
俗
信
仰
と
か
か
わ
る
も
の
を
、
筆
者
は
「
め
ぐ
り
」

の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
と
称
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
さ
ま
ざ
ま
な
神
仏
や
神
面
・
経
典
等
々
の
神
（
祭
）
具
・
仏
具
等
を
奉
持
し
て
、
集

落
内
の
家
々
や
集
落
の
範
囲
を
越
え
て
広
範
な
地
域
を
「
め
ぐ
る
（
巡
る
、
廻
る
、
回
る
）」
習
俗
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
筆
者
は
先
に

埼
玉
県
下
の
お
獅
子
様
（
獅
子
回
し
）
を
取
り
上
げ
た（

1
）が

、
小
稿
は
そ
れ
に
続
く
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
廻
り
地
蔵
と
は
地
蔵
尊
像

（
仏
像
あ
る
い
は
絵
像
）
を
背
負
い
厨
子
や
手
提
げ
厨
子
、
箱
等
に
納
め
て
、
各
家
々
や
講
宿
等
を
順
次
廻
し
祀
る
行
事
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
安
産
祈
願
・
子
育
祈
願
の
ほ
か
、
疫
病
除
け
等
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
巡
行
地
蔵
と
称
す
る
こ
と
も
あ
る
。

　

三
田
村
佳
子
は
埼
玉
県
下
の
「
め
ぐ
り
」
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
に
つ
い
て
、「
大
き
く
み
て
起
点
と
終
点
が
あ
り
、
一
定
期
間
に
素

早
く
各
戸
を
廻
り
村
境
で
災
厄
を
祓
う
も
の
と
、
一
定
の
範
囲
を
永
遠
に
廻
り
続
け
る
も
の
と
が
あ
る
が
、
実
際
に
は
そ
の
中
間
形

態
も
多
い
」
と
し
つ
つ
、
前
者
の
代
表
例
に
は
お
獅
子
様
・
百
万
遍
・
大
般
若
等
が
あ
り
、
両
者
の
形
態
を
含
む
も
の
と
し
て
、
廻

り
地
蔵
・
廻
り
不
動
等
が
あ
げ
ら
れ
る
と
し
て
い
る（

2
）。

こ
れ
を
受
け
る
形
で
廻
り
地
蔵
に
つ
い
て
戸
邉
優
美
は
、
一
年
中
廻
っ
て
い

る
形
態
に
は
羽
生
市
川
俣
、
深
谷
市
国
済
寺
の
廻
り
地
蔵
な
ど
が
あ
り
、
地
域
の
中
を
廻
り
続
け
て
い
る
が
縁
日
に
地
蔵
が
檀
那
寺

へ
戻
る
決
ま
り
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
特
定
の
期
間
に
起
点
か
ら
終
点
を
巡
る
形
態
の
も
の
と
し

て
は
、
熊
谷
市
今
井
や
本
庄
市
北
堀
の
廻
り
地
蔵
な
ど
が
あ
り
、
こ
ち
ら
は
縁
日
に
檀
那
寺
を
出
発
し
、
決
ま
っ
た
地
域
を
廻
っ
て

い
く
も
の
と
の
見
解
を
示
し
た（

3
）。

　

な
お
、
県
内
に
お
け
る
廻
り
地
蔵
の
分
布
を
ざ
っ
と
見
る
と
、
利
根
川
に
接
す
る
県
北
の
地
域
と
所
沢
市
・
入
間
市
・
新
座
市
を

中
心
と
す
る
県
南
に
集
中
し
、
中
央
部
の
比
企
郡
吉
見
町
や
東
松
山
市
あ
た
り
に
も
散
見
で
き
る
と
い
っ
た
状
況
で
あ
る
。
ち
な
み

に
県
南
と
県
中
央
部
の
も
の
に
は
、
都
内
や
神
奈
川
県
内
の
寺
院
に
拠
点
を
お
く
廻
り
地
蔵
と
か
か
わ
る
も
の
が
目
立
つ
。
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小
稿
で
は
こ
う
し
た
傾
向
を
踏
ま
え
て
、
県
下
の
廻
り
地
蔵
の
概
要
把
握
に
努
め
た
上
で
、「
め
ぐ
り
」
の
形
態
の
相
違
や
地
域

的
特
徴
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
、
先
行
研
究
小
史

　

埼
玉
県
下
の
廻
り
地
蔵
の
存
在
を
知
る
上
で
欠
か
せ
な
い
の
が
、
三
好
朋
十
の
『
武
蔵
野
の
地
蔵
尊
～
武
蔵
野
編
～
』、『　

同　

～
埼

玉
東
部
／
川
崎
・
横
浜
市
編
～
』
で
あ
る（

4
）。

こ
れ
ら
の
小
冊
子
は
、
当
該
地
域
に
あ
る
寺
院
の
地
蔵
尊
を
取
り
上
げ
て
簡
潔
に
解
説

を
施
し
た
も
の
で
、
こ
の
中
に
巡
行
地
蔵
が
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
地
図
で
寺
院
が
プ
ロ
ッ
ト
さ
れ
て
お
り
、
こ

の
種
の
調
査
・
研
究
を
手
掛
け
る
い
わ
ば
導
き
の
書
と
い
え
る
。
一
方
、
報
告
・
研
究
論
文
に
関
し
て
い
え
ば
、
熊
谷
市
周
辺
の
廻

り
地
蔵
に
逸
早
く
注
目
し
た
の
は
大
島
建
彦
で
あ
り
、
同
市
広
瀬
・
円
福
寺
（
臨
済
宗
）
の
廻
り
地
蔵
と
広
瀬
廊
ま
で
廻
っ
て
く
る

深
谷
市
国
済
寺
（
臨
済
宗
）
の
そ
れ
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
「
お
加
持
」
や
「
お
う
か
が
い
」
な
る
習
俗
の
存
在

に
注
目
し
て
お
り
、
興
味
深
い
。
な
お
、
同
市
今
井
の
廻
り
地
蔵
つ
い
て
は
、
改
め
て
調
査
を
試
み
た
い
と
し
て
そ
の
存
在
を
指
摘

し
て
い
る
に
留
ま
っ
て
い
る（

5
）。

中
村
光
次
も
「
熊
谷
の
巡
行
地
蔵
」
な
る
論
稿
を
ま
と
め
て
お
り
、
こ
れ
も
深
谷
市
国
済
寺
か
ら

廻
っ
て
く
る
地
蔵
に
つ
い
て
、
熊
谷
市
久
保
島
の
受
け
入
れ
習
俗
に
つ
い
て
報
告
し
た
も
の
で
あ
る（

6
）。

　

な
お
、
先
に
触
れ
た
熊
谷
市
今
井
の
廻
り
地
蔵
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
『
埼
玉
県
の
祭
り
・
行
事
』
の
中
で
三
田
村
が
報
告
し
て

お
り（

7
）、

ま
た
三
田
村
は
、「
北
埼
玉
の
地
蔵
祭
り
」
の
中
で
、
深
谷
市
国
済
寺
や
高
島
の
廻
り
地
蔵
等
に
つ
い
て
も
簡
単
な
が
ら
言

及
し
て
い
る（

8
）。

さ
ら
に
は
、
埼
玉
県
立
歴
史
と
民
俗
の
博
物
館
に
よ
る
「
巡
る
・
廻
り
の
民
俗
行
事
」
の
組
織
的
調
査
で
も
熊
谷

市
・
今
井
の
廻
り
地
蔵
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
内
田
幸
彦
が
地
蔵
の
由
来
・
巡
回
範
囲
・
祀
り
方
等
に
分
析
を
加
え
て
い
る（

9
）。

一
方
、
羽
生
市
本
川
俣
の
廻
り
地
蔵
に
つ
い
て
は
戸
邉
が
報
告
し
て
お
り
、
地
域
の
檀
那
寺
・
千
手
院
（
真
言
宗
）
の
地
蔵
ま
つ
り

と
の
関
連
に
留
意
し
つ
つ
分
析
を
試
み
て
い
る（

10
）。
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こ
れ
ら
に
対
し
て
、
県
中
央
部
に
位
置
す
る
比
企
郡
吉
見
町
久
保
田
・
無
量
寺
（
真
言
宗
）
の
廻
り
地
蔵
を
取
り
上
げ
た
の
は
榎

本
直
樹
で
あ
り
、
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
の
「
順
廻
地
蔵
一
礼
の
事
」
な
る
史
料
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
か
つ
て

は
久
保
田
の
み
な
ら
ず
川
島
村
（
現
川
島
町
）
吹
塚
そ
の
他
に
ま
で
出
向
い
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
榎
本
に
よ
れ
ば
、
こ

の
地
蔵
は
廻
国
（
六
十
）
六
部
が
背
負
っ
て
い
た
も
の
と
い
う（

11
）。

最
後
に
、
入
間
市
や
所
沢
市
域
を
廻
っ
て
い
た
、
東
京
都
狛
江
市

和
泉
・
泉
龍
寺
（
曹
洞
宗
）
の
廻
り
地
蔵
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
中
島
恵
子
の
研
究
成
果
を
引
用
し
な
が
ら
筆
者
が
若
干
言
及
し
た

こ
と
が
あ
る（

12
）。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
程
改
め
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

廻
り
地
蔵
の
事
例
数
と
い
い
、
調
査
・
研
究
成
果
の
質
量
と
い
い
、
神
奈
川
県
の
そ
れ
に
は
及
ば
な
い
か
ら
か
も
し
れ
な
い
が
、

埼
玉
県
下
で
も
わ
り
と
早
く
か
ら
調
査
が
な
さ
れ
、
近
年
は
県
立
の
博
物
館
に
よ
る
組
織
的
調
査
も
実
施
さ
れ
、
よ
う
や
く
そ
の
全

体
像
が
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
経
緯
も
あ
っ
て
、
標
題
の
テ
ー
マ
で
取
り
組
む
こ
と
に
思
い
至
っ
た
次
第
で

あ
る
。

二
、
廻
り
地
蔵
の
分
布

⑴
三
好
朋
十
の
報
告
か
ら

　

先
に
紹
介
し
た
三
好
の
著
書
は
便
利
こ
の
上
な
く
、
筆
者
も
『
巡
り
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
』
な
る
小
著
の
中
で
活
用
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
。
三
好
の
著
書
に
は
、
一
〇
ヶ
寺
の
巡
行
地
蔵
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
六
ヶ
寺
の
も
の
が
所
謂
廻
り
地
蔵
に
相
当
し
、

あ
と
は
笠
を
頭
上
に
冠
し
た
像
容
が
巡
行
姿
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
六
ヶ
寺
の
巡
行
地
蔵
（
廻
り
地
蔵
）
を
取
り
上
げ
る
。

ア
北
本
市
北
本
宿
・
多
聞
寺
（
真
言
宗
）

　

堂
内
に
素
彫
り
、
円
頂
、
も
ろ
手
を
前
に
し
て
一
童
子
を
抱
い
て
い
る
よ
う
な
立
高
三
十
四
セ
ン
チ
の
小
体
の
地
蔵
尊
を
、
笈
の

中
に
納
め
た
ま
ま
安
置
し
て
あ
る
。
往
時
の
い
わ
ゆ
る
巡
行
地
蔵
の
類
で
あ
っ
て
、
檀
信
徒
の
家
々
を
巡
行
し
た
子
育
地
蔵
の
類
で
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あ
ろ
う
か
。（
中
略
）
こ
の
巡
行
地
蔵
を
境
内
の
地
蔵
堂
に
安
置
し
た
理
由
は
、
檀
信
徒
が
巡
行
を
や
め
て
当
寺
に
安
置
し
て
お
け
ば
、

誰
で
も
、
い
つ
で
も
、
任
意
に
参
詣
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
申
し
出
て
、
そ
の
の
ち
、
こ
の
よ
う
に
し
た
も
の
で
あ
る（

13
）。

イ
鳩
ケ
谷
市
浦
・
地
蔵
院
（
真
言
宗
）

　

本
尊
は
木
彫
り
の
地
蔵
尊
で
、
秘
仏
で
あ
る
。（
中
略
）
光
背
と
尊
体
と
は
一
本
作
り
、
彫
目
、
珠
杖
を
持
ち
、
座
高
六
十
セ
ン
チ
、

宮
殿
の
中
に
安
置
さ
れ
、
子
育
巡
行
地
蔵
と
呼
び
、
江
戸
時
代
に
巡
行
し
た
こ
と
が
あ
る
。
江
戸
以
前
の
入
仏
で
あ
ろ
う（

14
）。

ウ
羽
生
市
川
俣
・
千
手
院
（
真
言
宗
）

　

寺
に
は
巡
行
地
蔵
と
い
う
名
の
木
彫
り
地
蔵
一
尊
を
安
置
し
て
あ
る
。
安
置
と
い
う
よ
り
も
一
日
だ
け
本
堂
内
に
安
置
し
（
八
月

二
十
三
日
だ
け
＝
筆
者
注
）、
そ
の
日
の
夕
頃
に
は
巡
行
し
て
し
ま
う
と
い
う
忙
し
い
地
蔵
尊
で
あ
る
。（
中
略
）
伝
え
い
う
。
昔
、
一

人
の
廻
国
六
十
六
部
巡
礼
者
が
い
て
、
諸
国
を
め
ぐ
り
、
こ
の
川
俣
の
村
ま
で
辿
っ
て
来
た
が
、
長
い
旅
に
疲
れ
て
か
、
病
を
得
て

斃
れ
て
し
ま
っ
た
。
里
人
は
こ
れ
を
見
て
不
憫
に
思
い
、
地
蔵
尊
を
入
れ
た
笈
を
そ
の
ま
ま
千
手
院
に
置
い
て
ね
ん
ご
ろ
に
供
養
し

て
や
っ
た
。
が
、
現
在
も
な
お
巡
礼
者
は
死
者
の
霊
に
な
ら
っ
て
、
地
蔵
尊
を
笈
厨
子
に
入
れ
た
ま
ま
三
百
六
十
五
日
を
巡
行
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
尊
容
は
円
頂
、
珠
杖
を
持
ち
、
金
で
蒔
絵
し
、
立
高
四
十
八
セ
ン
チ
、
左
右
の
袖
は
乱
れ
て
破
風
の
姿
で
あ
り
、

江
戸
中
期
の
入
仏
と
推
定
す
る（

15
）。

エ
深
谷
市
高
島
・
安
養
院
（
真
言
宗
）

　

利
根
川
の
右
岸
近
き
旧
新
戒
（
し
ん
が
い
）
村
の
北
端
に
、
真
言
宗
高
野
派
の
引
接
山
（
い
ん
じ
ょ
う
さ
ん
）
安
養
院
が
あ
る
。
こ

こ
は
深
谷
市
高
島
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
境
内
の
地
王
堂

4

4

4

内
に
お
へ
ち
巡
行
と
い
う
名
の
石
彫
地
蔵
を
安
置
す
る
。
こ
の
地
蔵

尊
は
、
利
根
川
が
氾
濫
し
た
と
き
に
寺
前
に
漂
着
し
た
の
を
、
里
人
た
ち
が
拾
い
あ
げ
た
尊
像
で
あ
っ
て
、
村
人
た
ち
は
こ
れ
を
お

厨
子
の
中
に
納
め
、
こ
れ
を
か
つ
い
で
対
岸
の
尾
島
や
、
南
岸
の
石
塚
、
由
良
、
登
戸
な
ど
と
い
う
村
々
を
巡
行
す
る
。
尊
容
は
円

頂
、
珠
杖
を
持
ち
、
立
高
五
十
二
セ
ン
チ
、
厨
子
の
裏
に
大
き
な
環
が
つ
い
て
い
る
。
厨
子
の
引
出
し
の
内
に
は
具
足
や
灯
芯
、
油

な
ど
を
入
れ
る
。
利
根
川
が
改
削
さ
れ
る
以
前
は
、
寺
の
あ
る
あ
た
り
は
群
馬
県
に
属
し
て
い
た
。
け
だ
し
お
へ
ち
と
は
ヘ
チ
マ
加
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持
の
略
語
で
あ
ろ
う
。
八
月
中
頃
に
こ
の
地
蔵
尊
の
前
で
加
持
祈
禱
を
行
っ
た
か
ら
、
ヘ
チ
マ
と
い
う
の
で
あ
ろ
う（

16
）。

オ
深
谷
市
国
済
寺
・
国
済
寺
（
臨
済
宗
）

　

書
院
の
棚
の
上
に
丸
彫
り
、
円
頂
、
座
高
十
数
セ
ン
チ
、
小
体
の
地
蔵
を
六
体
一
列
に
並
べ
て
安
置
す
る
。
い
ず
れ
を
見
て
も
頭

巾
を
か
ぶ
り
、
衣
装
を
着
、
き
わ
め
て
長
大
の
帯
を
し
め
、
小
形
の
厚
地
の
ざ
ぶ
と
ん
の
上
に
座
し
て
い
る
。
一
見
し
て
節
句
の
雛

人
形
に
似
て
い
る
。
こ
の
名
を
巡
行
地
蔵
の
御
留
守
居
六
地
蔵
と
呼
ぶ
。
願
主
尊
は
い
つ
も
巡
行
中
に
し
て
、
毎
月
二
十
三
日
に
だ

け
寺
に
帰
る
。
つ
ね
に
付
近
の
檀
家
を
巡
行
し
て
い
る
の
で
あ
る（

17
）。

カ
本
庄
市
北
堀
・
清
福
寺
（
真
言
宗
）

　

本
尊
は
大
日
如
来
、
寺
歴
は
不
明
、
本
堂
の
東
に
隣
る
別
堂
内
に
素
彫
り
、
一
本
作
り
、
円
頂
、
立
高
三
十
二
セ
ン
チ
、
双
手
を

前
に
し
て
童
子
を
抱
く
子
育
て
地
蔵
尊
を
安
置
す
る
。
六
字
唱
名
を
法
衣
に
墨
書
し
、
か
つ
背
部
に
は
、「
甲
州
山
梨
郡
萩
原
村
寛

政
四
年
四
月
吉
祥
日
木
食
日
勝
作
云
々
」
と
墨
書
す
る
。
そ
の
傍
に
簡
単
な
小
像
を
置
く
。
こ
の
神
輿
の
内
に
石
の
子
育
地
蔵
を
奉

安
し
て
、
北
堀
付
近
の
四
つ
の
小
部
落
の
檀
家
を
次
々
と
巡
行
し
て
そ
の
日
の
暮
方
に
寺
に
帰
る
。
以
前
に
は
七
月
二
十
三
日
に
地

蔵
会
を
行
っ
た
が
、
今
は
八
月
二
十
三
日
に
こ
れ
を
行
う（

18
）。

　

以
上
の
う
ち
ア
は
県
央
部
に
位
置
し
、
イ
は
東
南
郡
に
位
置
す
る
ほ
か
は
全
て
県
北
の
事
例
で
あ
り
、
県
内
に
「
拠
点
」
を
置
く

廻
り
地
蔵
分
布
の
一
つ
の
傾
向
性
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
六
ヶ
寺
の
巡
行
地
蔵
の
う
ち
子
育
地
蔵
な
る
名
を
持
つ
も

の
は
三
例
あ
っ
た
が
、
疫
病
除
け
に
関
す
る
記
述
は
三
好
の
著
書
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
毎
月
二
十
三
日
、
あ
る
い
は
八

月
二
十
三
日
だ
け
戻
る
と
い
う
事
例
が
二
つ
、
八
月
二
十
三
日
だ
け
廻
る
と
い
う
の
が
一
例
で
あ
っ
た
。
一
集
落
内
に
と
ど
ま
ら
ず

そ
れ
な
り
に
広
範
な
地
域
を
廻
る
も
の
と
し
て
は
、
エ
安
養
院
、
オ
国
済
寺
、
カ
清
福
寺
の
も
の
と
三
例
確
認
で
き
た
。
ア
と
イ
の

二
例
は
、
比
較
的
早
い
段
階
で
習
俗
が
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
ア
北
本
市
・
多
聞
寺
の
事
例
は
、
習
俗
を

維
持
で
き
な
か
っ
た
か
ら
と
い
う
理
由
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
信
仰
心
の
篤
さ
故
に
寺
院
に
安
置
す
る
よ
う
に
し
た
と
の
こ
と
で
、

積
極
的
理
由
に
よ
っ
て
祀
る
形
態
を
変
え
た
珍
し
い
事
例
と
い
え
る
。
な
お
、
エ
深
谷
市
・
安
養
院
の
巡
行
地
蔵
に
つ
い
て
三
好
は
、
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石
像
と
し
て
い
る
が
木
彫
り
の
立
像
で
あ
り
、
祀
ら
れ
て
い
る
の
は
地

王
堂
で
は
な
く
、
地
蔵
堂
で
あ
る
。

⑵
埼
玉
県
立
歴
史
と
民
俗
の
博
物
館
の
報
告
か
ら

　

表
の
廻
り
地
蔵
一
覧
と
、
そ
れ
に
対
応
す
る
廻
り
地
蔵
分
布
図
を
御

覧
い
た
だ
き
た
い
。
こ
れ
は
、「
埼
玉
県
の
祭
り
・
行
事
」
基
礎
調
査
票

を
も
と
に
作
成
し
た
と
の
こ
と
で
、
筆
者
が
関
心
を
持
つ
深
谷
市
・
安

養
院
や
国
済
寺
の
事
例
、
榎
本
が
報
告
し
た
比
企
郡
吉
見
町
の
も
の
等

は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
こ
で
は
県
南

部
お
よ
び
県
中
部
に
目
を
注
ぎ
た
い
。
こ
の
分
布
図
に
つ
い
て
、
戸
邉

は
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る（

19
）。

　

県
北
の
廻
り
地
蔵
が
地
蔵
祭
り
と
関
連
し
、
基
本
的
に
集
落
で
完
結

す
る
の
に
対
し
、
県
南
で
は
講
行
事
と
し
て
行
わ
れ
、
集
落
か
ら
集
落

へ
と
巡
っ
て
い
く
も
の
が
多
い
。
所
沢
市
や
入
間
市
、
坂
戸
市
な
ど
で

は
、
春
や
秋
の
季
節
、
地
蔵
講
が
泉
龍
寺
（
東
京
都
狛
江
市
和
泉
）
か
ら

地
蔵
を
借
り
て
き
て
、
講
中
か
ら
講
中
へ
、
す
な
わ
ち
集
落
か
ら
集
落

へ
と
廻
し
て
い
た
。
呼
び
名
は
「
和
泉
の
地
蔵
」、「
世
田
谷
の
廻
り
地

蔵
」
な
ど
様
々
だ
が
、
い
ず
れ
も
「
子
安
地
蔵
」、「
子
育
地
蔵
」
と
し

て
信
仰
さ
れ
、
昭
和
一
〇
年
代
ま
で
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ

番号 現市町
村名 行事名（別名） 所在地 行事日 行事の中心に

なる場所 道具立て・用具類

1 熊谷市
今井の廻り地蔵

（別名）
地蔵様のお廻り

熊谷市今井
新井

1 月16日、 8 月16
日（も と）旧 暦 1
月16日、 7 月16日

浄業庵
延命地蔵、厨子、
御守、笈、太鼓、
鉦

2 加須市 地蔵会 加須市馬内字上
川面 8 月23日 諏訪社の別当

延命寺 地蔵尊

3 本庄市 地蔵様 本庄市北堀 農休み（ 7 月前半） 各自治会館 神輿

◎ 4 所沢市 和泉の地蔵 所沢市 各講によって異な
る（夏・秋頃） 曹洞宗 泉龍寺 木造の子安地蔵、

厨子

◎ 5 羽生市 廻り地蔵 羽生市本川俣 1 年中 真言宗 千手院 高さ 45 cmの木彫
地蔵、厨子

◎ 6 入間市 廻り地蔵 入間市 秋祭りのころ 曹洞宗 泉龍寺 子育地蔵、厨子、
手車

◎ 7 新座市 地蔵様 新座市中野 8 月頃 地蔵様の掛け軸、
木の箱

◎ 8 坂戸市
世田谷の廻り地蔵

（一晩地蔵・背負い
地蔵）

坂戸市 12月から 2 月にか
けての農閑期 曹洞宗 泉龍寺

高さ 30 cm程の子
供を抱いた子育て
地蔵、厨子

◎ 9 ふじみ
野市 イナゲの地蔵 上福岡市 年 1 回春か秋 曹洞宗 真福寺 子育地蔵、厨子、

手車、リヤカー

表　 廻り地蔵一覧（『無形民俗文化財調査事業「巡り・廻りの民俗行事」総括報告書Ⅰ』によ
る）。
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図
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）。

　
　

注（
1）　

 ●
…

廻
り

地
蔵

実
施

地
、　
▨

…
集

落
を

越
え

て
廻

り
地

蔵
を

行
う

地
域

。
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Ｋ
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廻
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Ｍ
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の
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蔵
）

は
筆

者
が

加
え

た
も

の
で

あ
る

。
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る
。
ま
た
、
現
在
の
ふ
じ
み
野
市
に
当
た
る
地
域
で
は
、
春
や
秋
に
真
福
寺
（
神
奈
川
県
横
浜
市
港
北
区
）
の
子
育
地
蔵
を
借
り
て

き
て
、
集
落
か
ら
集
落
へ
と
廻
し
て
い
た
。「
イ
ナ
ゲ
の
地
蔵
」
と
呼
ば
れ
ら
こ
の
行
事
は
現
在
の
富
士
見
市
や
川
越
市
に
も
ま
た

が
っ
て
昭
和
一
〇
年
代
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
。
講
と
し
て
行
わ
れ
た
和
泉
の
地
蔵
や
イ
ナ
ゲ
の
地
蔵
は
、
埼
玉
県
南
だ
け
で
は
な

く
、
東
京
都
や
神
奈
川
に
広
い
信
仰
圏
を
形
成
し
て
い
た
。
子
授
け
や
子
育
て
の
霊
験
あ
ら
た
か
な
地
蔵
を
集
落
か
ら
集
落
へ
と

廻
す
例
は
、
今
井
の
廻
り
地
蔵
に
も
共
通
す
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
埼
玉
県
下
の
お
よ
そ
の
状
況
が
理
解
で
き
る
。
さ
て
、
県
南
部
の
地
域
へ
は
、
県
境
を
越
え
て
東
京
や
横
浜
か
ら
廻

り
地
蔵
が
や
っ
て
来
て
い
た
よ
う
で
、
一
種
の
流
行
神
と
し
て
広
が
り
を
見
せ
、
戦
前
に
消
滅
し
た
よ
う
で
あ
る
。
三
好
の
『
武
蔵

野
の
地
蔵
尊
～
都
内
編
～
』
に
も
、
泉
龍
寺
の
巡
行
地
蔵
の
こ
と
は
書
か
れ
て
い
た
が（

20
）、

埼
玉
関
連
の
記
述
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か

ら
割
愛
し
た
。
埼
玉
県
下
の
市
町
村
史
に
も
、
泉
龍
寺
や
真
福
寺
関
連
の
記
述
は
あ
る
も
の
の
、
県
境
を
越
え
て
い
る
た
め
か
、
簡

単
な
記
述
で
留
ま
っ
て
い
る
。
幸
い
中
島
恵
子
が
執
筆
し
た
『
狛
江
市
の
巡
行
仏
』
が
手
許
に
あ
る
こ
と
か
ら（

21
）、

同
書
に
導
か
れ
つ

つ
泉
龍
寺
の
廻
り
地
蔵
を
中
心
に
県
南
部
の
実
態
を
確
認
し
た
い
。
合
わ
せ
て
、
一
つ
の
集
落
内
で
完
結
す
る
新
座
市
中
野
の
廻
り

地
蔵
も
次
節
で
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

三
、
県
南
部
の
廻
り
地
蔵

⑴
泉
龍
寺
（
曹
洞
宗
）
と
真
福
寺
（
曹
洞
宗
）
の
廻
り
地
蔵

　

東
京
都
狛
江
市
和
泉
に
あ
る
泉
龍
寺
は
、
藤
沢
市
遠
藤
の
曹
洞
宗
宝
泉
寺
の
末
寺
で
、
本
尊
の
釈
迦
如
来
の
下
檀
に
厨
子
に
入
っ

た
延
命
子
安
地
蔵
尊
を
祀
っ
て
い
る
。
地
蔵
尊
は
左
手
に
小
児
を
抱
い
た
木
像
の
坐
像
で
通
称
は
子
育
地
蔵
。
こ
の
地
蔵
尊
は
江
戸

の
中
期
か
ら
昭
和
十
七
年
（
一
九
四
二
）
頃
ま
で
、
近
郷
・
近
在
の
信
者
の
間
を
巡
行
し
て
い
た
。『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
巻
之
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一
二
七
「
泉
龍
寺
」
の
条
に

　

本
尊
釈
迦
木
の
坐
像
一
尺
余
な
る
を
安
せ
り
、
こ
の
外
に
地
蔵
一
軀
あ
り
、
こ
れ
は
木
の
坐
像
台
座
共
一
尺
五
寸
許
、
厨
子
に

入
た
り
、
安
永
年
中
よ
り
近
村
の
民
信
心
の
あ
ま
り
、
こ
の
像
を
己
が
宅
へ
う
つ
し
て
祈
念
せ
し
こ
と
あ
り
し
に
、
其
し
る
し
あ

り
し
か
ば
伝
へ
き
ゝ
、
今
は
江
戸
に
て
も
己
々
が
家
へ
迎
へ
て
祈
念
せ
り
、
さ
れ
ば
月
の
二
十
三
日
と
い
へ
る
は
こ
ゝ
へ
帰
る
の

み
に
て
、
其
他
は
都
鄙
を
巡
行
せ
り
と
、

こ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
お
り（

22
）、

巡
行
の
始
ま
り
は
安
永
年
間
（
一
七
七
二
～
八
一
）
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
中
島
に
よ
れ

ば
、
泉
龍
寺
境
内
の
弁
財
天
池
の
石
橋
に
、「
宝
暦
二
壬
申

年
仲
冬
吉
日　

願
主
上
祖
師
谷
村
吉
岡
宗
七
郎
」「
廻
地
蔵
尊
以
賽
銭
物
此

石
橋
修
造
者
也
」
と
刻
ま
れ
て
お
り
、
安
永
年
中
よ
り
以
前
の
宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）
に
は
、
既
に
近
村
を
巡
行
し
、
信
仰
を
集

め
て
い
た
地
蔵
尊
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る（

23
）。

　

泉
龍
寺
の
廻
り
地
蔵
は
毎
月
一
回
寺
院
に
戻
る
と
い
う
形
の
も
の
で
、
月
の
二
十
五
日
か
ら
翌
二
十
二
日
ま
で
巡
行
し
、
二
十
三

日
に
は
泉
龍
寺
に
送
り
込
み
、
二
十
四
日
が
縁
日
と
な
る
。
泉
龍
寺
近
在
に
住
む
明
治
三
、四
十
年
代
生
ま
れ
の
人
達
の
記
憶
に
は
、

砂
川
・
小
川
・
立
川
・
村
山
・
山
口
・
狭
山
・
所
沢
・
練
馬
・
十
条
・
赤
羽
な
ど
の
講
中
の
名
が
残
っ
て
い
る
と
い
う（

24
）。

こ
れ
に
対

応
す
る
よ
う
に
、『
所
沢
市
史　

民
俗
編
』「
和
泉
の
ま
わ
り
地
蔵
」
の
頃
に
は
、
次
の
よ
う
に
報
告
さ
れ
て
い
る（

25
）。

　

和
泉
（
東
京
都
狛
江
市
）
の
泉
龍
寺
の
子
安
地
蔵
は
、
戦
前
ま
で
、
東
京
各
地
や
埼
玉
県
西
部
を
巡
行
し
広
い
信
仰
を
集
め
て
い

た
。
そ
れ
は
「
ま
わ
り
地
蔵
」
ま
た
は
「
和
泉
の
地
蔵
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
地
蔵
の
巡
行
は
、
講
を
単
位
と
し
て
行
わ
れ
、
講

は
講
元
を
中
心
と
し
て
地
蔵
が
巡
行
す
る
村
が
数
ヵ
村
な
い
し
、
十
数
ヵ
村
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。（
中
略
）
か
つ
て
は
市
内
の
三
ヶ

島
地
区
（
林
・
糀
谷
・
中
村
・
表
・
堀
之
内
）
が
宮
寺
講
中
、
久
米
・
上
新
井
が
小
川
・
砂
川
講
中
の
傘
下
に
あ
り
、
山
口
地
区
を
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中
心
に
山
口
講
中
、
所
沢
町
を
中
心
と
し
て
所
沢
講
中
が
結
成
さ
れ
て
い
た
。

　

各
講
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
明
確
で
は
な
い
が
、
泉
龍
寺
に
残
る
記
録
に
よ
る
と
、
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
に
所
沢
講
中
の

名
が
現
れ
、
そ
の
後
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
講
が
拡
大
し
て
い
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
特
に
所
沢
講
中
は
、
巡
行
地
域
が
所
沢

町
の
み
で
は
な
く
、
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）
の
「
延
命
子
安
地
蔵
尊
掌
故
」
に
よ
る
と
、
高
萩
村
（
入
間
郡
日
高
町
）
や
鶴
ヶ

島
（
入
間
郡
鶴
ヶ
島
）、
精
明
村
、
加
治
村
（
飯
能
市
）、
柏
原
村
（
狭
山
市
）、
坂
戸
町
（
坂
戸
市
）
に
世
話
人
の
名
が
記
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
ら
の
地
域
に
も
ま
わ
り
地
蔵
が
巡
行
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
所
沢
講
中
が
広
範
な
地
域
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
小
川
・
砂
川
講
傘
下
の
地
域
、
山
口
講
に
属
す

る
地
域
は
所
沢
市
の
比
較
的
数
少
な
い
集
落
が
か
か
わ
っ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
方
宮
寺
講
で
あ
る
が
、
狛
江

市
和
泉
周
辺
の
老
人
達
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
狭
山
」
な
る
講
中
に
相
当
し
、
所
沢
よ
り
も
入
間
の
集
落
が
数
多
く
加
わ
っ
て
お
り
、

最
盛
期
に
は
巡
行
は
三
十
六
ヶ
村
に
及
ん
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
以
下
、
中
島
の
報
告
を
整
理
す
る
形
で
話
を
進
め
る
。

　

宮
寺
講
中
が
で
き
た
の
は
天
明
（
一
七
八
一
～
八
九
）
の
飢
饉
後
と
伝
え
て
お
り
、
疫
病
が
流
行
り
小
ヶ
谷
戸
村
や
矢
寺
村
で
子
供

が
大
勢
亡
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
小
ヶ
谷
戸
村
の
名
主
・
原
島
市
兵
衛
が
中
心
と
な
り
、
当
時
盛
ん
で
あ
っ
た
泉
龍
寺
の
子
育
地
蔵

を
迎
え
る
よ
う
に
し
た
と
い
う
。
昭
和
十
三
年
（
一
九
三
八
）
の
宮
寺
講
中
人
名
簿
に
よ
る
と
、
講
員
数
は
お
よ
そ
四
百
名
。
そ
の

内
訳
は
次
の
通
り
で
あ
る
。（
）
内
の
数
字
は
大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
）
の
も
の
で
あ
る
。

三
ヶ
島
村
（
所
沢
市
）＝
林
31
（
31
）・
表
14
（
19
）・
糀
谷
19
・
中
村
15
（
23
）・
堀
之
内
19

金
子
村
（
入
間
市
）＝
南
峯
14
（
15
）・
寺
竹
20
・
上
谷
ヶ
貫
16
（
17
）・
下
谷
ヶ
貫
22
（
27
）・
西
三
ッ
木
14
（
16
）

東
金
子
村
（
入
間
市
）＝
上
小
谷
田
17
・
下
小
谷
田
15

宮
寺
村
（
入
間
市
）＝
矢
萩
26
（
18
）・
小
ヶ
谷
戸
23
（
16
）

元
狭
山
村
（
入
間
市
）＝
栗
原
10
・
二
本
木
27
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豊
岡
町
（
入
間
市
）＝
扇
町
屋
8

藤
沢
村
（
入
間
市
）＝
上
藤
沢
28
（
26
）

霞
村
（
青
梅
市
）＝
七
日
市
場
藤
橋
12
（
13
）

長
岡
村
（
青
梅
市
）＝
長
岡
40

　

各
講
中
に
は
、
世
話
人
が
一
人
か
ら
二
人
、
そ
の
ま
と
め
役
と
し
て
宮
寺
村
小
ヶ
谷
戸
に
講
元
一
人
、
三
ヶ
島
村
の
堀
之
内
に
副

講
元
を
一
人
置
い
た
。
講
元
と
副
講
元
は
世
襲
で
あ
る
。
宮
寺
講
中
の
巡
行
は
、
八
月
二
十
五
日
か
ら
九
月
二
十
二
日
ま
で
で
あ
る
。

八
月
二
十
五
日
に
寺
を
朝
四
時
頃
出
た
お
地
蔵
さ
ん
は
、
寺
の
男
衆
二
人
の
引
く
車
に
乗
せ
ら
れ
て
（
明
治
末
ま
で
は
厨
子
に
入
れ
て

背
負
っ
て
運
ん
で
い
た
）、
講
元
の
家
に
昼
前
に
到
着
す
る
。
九
星
の
紋
の
あ
る
箱
に
は
、
お
地
蔵
さ
ん
と
一
緒
に
お
札
も
入
っ
て
い

る
。

　

こ
の
日
の
宿
は
講
元
の
家
が
す
る
。
奥
座
敷
の
床
の
間
な
ど
に
幕
を
張
り
、
お
地
蔵
さ
ん
を
据
え
、
蝋
燭
や
線
香
な
ど
を
立
て
て

お
茶
や
う
ど
ん
を
供
え
る
。
お
地
蔵
さ
ん
が
到
着
す
る
と
鉦
を
叩
い
て
知
ら
せ
た
。
集
落
の
者
が
次
か
ら
次
へ
と
お
ま
い
り
に
来
て

お
賽
銭
を
あ
げ
る
。
子
供
も
大
勢
集
ま
っ
て
き
て
菓
子
な
ど
も
ら
っ
た
。
夕
方
近
く
な
る
と
、「
ひ
と
ま
わ
り
し
て
来
い
や
」
な
ど

と
い
わ
れ
て
、
一
〇
人
く
ら
い
の
子
供
た
ち
が
め
い
め
い
、
赤
・
黄
・
紫
・
白
な
ど
の
布
に
「
延
命
子
安
地
蔵
尊
」
と
書
い
た
旗
を

立
て
て
行
列
を
作
り
、
一
人
が
鉦
を
叩
い
て
集
落
を
触
れ
て
ま
わ
る
。
講
中
に
入
っ
て
い
な
く
て
も
、
妊
婦
や
子
供
の
欲
し
い
人
、

子
供
が
弱
い
家
の
人
な
ど
は
お
ま
い
り
に
来
る
。

　

二
十
五
日
は
夕
方
か
ら
講
元
の
家
で
飲
み
講
が
あ
っ
た
。
お
地
蔵
さ
ん
の
巡
行
に
関
す
る
様
々
な
こ
と
を
決
め
る
さ
さ
や
か
な
宴

会
を
、
こ
の
あ
た
り
で
は
お
も
に
飲
み
講
と
い
っ
て
い
た
と
い
う
。
飲
み
講
に
は
、
講
元
や
副
講
元
、
そ
れ
に
各
講
中
か
ら
都
合
の

つ
く
世
話
人
が
集
ま
っ
て
、
上
（
西
）
廻
り
、
下
（
東
）
廻
り
な
ど
そ
の
年
の
巡
行
順
序
を
決
め
た
。
宿
の
家
な
ど
も
こ
の
と
き
定

ま
る
。
宿
は
世
話
人
も
し
く
は
希
望
者
の
家
で
、
集
落
に
よ
っ
て
は
二
ヶ
所
泊
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
ど
の
家
で
も
一
泊
限
り
で
あ

る
。「
二
晩
泊
め
る
と
お
地
蔵
さ
ん
が
泣
く
」
と
い
っ
て
、
必
ず
一
晩
だ
っ
た
。
昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
）
に
は
「
時
節
柄
」
人
数
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を
減
ら
し
、
講
中
を
四
つ
に
分
け
て
そ
の
四
地
域
か
ら
代
参
各
一
名
を
選
び
、
講
元
、
そ
れ
に
車
を
引
く
者
二
人
で
送
り
込
ん
だ
。

宮
寺
講
中
へ
の
最
後
の
巡
行
は
昭
和
十
七
年
（
一
九
四
三
）
で
、
そ
の
後
講
中
も
解
散
し
た（

26
）。

　

泉
龍
寺
の
子
安
（
子
育
て
）
地
蔵
の
場
合
、
そ
の
巡
廻
範
囲
は
測
り
知
れ
な
い
。
疫
病
の
流
行
や
霊
験
の
喧
伝
に
伴
っ
て
拡
大
し

た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
拡
大
す
る
と
い
っ
て
も
、
無
原
則
に
広
が
る
訳
で
は
な
く
、
一
日
ず
つ
止
宿
し
な
が
ら
約
一
ヶ
月
の
う
ち

に
廻
れ
る
範
囲
一
二
地
区
を
最
大
範
囲
と
す
る
。
実
際
最
盛
期
に
は
一
〇
地
区
に
及
ん
だ
模
様
で
あ
る
。
宮
寺
講
中
の
範
囲
は
、
ち
ょ

う
ど
一
ヶ
月
か
け
て
巡
廻
す
る
地
区
範
囲
の
一
つ
の
目
安
と
な
る
。
交
通
・
交
易
路
に
沿
っ
て
、
い
く
つ
か
の
生
活
圏
が
連
鎖
す
る

形
で
、
そ
れ
な
り
に
ま
と
ま
り
の
あ
る
地
域
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
種
の
流
行
神
に
は
流
行
り
す
た
れ
は
つ
き
も
の
だ

が
、
埼
玉
方
面
へ
の
巡
廻
は
昭
和
十
七
年
（
一
九
四
二
）
あ
た
り
で
止
絶
え
た
。
理
由
は
多
々
あ
ろ
う
が
、
一
五
年
も
続
く
戦
争
が

災
い
し
た
点
は
否
め
な
い
。

　

一
方
ふ
じ
み
野
市
や
川
越
市
域
ま
で
廻
っ
て
来
て
い
た
横
浜
市
港
北
区
下
田
町
・
真
福
寺
の
廻
り
地
蔵
で
あ
る
が
、『
新
編
武
蔵

風
土
記
稿
』
巻
之
六
五
「
真
福
寺
」
の
条
に

　

子
安
地
蔵
を
安
ず
、
坐
像
に
し
て
長
六
寸
作
知
ら
ず　

惣
体
黒
塗
に
し
て
玉
眼
の
像
、
こ
の
像
は
相
州
一
の
沢
弾
誓
上
人
の
守

仏
に
し
て
霊
像
な
り
久
し
く
爰
に
安
置
せ
し
が
寛
延
三
年
の
頃
よ
り
遠
近
の
人
大
に
崇
信
し
て
屢
霊
験
聞
ゑ
あ
り
け
れ
ば
、
農
民

等
子
孫
の
繁
栄
を
祈
ん
が
た
め
一
夜
づ
ゝ
宿
し
て
祈
念
し
け
り　

こ
の
こ
と
遠
近
に
き
こ
へ
て
近
き
頃
は
四
月
よ
り
七
月
ま
で
の

間
は
江
戸
の
中
央
及
び
近
郷
を
廻
り
、
各
一
夜
づ
ゝ
を
宿
し
て
後
は
寺
へ
か
へ
り
本
堂
に
安
ず
、
故
に
俗
に
一
夜
地
蔵
と
呼
り

と
あ
る（

27
）。

真
福
寺
は
泉
龍
寺
の
末
寺
で
あ
る
が
、
こ
こ
の
廻
り
地
蔵
は
所
在
地
名
を
と
っ
て
「
下
田
の
地
蔵
」
あ
る
い
は
「
イ
ナ
ゲ

の
地
蔵
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
埼
玉
県
下
で
は
後
者
名
で
呼
ん
で
い
た
が
、
そ
れ
は
旧
地
名
が
橘
樹
郡
駒
ヶ
橋
村
下
田
で
、
同
村
が

稲
毛
領
だ
っ
た
こ
と
に
ち
な
む
と
い
う
。
イ
ナ
ゲ
の
廻
り
地
蔵
も
、
町
田
市
、
大
和
市
、
藤
沢
市
等
神
奈
川
県
内
は
昭
和
四
十
二
年
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頃
ま
で
巡
廻
し
て
い
た
も
の
の
、
多
く
は
昭
和
十
年
代
に
止
絶
え
た
と
い
う（

28
）。

⑵
新
座
市
中
野
の
廻
り
地
蔵

　

中
野
は
柳
瀬
川
の
西
岸
に
位
置
し
、
川
越
街
道
が
南
東
か
ら
北
西
へ
縦
貫
し
、
街
道
沿
い
に
屋
敷
が
散
在
し
て
い
る
。『
新
編
武

蔵
風
土
記
稿
』
に
は
大
和
田
村
の
小
名
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
現
在
は
一
丁
目
と
二
丁
目
か
ら
成
る（

29
）。

さ
て
、
そ
の
中
野
の
廻
り

地
蔵
に
つ
い
て
、『
新
座
市
史　

第
四
巻
民
俗
編
』
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る（

30
）。

　

中
野
に
は
「
子
育
て
地
蔵
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
ま
わ
り
地
蔵
が
あ
る
。
ま
わ
り
地
蔵
と
い
っ
て
も
石
仏
の
地
蔵
を
ま
わ
し
て
い

る
の
で
は
な
い
。
鉦
や
巻
物
の
軸
の
入
っ
た
箱
を
、
念
仏
講
四
五
戸
の
間
で
一
ヵ
月
毎
に
順
に
ま
わ
っ
て
い
く
。
月
二
四
日
の
当

た
り
日
に
は
、
軸
を
か
ざ
り
お
参
り
す
る
。
鉦
は
古
く
か
ら
念
仏
講
中
で
使
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、
明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
武
州

入
間
郡
中
野
村
念
仏
講
中
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
軸
の
箱
に
は
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
中
野
宿
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
中
の

軸
は
修
理
や
書
き
か
え
を
行
っ
て
い
る
。

　

鉦
や
軸
を
入
れ
る
箱
の
中
に
、
鉦
の
下
に
敷
く
小
さ
い
布
団
が
た
く
さ
ん
納
め
ら
れ
て
い
る
。
子
ど
も
が
で
き
た
人
が
子
供
の

名
前
を
布
団
に
印
し
、
丈
夫
に
育
つ
よ
う
に
祈
願
し
て
納
め
た
の
で
あ
る
。
家
に
ま
わ
っ
て
く
る
と
、
子
供
達
も
手
を
合
わ
せ
て

拝
む
。
い
つ
頃
か
ら
子
育
て
地
蔵
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
現
在
で
も
中
野
の
家
々
で
子
育
て
地
蔵
と
し

て
ま
つ
ら
れ
、
一
ヵ
月
ご
と
に
各
家
を
ま
わ
っ
て
い
る
。

所
沢
市
、
入
間
市
そ
し
て
坂
戸
市
と
い
っ
た
地
域
を
巡
廻
す
る
泉
龍
寺
の
廻
り
地
蔵
、
さ
ら
に
は
ふ
じ
み
野
市
、
富
士
見
市
、
川
越

市
と
い
っ
た
地
域
を
巡
廻
す
る
真
福
寺
（
イ
ナ
ゲ
）
の
廻
り
地
蔵
は
、
す
な
わ
ち
県
南
部
を
中
心
に
分
布
す
る
も
の
は
、
い
ず
れ
県

境
を
越
え
て
や
っ
て
来
る
も
の
で
、
多
数
の
講
組
織
が
か
か
わ
っ
て
、
広
範
な
地
域
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
二
つ
の
寺
院
の
廻
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り
地
蔵
は
い
ず
れ
も
子
安
（
子
育
）
地
蔵
で
、
近
世
後
期
か
ら
近
代
初
頭
に
流
行
し
、
昭
和
十
年
代
に
消
滅
し
た
。
な
お
、
泉
龍
寺

と
か
か
わ
る
入
間
市
、
所
沢
市
に
か
け
て
の
地
域
に
結
成
さ
れ
た
宮
寺
講
中
は
、
天
明
（
一
七
八
一
～
八
九
）
の
飢
饉
後
の
疫
病
流
行

に
か
か
わ
っ
て
子
育
地
蔵
を
迎
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

一
方
今
紹
介
し
た
所
沢
市
中
野
の
廻
り
地
蔵
は
掛
軸
を
念
仏
講
中
に
廻
し
、
講
の
当
り
日
に
祀
る
と
い
う
も
の
で
、
一
つ
の
集
落

内
で
完
結
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
歴
史
的
に
は
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
ま
で
遡
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
以
前
、
熊
谷
市
中
条
の
甲

子
講
中
に
講
宿
で
祀
ら
れ
る
廻
り
大
黒
に
触
れ
た
際
、
さ
ま
ざ
ま
な
講
や
宮
座
の
中
に
は
、
頭
屋
や
講
宿
を
順
番
に
廻
し
て
祀
る
も

の
は
多
々
あ
る
と
指
摘
し
た
が（

31
）、

中
野
の
廻
り
地
蔵
も
そ
う
し
た
も
の
の
一
例
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

四
、
県
北
部
の
廻
り
地
蔵

　

こ
こ
で
は
、
報
告
例
が
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
深
谷
市
・
安
養
院
と
、
加
持
祈
祷
や
占
い
と
か
か
わ
る
同
市
・
国
済
寺
の
廻
り

地
蔵
を
取
り
上
げ
る
。

⑴
深
谷
市
・
国
済
寺
（
臨
済
宗
）
の
廻
り
地
蔵

　

国
済
寺
は
唐
沢
川
右
岸
の
台
地
に
位
置
す
る
。
当
地
は
深
谷
上
杉
氏
の
祖
・
憲
英
が
居
館
を
構
え
た
場
所
で
、
康
永
二
年

（
一
三
四
三
）
に
憲
英
が
建
立
し
た
国
済
寺
（
臨
済
宗
）
が
地
名
の
由
来
と
伝
え
る（

32
）。

こ
の
国
済
寺
の
廻
り
地
蔵
に
つ
い
て
大
島
は
次

の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る（

33
）。

　

先
達
の
お
話
に
よ
る
と
、
い
つ
の
頃
か
、
こ
の
地
の
殿
様
が
、「
こ
ん
な
も
の
い
け
て
し
ま
え
」
と
い
う
の
で
、
土
の
中
に
埋
め

て
し
ま
っ
た
。
国
済
寺
の
人
が
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
死
ぬ
の
で
、
法
華
に
う
か
が
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
あ
た
り
で
あ
る
と
わ
か
っ
た
。
そ
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こ
で
、
ふ
た
た
び
掘
り
出
さ
れ
て
、
こ
の
寺
に
ま
つ
ら
れ
た
も
の
と
い
う
。
今
日
で
は
、
本
堂
の
左
隅
に
、
そ
の
た
め
の
一
間
が

設
け
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
肝
心
の
地
蔵
は
、
御
縁
日
に
そ
こ
に
も
ど
っ
て
く
る
だ
け
で
、
ふ
だ
ん
は
近
在
を
ま
わ
っ
て
い
る
。

先
に
触
れ
た
三
好
の
報
告
に
は
、
巡
行
中
の
願
主
尊
の
ほ
か
「
お
留
守
居
六
地
蔵
」
と
あ
っ
た
が
、
大
島
の
い
う
「
お
弟
子
」
は
七

体
で
あ
り
、
そ
の
数
が
異
な
る
。
現
在
の
国
済
寺
の
様
相
を
み
る
と
、
地
蔵
は
本
堂
内
陣
の
、
本
尊
に
向
か
っ
て
左
側
の
二
段
の
棚

に
安
置
さ
れ
て
い
る
。
上
段
に
あ
る
の
は
八
体
で
、
像
高
は
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
～
一
五
セ
ン
チ
ほ
ど
、
幾
重
に
も
布
（
衣
裳
）
が
被
せ

ら
れ
て
い
る
の
で
正
確
に
は
不
明
だ
が
、
坐
像
と
推
察
さ
れ
る
。
下
段
に
は
二
体
の
木
彫
り
の
地
蔵
が
あ
り
、
像
高
は
二
体
と
も
台

座
を
含
め
て
一
尺
ほ
ど
で
、
そ
れ
ぞ
れ
厨
子
に
納
め
ら
れ
て
い
る
。
住
職
に
よ
れ
ば
、
今
廻
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
と
の
こ
と
。
ち

な
み
に
、
住
職
の
言
か
ら
は
、
寺
院
側
は
廻
り
地
蔵
に
か
か
わ
っ
て
お
ら
ず
、
檀
徒
を
含
む
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
組
織

が
実
施
し
て
い
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
大
島
に
よ
れ
ば
国
済
寺
の
地
蔵
は
、
二
つ
の
経
路
に
よ
っ
て
講
中
を

廻
っ
て
い
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
奇
数
の
月
は
、
熊
谷
、
田
中
、
吉
見
、
松
山
、
万
台
と
い
う
よ
う
に
、
熊
谷
市
東
部
か
ら
吉
見
町

を
経
て
東
松
山
市
に
至
る
ル
ー
ト
、
偶
数
月
に
は
熊
谷
市
西
部
の
一
帯
、
す
な
わ
ち
三
ヶ
尻
、（
大
麻
生
の
）
上
川
原
、
下
郷
、
屋
敷
、

広
瀬
久
保
島
等
の
ル
ー
ト
で
あ
る（

34
）。

各
径
路
に
は
地
区
毎
に
世
話
人
が
い
て
（
先
達
と
称
し
て
い
る
）、
初
め
の
世
話
人
だ
け
が
国
済

寺
の
人
が
務
め
る
（
こ
れ
を
大
先
達
と
称
し
て
い
る
）。
廻
り
地
蔵
は
前
の
世
話
人
か
ら
受
け
取
っ
て
、
自
分
の
家
に
泊
め
、
地
区
の

家
々
を
廻
っ
て
か
ら
次
の
世
話
人
に
送
っ
て
行
く
。

　

中
村
に
よ
れ
ば
、
久
保
島
に
お
け
る
祀
り
方
は
次
の
ご
と
く
で
あ
っ
た（

35
）。

　

巡
廻
の
方
法
は
、
前
の
人
が
昼
頃
ま
で
に
次
の
人
の
家
ま
で
本
尊
と
賽
銭
箱
を
持
っ
て
行
き
、
申
し
送
り
を
す
る
。
地
蔵
尊
を

申
し
受
け
た
人
は
、
床
の
間
に
す
え
準
備
し
て
あ
っ
た
精
進
料
理
と
家
に
よ
っ
て
団
子
や
赤
飯
を
作
る
人
も
あ
る
と
言
う
。
そ
れ

ぞ
れ
お
供
え
し
、
燈
明
を
と
も
し
線
香
を
上
げ
、
真
言
を
唱
え
て
お
祈
り
す
る
。
又
是
非
の
お
伺
い
の
時
も
真
言
を
唱
え
て
お
伺
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い
し
、
線
香
を
上
げ
る
の
で
あ
る
。
お
伺
い
の
立
て
ら
れ
な
い
人
に
は
、
其
の
地
区
の
世
話
人
が
お
伺
い
を
立
て
て
下
さ
る
そ
う

で
、
私
が
最
初
に
訪
ね
た
Ａ
家
で
、
篠
塚
さ
ん
（
こ
の
地
区
の
世
話
人
＝
筆
者
註
）
が
お
伺
い
を
立
て
て
い
る
時
に
会
い
、
又
其
の

時
御
主
人
が
自
動
車
事
故
で
入
院
し
た
と
通
報
が
あ
り
早
速
お
伺
い
を
立
て
た
ら
命
に
別
状
は
な
い
が
、
一
ヶ
月
は
か
か
る
と
お

告
げ
が
有
っ
た
が
、
後
日
聞
い
た
ら
、
外
科
病
院
で
一
ヶ
月
と
言
わ
れ
た
と
の
由
で
あ
る
。
各
家
庭
を
巡
行
し
た
地
蔵
尊
は
、
月

の
二
十
三
日
に
国
済
寺
に
お
帰
り
に
な
る
。
其
の
夜
は
先
達
及
世
話
人
を
始
め
、
信
者
一
同
お
寺
に
参
り
、
大
法
要
が
行
わ
れ
る
。

此
の
人
達
の
大
半
は
大
昔
か
ら
の
信
者
で
あ
っ
て
祖
父
か
ら
父
へ
、
そ
し
て
子
ど
も
へ
と
引
き
つ
が
れ
て
来
た
信
者
で
あ
る
。

ど
う
や
ら
国
済
寺
の
廻
り
地
蔵
は
、
吉
凶
や
願
い
事
が
叶
う
か
否
か
を
問
う
お
伺
い
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
お
伺

い
の
方
法
に
は
、
両
手
で
持
ち
上
げ
る
も
の
と
、
右
手
と
左
手
に
て
交
互
に
持
ち
上
げ
る
も
の
と
二
通
り
あ
る
よ
う
だ
が
、
い
ず
れ

に
し
て
も
そ
の
占
い
方
法
は
「
重
軽
様
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
熊
谷
市
広
瀬
の
ク
ル
ワ
内
を
廻
っ
て
い
る
地
蔵
に
は
国
済
寺

の
末
寺
・
円
福
寺
の
も
の
も
あ
っ
て
安
産
や
病
気
平
癒
祈
願
の
対
象
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
お
り
、
や
は
り
お
伺
い
が
伴
っ
て
い
る
。

大
島
の
許
に
寄
せ
ら
れ
た
熊
谷
市
広
瀬
在
住
の
今
泉
清
治
の
報
告
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
た
と
い
う（

36
）。

　
（
前
略
）
お
地
蔵
様
が
お
宿
へ
泊
っ
た
夜
は
、
そ
の
宿
の
主
婦
は
祭
司
者
と
し
て
の
権
利
を
保
持
し
、「
占
い
」
を
す
る
の
が
一
般

的
で
あ
る
。
占
い
は
別
称
「
お
う
か
が
い
」
と
も
云
い
、
願
い
事
の
首
尾
、
不
首
尾
を
占
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
呪
術
者
は

「
な
い
ぞ
う
、
〳
〵
」（
南
無
阿
弥
陀
仏
）
と
唱
え
神
が
か
り
状
態
に
な
り
、
願
い
事
が
成
就
す
る
と
き
は
地
蔵
様
が
軽
く
持
ち
あ
が

り
、
不
首
尾
の
と
き
は
微
動
だ
に
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
幼
い
頃
、
老
母
や
母
が
何
を
ね
ぎ
ご
と
し
た
か
は
不
明
だ
が
、
憑

依
現
象
を
起
こ
し
て
い
る
状
態
を
不
思
議
な
気
持
で
傍
観
し
て
い
た
記
憶
も
あ
る
（
後
略
）

国
済
寺
の
廻
り
地
蔵
の
場
合
、
お
伺
い
を
立
て
る
の
は
そ
れ
な
り
の
資
質
を
持
っ
た
人
か
世
話
人
と
な
っ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
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も
っ
ぱ
ら
主
婦
に
限
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
ト
ラ
ン
ス
状
態
に
入
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
時
代
的
に
古
い
報
告
例

と
は
い
え
、
大
変
興
味
深
い
。

　

ち
な
み
に
、
熊
谷
市
今
井
の
廻
り
地
蔵
に
つ
い
て
も
、「
重
軽
様
」
同
様
の
占
い
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
三
田
村
や
内
田
の

報
告
に
も
簡
単
に
触
れ
ら
れ
て
い
る（

37
）。

　

国
済
寺
関
連
寺
院
、
あ
る
い
は
熊
谷
市
内
の
廻
り
地
蔵
に
限
っ
て
「
お
伺
い
」
と
称
す
る
占
い
が
存
在
す
る
理
由
は
不
明
で
あ
る
。

つ
け
加
え
る
な
ら
ば
、
東
京
都
台
東
区
上
野
・
寛
永
寺
（
天
台
宗
）
の
塔
頭
の
一
つ
の
浄
名
院
の
巡
行
地
蔵
も
「
伺
い
地
蔵
」
と
し

て
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
林
京
子
が
報
告
し
て
い
る
。
林
に
よ
れ
ば
、
浄
名
院
の
巡
行
地
蔵
は
石
占
（
お
伺
い
＝
筆
者

註
）
に
使
わ
れ
な
が
ら
、
都
内
や
横
浜
方
面
の
信
者
の
間
を
廻
っ
て
い
た
。
こ
の
地
蔵
は
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
に
妙
蓮
が
、
仏

恩
に
報
い
民
衆
を
救
う
た
め
に
八
万
四
千
体
の
石
像
地
蔵
尊
の
建
立
を
発
願
し
た
が
、
巡
行
は
そ
の
一
行
だ
と
い
う
。
な
お
林
に
よ

れ
ば
、
浄
名
院
で
は
筆
者
が
次
に
取
り
上
げ
る
高
島
・
安
養
院
の
そ
れ
と
同
様
に
へ
ち
ま
加
持
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
喘
息
を
中
心

と
す
る
病
気
平
癒
が
そ
の
目
的
で
、
執
行
日
は
旧
暦
八
月
十
五
日
だ
と
い
う
。
浄
名
院
の
行
事
と
埼
玉
県
下
の
も
の
と
が
（「
お
伺

い
」
を
含
め
て
）
関
連
す
る
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
念
の
た
め
に
記
し
て
お
き
た
い（

38
）。

　

こ
の
加
持
祈
禱
を
主
導
し
た
の
は
「
地
蔵
比
丘
妙
運
」
と
い
う
明
治
期
の
僧
侶
で
、
妙
運
が
「
朝
夕
に
来
て
頼
み
な
ば
、
皆
人
の

四
百
四
病
の
苦
を
や
救
は
ん
、
南
無
地
蔵
大
菩
薩
」
と
唱
え
つ
つ
病
に
苦
し
む
人
を
救
う
た
め
へ
ち
ま
加
持
と
い
う
祈
禱
を
行
っ
た

も
の
が
、
現
在
も
続
い
て
い
る
と
い
う
。
浄
名
院
境
内
に
は
へ
ち
ま
を
持
っ
た
巨
大
な
へ
ち
ま
地
蔵
が
あ
り
、
祭
日
当
日
参
詣
者
は

「
伺
い
堂
」
と
呼
ば
れ
る
堂
舎
で
受
付
を
し
て
、
一
人
ひ
と
り
加
持
を
し
て
い
た
だ
き
護
符
や
病
を
切
る
飴
を
授
与
さ
れ
る
。

⑵
深
谷
市
・
安
養
院
（
真
言
宗
）
の
巡
行
地
蔵

　

安
養
院
が
あ
る
高
島
は
、
利
根
川
と
小
山
川
に
挟
ま
れ
た
低
地
に
位
置
す
る
。「
シ
マ
」
に
は
田
の
あ
る
所
と
村
と
の
二
つ
の
意

味
が
あ
り
、
当
地
名
は
低
地
の
中
に
あ
る
高
い
集
落
と
い
う
意
味
か
ら
起
き
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る（

39
）。

ま
た
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
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巻
二
百
三
十
一
、「
高
島
村
」
の
条
に
「
永
禄
の
頃
は
村
の
南
を
利
根
川
通
じ
て
、
當
村
は
上
野
國
に
属
せ
し
に
や
」
と
あ
っ
て（

40
）、

上

州
（
群
馬
県
）
と
の
つ
な
が
り
を
示
唆
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
高
島
の
巡
行
地
蔵
は
、
利
根
川
が
氾
濫
し
た
折
に
寺
前
に
漂
着
し
た

の
を
里
人
が
拾
い
あ
げ
た
も
の
で
、
安
養
院
で
行
わ
れ
る
へ
ち
ま
加
持
に
ち
な
み
「
お
へ
ち
巡
行
地
蔵
」
と
も
「
雨
乞
い
地
蔵
」
と

も
称
さ
れ
た
。
今
日
安
養
院
で
は
、
へ
ち
ま
加
持
は
実
施
し
て
い
な
い
が
、
上
高
島
地
区
だ
け
は
夏
祭
り
に
合
わ
せ
て
地
蔵
を
巡
行

さ
せ
て
い
る
。

　

上
高
島
は
現
在
九
〇
戸
、
八
班
編
成
で
あ
る
。
月
番
が
地
蔵
の
巡
行
を
担
当
す
る
が
、
年
度
末
に
行
事
の
規
模
に
応
じ
て
月
番
の

人
数
を
決
め
て
い
る
。
地
蔵
の
巡
行
行
事
担
当
者
は
五
名
で
あ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
の
期
間
は
リ
ヤ
カ
ー
に
よ
る
地
蔵
の
巡
行
を
と
り
や

め
、
七
月
の
最
終
日
曜
日
の
午
前
八
時
に
月
番
が
集
ま
り
、
地
蔵
堂
の
清
掃
を
行
い
、
八
時
半
か
ら
住
職
に
祈
祷
を
し
て
も
ら
う
。

そ
の
間
三
々
五
々
参
詣
者
が
訪
れ
る
。
そ
の
後
、
月
番
が
手

分
け
し
て
「
武
州
高
嶌
安
養
院
」
と
記
し
た
地
蔵
の
御
影
（
お

礼
）
と
御
供
を
各
家
に
配
る
。
そ
れ
だ
け
で
終
了
す
る
。

　

か
つ
て
は
他
地
区
か
ら
も
地
蔵
を
借
り
に
来
る
所
も
あ
っ

た
。
他
地
区
は
そ
れ
ぞ
れ
日
を
ず
ら
し
て
巡
行
を
行
っ
て
い

た
。
し
か
し
、
昭
和
四
七
、八
年
に
は
産
業
構
造
や
価
値
観
の

変
化
か
ら
他
地
区
は
巡
行
を
や
め
て
し
ま
っ
た
。
上
高
島
地

区
で
は
、「
せ
っ
か
く
今
ま
で
や
っ
て
来
た
行
事
な
の
だ
か
ら
、

こ
の
ま
ま
続
け
よ
う
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
但
し
、
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
層
が
多
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
日
曜
日
に
日
を

変
え
、
水
天
宮
の
祭
り
と
合
わ
せ
て
行
う
べ
く
、
七
月
の
最

終
日
曜
日
に
実
施
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。
オ
ウ
コ
に
鉦
を

写真（1）　 高島・安養院の巡行地蔵（2022年 7 月
31日撮影）
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写真（2）　高島・安養院の地蔵堂（2022年 7 月31日撮影）

写真（3）　地蔵堂における祈祷風景（同上）

吊
し
て
二
人
で
担
ぎ
、
鉦
を
叩
き
な
が
ら
「
ご
利
益
が
あ
り
ま
す
よ
」
と
言
っ
て
地
蔵
を
先
導
す
る
。
各
家
の
玄
関
で
拝
ん
で
も
ら

い
、
そ
の
時
お
礼
と
御
供
を
渡
し
て
い
た
。
お
札
は
仏
様
に
一
年
間
供
え
る
と
い
う
。
か
つ
て
は
、
子
供
会
が
中
心
と
な
っ
て
地
蔵

堂
前
広
場
で
ヤ
キ
ソ
バ
を
焼
い
た
り
ス
イ
カ
を
食
べ
る
な
ど
し
て
賑
や
か
し
た
と
い
う
。
ま
た
、
夜
は
子
供
達
が
ト
ウ
ロ
ウ
を
灯
し
、

風
情
が
あ
っ
た
と
い
う
。

　

地
区
の
人
々
は
、
雨
乞
地
蔵
の
名
称
を
持
つ
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
ご
利
益
に
つ
い
て
は
特
定
の
も
の
を
口
に
す
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
一
般
に
ヒ
ウ
チ
と
称
さ
れ
る
三
角
袋
が
地
蔵
尊
の
厨
子
に
吊
り
下
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
各
家
で
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こ
し
ら
え
て
奉
納
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
三
角
袋
の
用
途
は
多
様
で
災
厄
除
け
の
機
能
が
あ
る
等
々
の
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る（

41
）が

、

後
ほ
ど
紹
介
す
る
由
来
の
事
例
か
ら
こ
の
地
域
に
お
け
る
機
能
は
、
祈
願
に
際
し
て
ご
利
益
の
あ
る
も
の
を
借
り
て
満
願
寺
に
倍
返

し
す
る
と
い
う
、「
あ
や
か
り
」
に
か
か
わ
る
奉
納
物
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

　

と
こ
ろ
で
三
好
の
報
告
に
は
、「
村
人
た
ち
は
こ
れ
を
お
厨
子
の
中
に
納
め
、
こ
れ
を
担
い
で
尾
島
や
、
南
岸
の
石
塚
、
由
良
、
登

戸
な
ど
と
い
う
村
々
を
巡
行
す
る
」
と
記
さ
れ
て
い
た（

42
）。

こ
こ
に
あ
る
尾
島
、
由
良
は
そ
れ
ぞ
れ
旧
尾
島
町
、
旧
宝
泉
村
（
現
群
馬

県
太
田
市
）
に
属
し
、
利
根
川
の
北
岸
に
あ
る
。
ま
た
石
塚
と
登
戸
は
深
谷
市
に
属
し
、
高
島
に
隣
接
す
る
、
と
も
あ
れ
、
由
良
に

お
け
る
実
態
だ
け
は
何
と
か
判
明
し
た
。
由
良
は
、
群
馬
県
新
田
郡
旧
宝
泉
村
（
現
太
田
市
）
の
在
所
で
あ
り
、
昭
和
五
十
一
年

（
一
九
七
六
）
年
刊
の
『
新
田
郡
宝
泉
村
誌
』
に
「
地
蔵
ま
わ
し
」
の
項
が
あ
っ
て
、
高
島
の
地
蔵
堂
か
ら
借
り
受
け
て
集
落
内
を
廻

し
て
い
た
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
あ
ら
ま
し
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　

借
り
に
出
向
い
た
の
は
三
月
二
十
四
日
で
、
釜
番
（
世
話
役
）
八
名
が
地
蔵
様
を
ケ
ヤ
キ
の
箱
に
入
れ
て
交
代
で
担
い
で
き
た
。

最
盛
期
に
は
八
〇
人
も
が
ぞ
ろ
ぞ
ろ
出
か
け
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
歩
い
て
借
り
て
く
る
形
が
、
や
が
て
リ
ヤ
カ
ー
を

用
い
さ
ら
に
は
自
動
車
で
運
ぶ
よ
う
に
変
わ
っ
た
。
借
り
て
き
た
地
蔵
様
は
世
話
人
の
家
に
と
め
て
お
き
、
宿
の
順
番
を
決
め
た
。

由
良
に
は
六
つ
の
ク
ル
ワ
が
あ
り
、
一
つ
の
ク
ル
ワ
に
一
晩
ず
つ
泊
め
た
。
子
供
の
い
な
い
家
で
は
、
地
蔵
様
を
特
別
に
借
り
て

泊
め
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
地
蔵
様
を
宿
か
ら
担
ぎ
出
し
、
鉦
を
カ
ン
く
と
叩
き
な
が
ら
ク
ル
ワ
内
の
各
家
を
廻
っ
た
。
地
蔵
様
を

担
い
だ
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ク
ル
ワ
内
の
信
心
の
も
の
で
あ
っ
た
。
担
ぐ
の
は
前
と
後
ろ
の
二
人
で
、
こ
れ
を
さ
し
担
ぎ
と
い
っ

た
。
各
家
の
廻
り
方
は
特
に
決
ま
っ
て
お
ら
ず
、
都
合
の
良
い
よ
う
に
廻
っ
た
。
地
蔵
が
廻
る
街
道
筋
の
人
た
ち
は
、
布
で
つ
く
っ

た
お
守
り
を
借
り
た
。
こ
れ
を
翌
年
に
倍
に
し
て
返
し
た
。
ど
こ
か
体
の
具
合
悪
い
場
合
に
は
、
た
と
え
ば
腹
が
悪
け
れ
ば
地
蔵

様
の
腹
を
な
ぜ
て
か
ら
自
分
の
腹
を
な
ぜ
れ
ば
良
い
と
い
っ
た
。
ま
た
、
地
蔵
様
を
抱
え
て
寝
れ
ば
子
ど
も
が
で
き
る
と
い
っ
た
。

返
し
に
行
く
の
は
四
月
一
日
で
、
こ
の
時
は
赤
飯
を
ふ
か
し
て
持
っ
て
行
っ
た
が
、
信
仰
者
も
何
人
か
つ
い
て
行
っ
た
。
ち
な
み
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に
地
蔵
様
の
往
復
の
コ
ー
ス
は
、
鳥
谷
戸
―
中
根
―
下
田
島
―
尾
島
―
前
島
―
二
ッ
小
屋
―
利
根
川
で
あ
り
、
利
根
川
を
渡
る
時

は
ふ
だ
ん
は
船
銭
を
と
ら
れ
た
も
の
の
、
地
蔵
様
の
場
合
は
無
料
で
あ
っ
た
。
こ
の
行
事
は
、
い
つ
頃
始
ま
っ
た
か
は
不
明
で
あ

る
。
明
治
の
初
め
頃
中
止
し
た
な
ら
悪
病
が
流
行
し
た
の
で
、
再
び
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
昭
和
四
十
七
年
（
一
九
七
二
）

ま
で
借
り
て
き
て
、
廻
し
て
い
た
と
い
う（

43
）。

　

こ
の
行
事
の
起
源
も
、
や
め
た
理
由
も
不
明
と
い
う
の
は
残
念
こ
の
上
な
い
が
、
地
蔵
様
に
限
っ
て
利
根
川
の
渡
し
賃
が
た
だ

だ
っ
た
と
い
う
の
は
、
信
仰
の
篤
さ
の
ほ
ど
が
知
れ
て
興
味
深
い
。
な
お
、
雨
乞
い
信
仰
と
の
関
連
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
も
の
の
、

三
角
袋
（
ヒ
ウ
チ
）
の
取
扱
い
か
ら
子
授
け
、
子
育
て
に
加
え
て
病
気
治
し
に
効
験
の
あ
る
地
蔵
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
一
旦
止
め
た
ら
疫
病
が
流
行
し
た
の
で
再
開
し
た
と
い
う
の
は
、
民
俗
行
事
継
続
の
理
由
と
し
て
す
こ
ぶ
る
類
型
的
で
あ

る
。
蛇
行
と
流
路
の
変
化
が
著
し
い
利
根
川
の
対
岸
同
士
は
、
複
雑
な
行
政
区
画
と
そ
の
変
更
に
か
か
わ
ら
ず
、
文
化
面
の
交
流
が

盛
ん
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
世
良
田
（
現
太
田
市
）・
八
坂
神
社
の
お
獅
子
様
を
埼
玉
県
北
部
地
域
に
貸
し
出
し
て
い
た
り
、
逆
に

加
須
市
騎
西
・
玉
敷
神
社
の
お
獅
子
様
が
利
根
川
を
越
え
て
出
向
い
て
い
た
の
が
そ
の
一
例
で
あ
る（

44
）。

こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
高
島

の
巡
行
地
蔵
も
小
範
囲
な
が
ら
利
根
川
対
岸
地
域
を
廻
っ
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

結
び
に
か
え
て

　

以
上
、
埼
玉
県
下
の
廻
り
地
蔵
に
つ
い
て
既
報
告
書
・
論
文
や
史
資
料
を
中
心
と
し
つ
つ
確
認
調
査
を
加
え
て
、
そ
の
実
態
に
つ

い
て
報
告
し
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
歴
史
・
由
来
、
ご
利
益
、
そ
の
分
布
と
廻
り
習
俗
の
特
徴
を
整
理
す
る
と
以
下
の
ご
と
く
で
あ

る
。

　

史
資
料
や
そ
の
墨
書
銘
か
ら
、
そ
の
歴
史
・
由
来
の
判
明
し
て
い
る
も
の
が
い
く
つ
か
あ
っ
た
。
羽
生
市
川
俣
・
千
手
院
の
廻
り
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地
蔵
の
胎
内
の
墨
書
及
び
文
書
か
ら
、
浅
草
・
宗
圓
寺
の
松
阿
上
人
が
自
身
の
関
係
者
と
本
川
俣
村
の
安
寧
を
願
い
、
宝
暦
三
年

（
一
七
五
三
）
に
廻
り
地
蔵
を
作
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
が
県
下
の
廻
り
地
蔵
に
関
す
る
最
も
古
い
史
料
で
あ
る
。
な
お
そ
の
由

来
に
つ
い
て
は
、
こ
の
ほ
か
本
川
俣
で
倒
れ
た
巡
礼
者
を
弔
う
た
め
に
、
持
ち
物
の
笈
に
地
蔵
を
納
め
て
一
年
を
通
し
て
家
々
を
廻

ら
せ
る
よ
う
に
し
た
、
あ
る
い
は
、
地
蔵
を
持
つ
女
性
が
一
軒
ず
つ
泊
り
歩
い
て
い
た
、
流
れ
て
来
た
地
蔵
像
を
家
々
で
廻
す
よ
う

に
し
た
等
々
多
様
な
伝
承
が
あ
る
と
い
う（

45
）。

　

ち
な
み
に
、
吉
見
町
久
保
田
・
無
量
寺
の
廻
り
地
蔵
に
つ
い
て
は
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
銘
の
「
順
廻

地
蔵
一
札
の
事
」
な
る
史
料
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
当
時
既
に
廻
り
地
蔵
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
地

蔵
は
無
量
寺
で
亡
く
な
っ
た
廻
国
の
六
部
が
背
負
っ
て
い
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
歴
史
的
古
さ
で
こ
れ
ら
に
次
ぐ
の
は
、
天

明
（
一
七
八
一
～
八
九
）
の
飢
饉
に
伴
う
疫
病
流
行
を
契
機
と
し
て
、
泉
龍
寺
の
廻
り
地
蔵
を
受
け
入
れ
た
、
入
間
市
・
所
沢
市
等
を

範
囲
と
す
る
宮
寺
講
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
新
座
市
中
村
の
地
蔵
の
絵
像
を
納
め
る
箱
に
は
天
保
十
一
年
（
一
八
四
四
）
の
銘
が
あ
っ

た
。
さ
ら
に
は
、
熊
谷
市
・
今
井
の
廻
り
地
蔵
の
背
負
厨
子
に
は
、
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
の
墨
書
銘
が
認
め
ら
れ
た
。
し
か
も
、

こ
れ
は
信
州
か
ら
や
っ
て
来
た
僧
侶
が
も
た
ら
し
た
も
の
と
い
う（

46
）。

　

以
上
の
事
か
ら
、
近
世
の
半
ば
頃
か
ら
幕
末
期
に
か
け
て
始
め
ら
れ
た
も
の
が
目
立
つ
。
ま
た
、
漂
着
し
た
仏
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
も
の
の
ほ
か
、
六
部
等
遊
行
的
宗
教
者
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
い
う
の
も
数
例
認
め
ら
れ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
由

来
・
縁
起
と
し
て
は
、
廻
り
地
蔵
に
限
ら
ず
そ
の
他
の
神
仏
に
も
広
く
認
め
ら
れ
る
内
容
の
も
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
多
く
の
廻
り
地
蔵
は
寺
院
や
堂
宇
に
安
置
さ
れ
て
い
て
、
毎
月
二
十
三
日
の
縁
日
や
地
蔵
祭
り
の
折
に
戻
る
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
そ
の
中
に
は
、
寺
院
が
中
心
と
な
っ
て
廻
り
地
蔵
を
管
理
・
運
営
す
る
も
の
が
あ
る
一
方
、
寺
院
と
は
多
少

距
離
を
お
い
た
講
組
織
や
地
区
の
人
々
が
主
体
と
な
る
も
の
も
多
く
、
羽
生
市
川
俣
の
よ
う
に
寺
院
が
集
落
内
の
家
々
の
一
つ
に
位

置
付
け
ら
れ
て
い
る
場
合
さ
え
あ
っ
た
。
廻
り
地
蔵
は
、
カ
ミ
遊
行
の
仏
教
版
の
一
つ
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
こ
う
し
て
み
る
と
仏

教
の
民
俗
化
と
民
俗
の
仏
教
化
と
が
交
錯
す
る
中
で
培
わ
れ
た
習
俗
と
い
え
る
。
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ち
な
み
に
、
そ
の
ご
利
益
の
ほ
と
ん
ど
は
子
授
け
、
子
育
て
で
あ
り
、
加
え
て
疫
病
除
け
、
病
気
平
癒
と
い
う
の
も
少
な
く
な

か
っ
た
。
深
谷
市
国
済
寺
、
熊
谷
市
広
瀬
、
同
市
今
井
の
廻
り
地
蔵
に
関
し
て
い
え
ば
「
お
伺
い
」
と
称
す
る
「
重
軽
様
」
同
様
の

石
占
を
ベ
ー
ス
に
し
た
も
の
で
、
県
内
で
は
北
部
に
の
み
存
在
す
る
特
異
な
も
の
と
い
え
る
。

　

廻
り
の
習
俗
に
つ
い
て
み
る
と
、
現
在
で
は
巡
廻
範
囲
が
一
集
落
の
範
囲
で
と
ど
ま
っ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
多
く
は
、
か
つ
て

は
広
く
周
辺
集
落
に
貸
し
出
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
深
谷
市
高
島
の
廻
り
地
蔵
は
利
根
川
を
越
え
て
群
馬
県
内
ま
で
足
を
伸
ば

し
、
同
市
国
済
寺
の
そ
れ
は
北
は
熊
谷
市
全
域
を
廻
り
、
東
松
山
あ
た
り
に
ま
で
南
下
し
て
い
た
。
こ
の
あ
た
り
が
、
泉
龍
寺
や
真

福
寺
の
勢
力
圏
と
の
境
に
相
当
し
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
二
つ
も
広
範
な
地
域
を
巡
廻
す
る
も
の
で
、
一
集
落
に
限
っ
て
廻
っ

て
い
た
も
の
は
、
羽
生
市
川
俣
と
新
座
市
中
村
の
も
の
と
に
限
ら
れ
て
い
た
。

　

県
南
部
の
泉
龍
寺
や
真
福
寺
の
廻
り
地
蔵
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
影
響
か
、
昭
和
十
年
か
ら
十
七
年
あ
た
り
ま
で
の
間
に
止
絶

え
た
。
一
方
県
北
部
の
、
周
辺
数
集
落
ま
で
足
を
伸
ば
し
て
い
た
各
地
の
廻
り
地
蔵
も
、
高
度
経
済
成
長
期
あ
た
り
を
境
に
、
本
拠

地
の
集
落
だ
け
を
廻
る
形
に
縮
小
し
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
コ
ロ
ナ
禍
で
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
も
ま
ま
な
ら
ず
国
済
寺
の
運
営
組

織
や
「
お
伺
い
」
の
現
状
を
確
認
し
え
て
い
な
い
点
が
気
が
か
り
で
あ
る
が
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

註（
1
）　

松
崎
憲
三　

二
〇
二
二
「
埼
玉
県
下
の
お
獅
子
様
（
獅
子
廻
し
）～『
め
ぐ
り
』
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
～
」『
民
俗
学
研
究
所
紀
要
』
第
四
六

輯　

成
城
大
学
民
俗
学
研
究
所　

七
三
～
一
〇
四
頁
。

（
2
）　

三
田
村
佳
子　

一
九
九
七
「
祭
り
・
行
事
の
概
要
」『
埼
玉
県
の
祭
り
・
行
事
』
埼
玉
県
立
民
俗
文
化
セ
ン
タ
ー　

三
六
頁
。

（
3
）　

戸
邉
優
美　

二
〇
二
〇
「
埼
玉
県
に
お
け
る
巡
り
・
廻
り
の
民
俗
行
事
の
分
布
」『
無
形
民
俗
文
化
財
調
査
事
業
「
巡
り
・
廻
り
の
民

俗
行
事
」
総
括
報
告
書
Ⅰ
』
埼
玉
県
立
歴
史
と
民
俗
の
博
物
館　

二
三
頁
。

（
4
）　

三
好
朋
十　

一
九
七
五
『
武
蔵
野
の
地
蔵
尊
～
武
蔵
野
編
～
』、『
同　

埼
玉
東
部
／
川
崎
・
横
浜
市
編
』
有
峰
堂
。
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（
5
）　

大
島
建
彦　

一
九
七
三
「
熊
谷
周
辺
の
巡
行
仏
」『
西
郊
民
俗
』
二
六
三
号　

西
郊
民
俗
談
話
会　

五
～
一
〇
頁
。

（
6
）　

中
村
光
次　

一
九
八
〇
「
熊
谷
の
巡
行
地
蔵
信
仰
」『
埼
玉
民
俗
』
一
〇
号　

埼
玉
民
俗
の
会　

七
二
～
七
六
頁
。

（
7
）　

三
田
村
佳
子　

一
九
九
七
「
熊
谷
市
今
井
の
廻
り
地
蔵
」『
埼
玉
県
の
祭
り
・
行
事
』
前
掲
書　

一
〇
六
～
一
二
〇
頁
。

（
8
）　

三
田
村
佳
子　

二
〇
〇
〇
「
北
埼
玉
の
地
蔵
祭
り
」『
埼
玉
県
立
さ
き
た
ま
資
料
館　

調
査
報
告
』
第
一
三
号　

同
館　

六
二
～
六
三

頁
。

（
9
）　

内
田
幸
彦　

二
〇
二
〇
「
今
井
の
廻
り
地
蔵
（
熊
谷
市
）」『
無
形
民
俗
文
化
財
調
査
事
業
「
巡
り
・
廻
り
の
民
俗
行
事
」
総
括
報
告
書
Ⅰ
』

前
掲
書　

六
六
～
七
五
頁
。

（
10
）　

戸
邉
優
美　

二
〇
二
〇
「
元
川
俣
の
廻
り
地
蔵
（
羽
生
市
）」『
無
形
民
俗
文
化
財
調
査
事
業
「
巡
り
・
廻
り
の
民
俗
行
事
」
総
括
報
告

書
Ⅰ
』
前
掲
書　

七
六
～
八
四
頁
。

（
11
）　

榎
本
直
樹　

一
九
八
四
「
埼
玉
県
比
企
郡
吉
見
町
久
保
田
の
巡
行
地
蔵
」『
西
郊
民
俗
』
一
〇
九
号　

西
郊
民
俗
説
話
会　

一
四
～

一
六
頁
。

（
12
）　

松
崎
憲
三　

一
九
八
五
『
巡
り
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
』
名
著
出
版　

七
四
～
七
五
頁
。

（
13
）　

三
好
朋
十　

一
九
七
五
『
武
蔵
野
の
地
蔵
尊
～
武
蔵
野
編
～
』
前
掲
書　

一
一
三
頁
。

（
14
）　　

同　

右　

一
一
五
頁
。

（
15
）　

三
好
朋
十　

一
九
七
五
『
武
蔵
野
の
地
蔵
尊
～
埼
玉
県
東
部
／
川
崎
・
横
浜
市
編
～
』
前
掲
書　

三
三
～
三
四
頁
。

（
16
）　

三
好
朋
十　

一
九
七
五
『
武
蔵
野
の
地
蔵
尊
～
武
蔵
野
編
～
』
前
掲
書　

一
六
四
～
一
六
五
頁
。

（
17
）　　

同　

右　

一
六
八
頁
。

（
18
）　　

同　

右　

二
一
九
頁
。

（
19
）　

戸
邉
優
美　

二
〇
二
〇
「
埼
玉
県
に
お
け
る
巡
り
・
廻
り
の
民
俗
行
事
の
分
布
」
前
掲
論
文　

二
三
～
二
四
頁
。

（
20
）　

三
好
朋
十　

一
九
七
五
『
武
蔵
野
の
地
蔵
尊
～
都
内
篇
～
』
有
峰
堂　

二
三
二
～
二
三
四
頁
。

（
21
）　

中
島
恵
子　

一
九
八
七
『
狛
江
市
の
巡
行
仏
』
狛
江
市
教
育
委
員
会　

一
～
八
二
頁
。

（
22
）　

蘆
田
伊
人
編　

一
九
三
三
『
大
日
本
地
誌
大
系　

新
編
武
蔵
風
土
記
稿
十
一
』
雄
山
閣　

五
頁
。
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（
23
）　

中
島
恵
子　

一
九
八
七
『
狛
江
市
の
巡
行
仏
』
前
掲
書　

二
頁
。

（
24
）　　

同　

右　

一
二
頁
。

（
25
）　

所
沢
市
史
編
さ
ん
委
員
会　

一
九
八
九
『
所
沢
市
史　

民
俗
編
』
所
沢
市　

二
八
九
～
二
九
〇
頁
。

（
26
）　

中
島
恵
子　

一
九
八
七
『
狛
江
市
の
巡
行
仏
』
前
掲
書　

一
五
～
一
八
頁
。

（
27
）　

蘆
田
伊
人
編　

一
九
三
三
『
大
日
本
地
誌
大
系　

新
編
武
蔵
風
土
記
稿
参
』
雄
山
閣　

三
二
一
頁
。

（
28
）　

中
島
恵
子　

一
九
八
七
『
狛
江
市
の
巡
行
仏
』
前
掲
書　

四
三
～
四
七
頁
。

（
29
）　

平
凡
社
地
方
資
料
セ
ン
タ
ー　

一
九
九
三
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
第
一
一
巻　

埼
玉
県
の
地
名
』
平
凡
社　

三
二
三
頁
。

（
30
）　

新
座
市
教
育
委
員
会
市
史
編
さ
ん
室　

一
九
八
六
『
新
座
市
史　

第
四
巻
民
俗
編
』
新
座
市　

三
一
九
～
三
二
〇
頁
。

（
31
）　

松
崎
憲
三　

二
〇
二
二
「
埼
玉
県
下
の
お
獅
子
様
（
獅
子
回
し
）～『
め
ぐ
り
』
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
～
」
前
掲
論
文　

八
三
～
八
四
頁
。

（
32
）　

竹
内
理
三
他
編　

一
九
八
八
『
角
川
地
名
大
辞
典　

一
一
巻　

埼
玉
県
』
吉
川
弘
文
館　

三
六
二
～
三
六
三
頁
。

（
33
）　

大
島
建
彦　

一
九
七
三
「
熊
谷
周
辺
の
巡
行
地
蔵
」
前
掲
論
文　

八
頁
。

（
34
）　

大
島
建
彦　

同
右　

九
頁
。

（
35
）　

中
村
光
次　

一
九
八
〇
「
熊
谷
の
巡
行
地
蔵
信
仰
」
前
掲
論
文　

七
三
頁
。

（
36
）　

大
島
建
彦　

一
九
七
三
「
熊
谷
周
辺
の
巡
行
地
蔵
」
前
掲
論
文　

六
頁
。

（
37
）　

三
田
村
佳
子　

一
九
九
七
「
熊
谷
市
今
井
の
廻
り
地
蔵
」
前
掲
論
文　

一
〇
七
頁
。
内
田
幸
彦　

二
〇
二
〇
「
今
井
の
廻
り
地
蔵
（
熊

谷
市
）」
前
掲
論
文　

六
八
頁
。

（
38
）　

林
京
子　

二
〇
二
〇
「
上
野
浄
名
院
の
『
う
か
が
い
地
蔵
』
の
巡
行
と
『
生
身
地
蔵
』」『
西
郊
民
俗
』
二
五
一
号　

西
郊
民
俗
説
話

会　

六
～
一
三
頁
。
林
京
子　

二
〇
二
一
「『
伺
い
地
蔵
』
の
帰
還
～
上
野
浄
名
院
の
巡
行
地
蔵
の
そ
の
後
と
岩
船
山
高
勝
寺
の
『
お
尋

ね
地
蔵
』～
」『
西
郊
民
俗
』
二
五
五
号　

西
郊
民
俗
説
話
会　

一
五
～
二
二
頁
。

（
39
）　

竹
内
理
三
他
編　

一
九
八
八
『
角
川
地
名
大
辞
典
一
一
・
埼
玉
県
』
前
掲
書　

五
三
一
頁
。

（
40
）　

蘆
山
伊
人
編　

一
九
三
三
『
大
日
本
地
誌
大
系　

新
編
武
蔵
風
土
記
稿
十
一
』
雄
山
閣　

二
四
六
頁
。

（
41
）　

板
橋
春
夫　

二
〇
二
〇
「
△
の
民
俗
～
三
角
形
表
象
論
～
」『
青
塔
』
三
六
号　

日
本
工
業
大
学
Ｌ
Ｃ
セ
ン
タ
ー
。
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（
42
）　

三
好
朋
十　

一
九
七
五
『
武
蔵
野
の
地
蔵
尊
～
武
蔵
野
編
～
』
前
掲
書　

一
六
四
頁
。

（
43
）　

宝
泉
村
誌
編
さ
ん
委
員
会
編
刊　

一
九
七
六
『
新
田
郡
宝
泉
村
誌
』
九
〇
五
～
九
〇
八
頁
。

（
44
）　

松
崎
憲
三　

二
〇
二
二
「
埼
玉
県
下
の
お
獅
子
様
（
獅
子
回
し
）～『
め
ぐ
り
』
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
～
」
前
掲
論
文　

七
三
～
一
〇
四
頁
。

（
45
）　

戸
邉
優
美　

二
〇
二
〇
「
本
川
俣
の
廻
り
地
蔵
（
羽
生
市
）」
前
掲
論
文　

七
六
～
七
八
頁
。

（
46
）　

内
田
幸
彦　

二
〇
二
〇
「
今
井
の
廻
り
地
蔵
（
熊
谷
市
）」
前
掲
論
文　

六
七
頁
。

成
城
大
学
名
誉
教
授

成
城
大
学
民
俗
学
研
究
所
元
所
長

（

）
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