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〈
特
集
〉
太
平
山
を
め
ぐ
る
歴
史
と
文
化

は
じ
め
に

　

本
稿
の
目
的
は
、
栃
木
市
の
太
平
山
周
辺
と
い
う
ロ
ー
カ
ル

な
地
域
の
民
俗
を
見
る
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
ウ
ナ
ギ
の

食
物
禁
忌
や
、
鶏
の
夜
鳴
き
を
忌
む
こ
と
、
鳥
居
に
石
を
載
せ

る
こ
と
、
涼
風
祭
と
言
う
う
ち
わ
を
使
う
祭
り
の
こ
と
な
ど
に

つ
い
て
述
べ
る
。
そ
し
て
実
は
、
そ
れ
は
全
国
的
な
広
が
り
が

あ
る
こ
と
が
あ
る
。
全
国
的
な
広
が
り
を
知
ら
ず
し
て
ど
う
し

て
栃
木
の
文
化
な
ど
と
言
え
よ
う
か
。
逆
に
全
国
的
に
似
た
よ

う
な
方
の
事
例
が
あ
っ
て
も
そ
れ
が
当
該
地
域
で
は
ど
の
よ
う

に
伝
え
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
の
を
記
し
て
い
く
。

　

た
と
え
ば
、
食
文
化
に
し
て
も
、
小
学
館
慣
習
百
科
シ
リ
ー

ズ
ジ
ャ
ポ
ニ
カ
学
習
帳
「
１
５
０
字　

漢
字
練
習
帳
」
シ
ョ
ウ

永
　
島
　
大
　
輝

野
州
俗
伝
　
太
平
山
文
化
圏
の
こ
と
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ワ
ノ
ー
ト
（
発
行
年
不
明
、筆
者
が
確
認
し
た
の
は
平
成
後
期
）

に
は
、「
武
士
に
よ
っ
て
ぐ
う
然
発
見
さ
れ
た
納
豆
」
と
い
う

コ
ラ
ム
が
あ
る
。

　

納
豆
は
、
今
か
ら
約
千
年
前
に
日
本
の
東
北
地
方
で
戦
を

し
て
い
た
武
士
に
よ
っ
て
、
ぐ
う
然
発
見
さ
れ
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

当
時
は
、
馬
に
え
さ
と
し
て
ゆ
で
た
大
豆
と
わ
ら
を
あ
た
え

て
い
ま
し
た
が
、
戦
の
最
中
で
食
べ
る
物
に
困
っ
た
あ
る
武

士
が
、
馬
の
え
さ
に
入
っ
て
い
る
大
豆
を
食
べ
た
と
こ
ろ
、

こ
れ
が
意
外
と
お
い
し
か
っ
た
の
で
す
。
戦
場
に
運
ぶ
と

ち
ゅ
う
で
、
わ
ら
に
付
い
て
い
た
納
豆
き
ん
に
大
豆
が
自
然

に
発
こ
う
し
、
納
豆
に
な
っ
て
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

源
義
家
た
ち
が
東
北
地
方
で
戦
っ
て
い
た
と
き
の
こ
と
、

腹
が
減
っ
た
武
士
が
、
馬
の
え
さ
に
入
っ
て
い
た
大
豆
を
食

べ
て
、
ぐ
う
然
、
納
豆
を
発
見
し
た
。

と
あ
る
。
こ
の
話
が
あ
る
意
味
学
習
帳
の
コ
ラ
ム
に
載
る
ほ
ど

の
、「
歴
史
」
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

検
索
を
す
る
とW

ikipedia

を
は
じ
め
い
く
つ
か
記
事
が
見
つ

か
るⅰ

。

【
画
像
１
ジ
ャ
ポ
ニ
カ
学
習
帳
の
コ
ラ
ム
】
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と
こ
ろ
が
栃
木
県
栃
木
市
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
話
に
は
先
の

話
と
同
じ
馬
の
餌
を
食
べ
る
と
美
味
と
い
う
食
物
由
来
譚
で

「
し
も
つ
か
れ
（
ス
ミ
ツ
カ
リ
）」
の
次
の
よ
う
な
話
が
あ
る
。

ス
ミ
ツ
カ
リ
の
由
来

足
利
に
住
ん
で
い
た
足
利
尊
氏
が
、
馬
を
世
話
す
る
バ
テ
イ

が
馬
げ
餌
を
あ
げ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
た
。
ニ
ン
ジ
ン
や
大

根
だ
の
の
く
ず
を
煮
て
く
れ
て
た
ん
だ
と
。
あ
る
日
、
な
に

を
く
れ
て
る
ん
だ
と
聞
い
て
、
一
口
食
っ
て
み
た
。
あ
あ
、

こ
ら
う
ま
い
っ
て
ん
で
、
昔
の
下
野
の
国
な
の
で
、
ス
ミ
ツ

カ
リ
と
な
っ
た
。
一
般
の
家
庭
に
広
ま
り
つ
く
る
よ
う
に

な
っ
た
。ⅱ

　
「
し
も
つ
か
れ
（
ス
ミ
ツ
カ
リ
）」
は
初
午
の
食
べ
物
で
あ
る
。

話
の
中
で
材
料
が
馬
の
餌
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
考
え
る

と
、
現
在
そ
の
必
然
性
が
多
少
な
り
と
も
あ
る
の
は
納
豆
よ
り

も
こ
ち
ら
に
軍
配
が
上
が
る
と
思
う
の
だ
が
ど
う
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
他
地
域
の
事
例
も
引
用
し
な
が
ら
で
な
い
と
気
づ

け
な
い
こ
と
が
多
い
。
今
回
は
太
平
山
神
社
の
事
例
が
中
心
で

あ
る
が
他
地
域
の
事
例
を
引
用
し
な
が
ら
報
告
し
て
い
く
。

一　

ウ
ナ
ギ
を
食
べ
な
い
こ
と

　

太
平
山
神
社
で
は
ウ
ナ
ギ
を
食
べ
な
い
と
い
う
。
太
平
山
神

社
に
神
職
と
し
て
勤
務
す
る
に
あ
た
っ
て
最
初
に
、「
ウ
ナ
ギ

を
食
べ
て
は
い
け
な
い
」
と
言
わ
れ
る
と
い
う
話
を
お
守
り
を

買
い
な
が
ら
伺
っ
た
。

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
次
の
よ
う
に
あ
る
。

う
な
ぎ
の
は
な
し

太
平
山
神
社
で
は
、
ウ
ナ
ギ
が
太
平
山
ま
で
神
様
を
乗
せ
て

来
た
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
た
め
ウ
ナ
ギ
は
神
様
を
お
乗
せ
す
る
神
聖
な
生
き
物
と

し
て
、
太
平
山
神
社
で
は
食
べ
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
い
る

ほ
ど
で
す
。

ま
た
昭
和
ま
で
は
、
太
平
山
上
の
池
ま
で
多
く
の
ウ
ナ
ギ
が

登
っ
て
き
て
お
り
、
太
平
山
を
登
る
ウ
ナ
ギ
は
「
う
な
ぎ
の

ぼ
り
」
で
あ
る
と
し
て
、
信
仰
の
対
象
で
も
あ
り
ま
し
た
。

「
う
な
ぎ
の
ぼ
り
」
と
は
「
地
位
・
相
場
・
運
気
が
み
る
み

る
う
ち
に
上
が
る
」
と
い
う
意
味
で
、
一
般
的
に
も
ウ
ナ
ギ

は
と
て
も
縁
起
の
良
い
生
き
物
で
も
あ
る
の
で
す
。
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江
戸
時
代
、
太
平
山
神
社
に
は
徳
川
将
軍
家
か
ら
多
く
の
ご

神
宝
が
奉
納
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
中
に
は
う
な
ぎ
を
意
匠

に
し
た
も
の
が
幾
つ
か
あ
り
ま
し
た
。

下
の
う
な
ぎ
御
守
は
、
そ
の
ご
神
宝
の
意
匠
を
用
い
た
御
守

で
す
。

太
平
山
神
社
に
縁
の
深
い
ウ
ナ
ギ
の
御
守
が
、
皆
様
の
運
気

を
守
護
し
、
諸
願
を
結
び
良
縁
を
も
た
ら
し
ま
す
。（
引
用

に
当
た
り
改
行
な
ど
を
変
え
た
。ⅲ

）

　

ウ
ナ
ギ
を
禁
食
す
る
例
は
虚
空
蔵
菩
薩
や
星
の
宮
神
社
で
は

ま
ま
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
本
地
域
に
限
る
事
で
は
な
い
。

俗
信
辞
典ⅳ

で
も
「
ウ
ナ
ギ
を
禁
食
と
す
る
例
は
各
地
に
見
ら
れ

る
。
ウ
ナ
ギ
を
食
べ
る
と
目
が
つ
ぶ
れ
る（
栃
木
県
上
都
賀
郡
）

と
い
い
、
そ
の
理
由
に
は
、
ウ
ナ
ギ
は
神
の
使
い
で
あ
る
か
ら

と
い
う
土
地
が
多
い
。」
と
あ
り
各
地
の
例
が
引
用
さ
れ
る
が
、

栃
木
県
の
例
を
さ
ら
に
書
き
抜
く
と
「
栃
木
県
芳
賀
郡
で
は
、

星
野
宮
神
社
の
乗
馬
は
ウ
ナ
ギ
で
あ
る
か
ら
、
ウ
ナ
ギ
を
食
べ

る
と
盲
目
に
な
る
と
い
っ
て
、
物
堅
い
家
で
は
食
べ
な
か
っ
た

と
い
う
」
や
「
ウ
ナ
ギ
を
食
べ
る
と
虚
空
蔵
様
の
罰
を
受
け
る
」

な
ど
の
記
述
が
あ
る
。

　

日
向
野
徳
久
編
『
日
本
の
民
話
32　

栃
木
の
民
話
第
一
集
』ⅴ

に
「
う
な
ぎ
を
た
べ
な
い
里
」
と
い
う
話
が
載
っ
て
い
る
。
野

木
の
星
の
宮
神
社
の
ウ
ナ
ギ
を
食
べ
な
い
と
い
う
話
が
載
っ
て

お
り
、
そ
の
次
に
、
栃
木
市
の
次
の
よ
う
な
話
が
載
っ
て
い
る
。

　
　

栃
木
町
の
人
た
ち
も
、
う
な
ぎ
を
食
べ
ま
せ
ん
で
し
た
。

太
平
山
に
、
星
の
宮
の
本
地
仏
、
虚
空
蔵
菩
薩
が
ま
つ
っ
て

あ
る
か
ら
で
す
。

　

徳
川
時
代
、
栃
木
町
へ
引
っ
越
し
て
き
た
他
国
の
人
た
ち

は
、
川
に
は
た
く
さ
ん
う
な
ぎ
が
い
る
の
で
、
大
喜
び
で
、

「
こ
り
ゃ
あ
う
ま
い
も
の
み
つ
け
た
」

と
ば
か
り
、
う
な
ぎ
を
す
く
い
あ
げ
、
食
べ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
、
神
さ
ま
か
ら
で
は
な
く
、
ま
ず
隣
り
近
所

か
ら
て
き
め
ん
に
た
た
ら
れ
ま
し
た
。

　

う
な
ぎ
を
と
っ
て
食
べ
た
こ
と
が
わ
か
る
と
、
町
中
の
者

が
お
し
こ
ん
で
来
て
、
家
財
道
具
は
道
路
へ
放
り
だ
す
、
家

主
か
ら
は
、

「
た
っ
た
い
ま
、
出
て
行
っ
て
く
れ
」

と
立
ち
の
き
を
要
求
さ
れ
る
と
い
う
さ
わ
ぎ
で
す
。

　
（
中
略
）
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と
こ
ろ
が
元
治
元
年
と
い
う
か
ら
、
い
ま
か
ら
お
よ
そ
百
年

ば
か
り
前
、
水
戸
の
天
狗
党
が
太
平
山
に
こ
も
り
町
じ
ゅ
う

大
さ
わ
ぎ
と
な
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
例
の
大
き
な
う
な

ぎ
が
こ
の
へ
ん
の
川
に
は
た
く
さ
ん
い
る
の
で
喜
ん
だ
の

は
、
長
い
軍
旅
で
ろ
く
な
も
の
も
食
べ
て
い
な
か
っ
た
天
狗

党
の
面
々
で
す
。
武
士
の
体
面
も
何
の
そ
の
、
川
の
中
へ
は

い
っ
て
大
い
に
と
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、「
町
の
人
々
の
予
想
に
反
し
て
、
天
狗
党
の
武
士

た
ち
は
ま
す
ま
す
元
気
旺
盛
」
だ
っ
た
た
め
に
「
ひ
と
り
食
べ
、

ふ
た
り
食
べ
、
と
う
と
う
大
部
分
の
人
が
食
べ
る
よ
う
に
な
っ

て
、
う
な
ぎ
は
あ
ま
り
い
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。」
と

結
ば
れ
る
。
実
際
に
は
読
み
や
す
く
書
き
直
さ
れ
て
い
る
民
話

の
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
た
め
に
、
ど
こ
ま
で
が
実
際
に
語
ら
れ
て

い
た
話
で
あ
る
か
は
判
別
し
か
ね
る
と
こ
ろ
も
あ
る
の
だ
が
、

太
平
山
神
社
の
周
辺
の
ウ
ナ
ギ
食
物
禁
忌
の
顛
末
の
一
つ
と
し

て
紹
介
し
て
お
く
。

二　

鶏
夜
鳴
き
の
事

　

太
平
山
で
は
江
戸
自
体
の
中
頃
か
ら
続
く
茶
屋
の
山
田
家
が

あ
る
。

　

そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
看
板
が
あ
る
。

【
画
像
２　

山
田
家
の
看
板
】
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「
焼
鳥
と
玉
子
焼
の
由
来
」
と
し
て
、
夜
鳴
き
し
た
鶏
が
火
事

や
災
難
を
招
く
と
い
わ
れ
、
神
社
に
奉
納
し
た
と
い
う
の
だ
。

近
年
、
カ
ド
カ
ワ
の
ム
ッ
ク
本
の
記
事
に
も
な
っ
た
の
で
引
用

す
る
。

　

栃
木
市
民
の
身
近
な
観
光
ス
ポ
ッ
ト
で
あ
る
太
平
山
。
か

つ
て
麓
の
村
々
で
は
、
夜
に
鳴
く
鶏
を
不
吉
と
し
、
山
頂
の

太
平
山
神
社
へ
納
め
る
習
わ
し
が
あ
っ
た
。
神
社
で
は
そ
う

し
た
鶏
を
供
え
物
の
米
で
養
い
、
参
拝
者
に
鶏
の
卵
・
肉
で

作
っ
た
料
理
や
、
奉
納
米
で
作
っ
た
団
子
を
ふ
る
ま
っ
た
と

い
う
。
こ
う
し
て
玉
子
焼
き
・
焼
き
鳥
・
団
子
は
、
い
つ
し

か
太
平
山
の
三
大
名
物
と
称
さ
れ
て
、
参
道
の
茶
屋
で
も
味

わ
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
か
。

　

今
も
太
平
山
に
は
十
軒
ほ
ど
の
茶
屋
が
あ
り
、
素
材
や
味

付
け
な
ど
店
ご
と
に
こ
だ
わ
っ
た
三
大
名
物
を
提
供
し
て
い

る
。

　

た
と
え
ば
一
七
〇
〇
年
頃
に
創
業
し
た
老
舗
・
山
田
家
の

玉
子
焼
き
。
地
場
産
の
魅
力
を
伝
え
る
〝
と
ち
ぎ
小
江
戸
ブ

ラ
ン
ド
〟
の
卵
を
贅
沢
に
使
い
、
焦
げ
目
の
な
い
絶
妙
な
焼

き
加
減
と
、
控
え
め
な
甘
み
が
特
徴
だ
。
す
べ
て
注
文
を
受

け
て
か
ら
焼
き
上
げ
、
一
人
前
で
卵
三
つ
分
と
ボ
リ
ュ
ー
ム

感
も
た
っ
ぷ
り
。

　

も
ち
ろ
ん
、
自
家
製
タ
レ
が
香
ば
し
い
焼
き
鳥
や
、
も
ち

も
ち
食
感
が
楽
し
い
団
子
も
お
す
す
め
。
栃
木
市
を
一
望
す

る
山
田
家
自
慢
の
テ
ラ
ス
席
で
ゆ
っ
く
り
と
味
わ
い
た
い
。ⅵ

　　

鶏
の
宵
鳴
き
を
忌
む
こ
と
は
た
と
え
ば
、『
大
平
町
誌　

民

俗
編
』ⅶ

に
も
記
述
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
処
分
の
方
法
は
書
か
れ

て
い
な
か
っ
た
が
、
少
な
く
と
も
宵
鳴
き
の
忌
み
は
確
認
で
き

る
。
同
様
の
事
例
は
栃
木
県
だ
け
で
は
な
い
。
全
国
的
に
確
認

で
き
る
が
、
和
歌
山
で
は
昭
和
初
期
の
報
告
が
多
く
、「
鶏
の

宵
鳴
き
は
災
害
の
前
兆
で
あ
る
と
い
う
。
牝
鶏
の
鳴
く
時
も
同

様
忌
む
。」ⅷ

と
か
「
鶏
の
宵
な
き
は
不
吉
。」ⅸ

だ
け
で
な
く
、
さ

ら
に

　

鶏
が
宵
鳴
き
す
る
と
不
幸
事
あ
り
と
て
忌
む
。
牝
鳥
の
晨

す
る
の
も
忌
む
。
以
前
は
鶏
を
飼
う
も
卵
を
食
用
と
す
る
と

時
を
告
げ
し
め
る
だ
け
で
、
老
鶏
に
な
る
と
田
辺
で
は
闘
鶏

神
社
側
の
大
福
院
、
稲
成
山
の
高
山
寺
を
は
じ
め
神
社
、
寺

院
の
境
内
に
放
っ
て
天
年
を
終
え
し
め
た
。
そ
れ
ら
の
鶏
が
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社
殿
、
仏
堂
の
床
下
な
ど
へ
卵
を
生
み
知
ら
ぬ
間
に
孵
化
し

た
の
も
あ
っ
た
と
い
い
、
又
一
部
は
野
鶏
の
ご
と
く
な
り
樹

枝
を
飛
び
遊
ぶ
も
あ
っ
た
と
い
う
。
自
分
が
十
歳
前
後
（
明

治
二
十
七
年
ご
ろ
）ま
で
い
く
ぶ
ん
こ
の
風
が
残
っ
て
お
り
、

大
福
院
の
付
近
で
鶏
の
群
れ
遊
ぶ
を
見
た
が
間
も
な
く
そ
の

事
絶
え
た
。ⅹ

と
い
う
詳
し
い
記
述
が
あ
る
。
こ
の
中
で
、
や
は
り
夜
に
鳴
く

鶏
を
忌
む
こ
と
と
、
寺
社
仏
閣
へ
あ
ず
け
る
こ
と
が
書
か
れ
て

い
る
。
こ
う
し
た
俗
信
の
背
景
に
は
、
鶏
が
境
界
を
示
す
鳥
で

あ
る
か
ら
と
い
う
考
え
が
あ
る
。
落
城
の
際
に
鳴
く
の
は
、
一

つ
の
区
切
り
で
あ
る
し
、
近
年
も
そ
う
し
た
境
界
性
か
ら
研
究

が
あ
る
。ⅺ

　

つ
ま
り
、本
来
は
鶏
が
鳴
け
ば
朝
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

朝
で
も
な
い
時
刻
に
鳴
く
の
は
お
か
し
い
。
つ
ま
り
は
凶
事
で

あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

三　

鳥
居
に
石
を
載
せ
る
事

　　

私
は
栃
木
市
（
旧
岩
舟
町
静
和
）
の
和
泉
の
天
満
宮
で
鳥
居

に
石
を
投
げ
て
載
る
と
願
い
が
叶
う
、
と
小
学
生
か
中
学
生
の

時
に
友
人
か
ら
聞
い
た
。
そ
の
と
き
は
そ
ん
な
も
の
か
と
思
っ

た
し
、
ど
ん
な
願
い
を
し
た
も
の
か
が
分
か
ら
な
い
、
勉
強
が

で
き
る
よ
う
に
、
と
か
そ
ん
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
無
人

の
神
社
で
神
社
の
信
仰
そ
の
も
の
、
た
と
え
ば
ど
ん
な
神
様
が

祀
ら
れ
て
い
る
な
ど
と
は
関
係
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
。

　
「
下
都
賀
郡
誌　

七
」ⅻ

に
よ
る
と
「
神
社
の
鳥
居
に
石
を
上

げ
る
と
学
問
が
上
達
す
る
」
と
あ
る
か
ら
、
や
は
り
天
満
宮
と

関
係
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
太
平
山
に
は
「
所
願
成
就
の
一

本
燈
篭
」
が
あ
り
、
看
板
に
は
燈
篭
の
火
袋
に
小
石
を
投
げ
入

れ
る
と
所
願
成
就
と
書
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
鳥
居
や
石
灯

篭
に
の
せ
て
あ
る
小
石
は
落
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。」
と
書
い

て
あ
る
。こ
の
こ
と
か
ら
鳥
居
に
も
石
を
載
せ
て
よ
い
よ
う
だ
。

ち
な
み
に
他
の
人
の
石
を
落
と
し
た
場
合
に
つ
い
て
も
次
の
よ

う
に
書
い
て
あ
る
。

「
落
と
し
て
し
ま
っ
た
時
に
は
必
ず
の
せ
返
す
こ
と
が
約
束
事

で
す
。
人
の
願
い
、
人
の
幸
せ
の
邪
魔
を
す
る
と
神
様
の
お
怒

り
に
触
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。き
を
つ
け
ま
し
ょ
う
」
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四　

涼
風
祭

　

次
の
よ
う
な
新
聞
記
事
が
あ
る
。

　
「
下
野
新
聞
」
の
２
０
２
０
年
８
月
12
日
の
「
疫
病
払
う

大
き
な
う
ち
わ　

栃
木
太
平
山
神
社
で
涼
風
祭　
【
栃
木
】

平
井
町
の
太
平
山
神
社
で
９
日
、
疫
病
退
散
や
五
穀
豊
穣
な

ど
を
祈
願
す
る
「
涼
風
祭
」
が
行
わ
れ
た
。
参
加
者
は
大
き

な
う
ち
わ
で
風
を
起
こ
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症

の
終
息
を
願
っ
た
。

同
神
社
は
８
２
７
年
、
淳
和
天
皇
が
疫
病
退
散
な
ど
を
願
っ

た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
建
立
さ
れ
た
。
天
照
大
御
神
を
は
じ

め
と
し
た
神
々
を
ま
つ
る
。
祭
り
は
毎
年
行
わ
れ
、
数
百
年

続
い
て
い
る
と
い
う
。

同
神
社
敬
神
会
青
年
部
の
会
員
ら
約
10
人
が
「
太
平
山
神
社

涼
風
祭
」
と
書
か
れ
た
縦
約
６
㍍
、
横
約
２
・
４
㍍
の
竹
製

の
う
ち
わ
で
社
や
参
拝
者
を
あ
お
ぎ
、
風
を
送
っ
た
。
祭
り

の
後
、参
拝
者
は
紙
に「
コ
ロ
ナ
が
収
束
し
ま
す
よ
う
に
」「
家

内
安
全
」
な
ど
と
願
い
事
を
書
き
、
う
ち
わ
に
貼
っ
た
。
う

ち
わ
は
31
日
ま
で
設
置
さ
れ
る
。（
文
・
写
真　

磯
真
奈
美
）

　

今
回
２
０
２
２
年
も
涼
風
祭
は
行
わ
れ
た
よ
う
で
、
境
内
に

大
き
な
う
ち
わ
が
置
い
て
あ
っ
た
。

　

今
回
は
、
涼
風
祭
に
ど
の
よ
う
な
歴
史
が
あ
る
の
か
、
な
ど

は
調
べ
切
れ
て
い
な
い
が
毎
年
行
わ
れ
、
団
扇
は
毎
年
お
焚
き

上
げ
さ
れ
る
と
い
う
。

　

う
ち
わ
に
関
す
る
俗
信
と
し
て
、
常
光
徹
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

【
画
像
３　

所
願
成
就
の
一
本
燈
篭
】
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団
扇
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
が
あ
る
が
、
あ
お
い
で
風
を

起
こ
す
こ
と
か
ら
、
災
い
や
不
浄
を
祓
う
と
い
う
働
き
が
顕

著
で
あ
る
。
同
八
王
子
市
の
髙
尾
山
薬
王
院
で
も
、
元
日
か

ら
節
分
ま
で
の
期
間
限
定
で
「
天
狗
う
ち
わ
」
を
だ
し
て
い

る
。
一
振
り
で
魔
を
払
い
、
二
振
り
で
福
を
呼
ぶ
と
い
う
縁

起
物
で
あ
る
。
以
前
は
、
夏
場
に
団
扇
を
腰
に
差
し
て
い
る

人
を
よ
く
見
か
け
た
。
涼
風
を
得
る
の
が
目
的
だ
が
、
そ
れ

だ
け
で
な
く
、
身
辺
の
小
さ
な
災
い
を
祓
う
と
い
う
役
割
も

団
扇
に
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
火
を
起
こ
し
て
火
勢

を
得
る
た
め
に
団
扇
で
煽
ぐ
よ
う
に
、
煽
ぐ
行
為
に
は
対
象

を
勢
い
づ
け
活
性
化
さ
せ
る
力
が
あ
る
。

と
の
こ
と
で
あ
り
、
今
回
の
事
例
も
そ
れ
に
相
当
す
る
も
の
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

【
画
像
４　

涼
風
祭
で
使
わ
れ
た
団
扇
「
無
病
息
災
」
や
「
コ
ロ
ナ
禍
早

く
お
わ
り
ま
す
よ
う
に
」「
彼
氏
が
で
き
ま
す
よ
う
に
」
な
ど
と
書
か
れ

た
紙
が
貼
ら
れ
て
い
る
。】
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お
わ
り
に

　

以
上
、
い
く
つ
か
の
太
平
山
で
み
ら
れ
る
習
俗
を
あ
げ
た
。

太
平
山
と
い
う
地
域
で
変
容
し
た
珍
し
い
記
録
に
は
な
っ
た
と

思
う
が
、
中
に
は
全
国
的
に
分
類
し
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
そ

れ
が
ロ
ー
カ
ラ
イ
ズ
化
し
た
と
い
う
こ
と
は
い
え
る
。

　
「
戌
の
日
に
腹
帯
を
ま
く
」
と
い
う
習
慣
が
全
国
的
に
あ
る

が
、
現
在
で
は
太
平
山
神
社
で
も
戌
の
日
に
安
産
祈
願
が
行
わ

れ
て
い
る
よ
う
に
、も
と
も
と
民
間
で
行
わ
れ
て
い
た
習
俗
が
、

人
々
の
需
要
か
ら
太
平
山
神
社
に
も
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
も

の
は
多
い
。
私
の
家
の
節
分
の
豆
を
入
れ
る
マ
ス
は
太
平
山
神

社
の
も
の
だ
し
、
大
輝
と
い
う
名
前
も
太
平
山
神
社
で
つ
け
て

も
ら
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
氏
子
が
い
る
神
社
と
は
違
う
が
、
人
々

の
生
活
や
そ
の
中
で
生
ま
れ
る
「
願
い
」
に
根
差
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

雑
多
な
記
述
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
で
し
か
記
述
で
き
な
い
こ

と
も
あ
る
は
ず
だ
。

　

民
俗
学
で
は
民
間
で
の
信
仰
ば
か
り
が
言
及
さ
れ
る
が
、
プ

ロ
の
神
職
の
方
が
独
自
に
伝
え
て
い
る
話
も
当
然
あ
る
。
最
後

に
聞
き
書
き
調
査
の
中
で
、
小
林
一
成
宮
司
に
伺
っ
た
話
を
書

き
起
こ
し
て
お
く
。

　

調
査
は
鈴
木
佑
佳
氏
と
２
０
１
７
年
５
月
６
日
に
行
っ
た
。

　
「
太
平
山
に
は
６
０
年
に
一
度
の
巳
年
に
ヘ
ビ
が
見
つ
か
る

と
い
う
話
が
言
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
蛇
は
腐
ら
な
い
。
見
せ
る

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
蛇
が
太
平
山
神
社
に
保
管
し
て
あ

る
。
蛇
学
者
に
よ
れ
ば
シ
ロ
マ
ダ
ラ
ヘ
ビ
で
は
な
い
か
と
の
説

が
あ
る
。
ミ
イ
ラ
と
で
も
い
う
か
腐
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。」

と
の
こ
と
で
、
そ
の
蛇
は
現
在
見
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
調
査
と
し
て
は
中
途
半
端
か
も
し

れ
な
い
が
、
こ
の
事
例
を
ど
う
扱
う
か
考
え
た
結
果
、
そ
の
ま

ま
こ
こ
に
記
し
、
後
世
に
委
ね
る
こ
と
に
し
た
。
現
在
の
私
は

生
物
学
的
な
蛇
の
種
類
に
言
及
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
大

切
な
の
は
そ
う
い
う
話
を
太
平
山
神
社
が
伝
え
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。

付
記　

お
忙
し
い
中
ご
協
力
い
た
だ
い
た
、
小
林
一
成
様
、
鈴
木
佑
佳

様
、
山
田
家
の
委ひ

文と
り

様
に
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
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ⅰ　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
す
る
と
す
ぐ
に
「
納
豆
が
い
つ
、
ど

こ
で
生
ま
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
定
か
で
は
な
く
諸
説
あ
る
そ

う
だ
が
、高
星
さ
ん
が
教
え
て
く
れ
た
の
は
水
戸
に
伝
わ
る「
源

義
家
説
」
と
い
う
も
の
。
源
義
家
が
１
０
８
３
年
の
後
三
年
の

役
の
時
、奥
州
（
現
在
の
東
北
地
方
の
一
部
）
に
向
か
う
途
中
、

水
戸
市
渡
里
町
に
あ
る
屋
敷
に
泊
ま
っ
た
折
に
、
馬
の
飼
料
で

あ
る
煮
豆
の
残
り
に
稲
ワ
ラ
の
菌
が
付
着
し
、
偶
然
に
納
豆
が

で
き
た
、
と
い
う
言
い
伝
え
だ
。」
と
い
う
記
事
が
み
つ
か
る
。

（「T
H

E RO
O

T
S O

F SH
U

N
 (M

ay 2019)

偶
然
の
発
酵
食
、

「
納
豆
」
の
名
産
地
水
戸
」https://shun-gate.com

/roots/

roots_82/　

２
０
２
２
年
10
月
10
日
閲
覧
）

ⅱ　

永
島
大
輝
「
栃
木
県
下
都
賀
郡
岩
舟
町
静
和
の
世
間
話
と
民
俗

知
識
」『
昔
話
伝
説
研
究
』
34　

２
０
１
５
年

ⅲ　
「
太
平
山
神
社
」（http://w

w
w

.ohirasanjinja.rpr.jp/info/

detail.php?n=0011　

２
０
２
０
年
10
月
10
日
閲
覧
）

ⅳ　

鈴
木
棠
三
『
日
本
俗
信
辞
典　

動
物
編
』K

A
D

O
K

A
W

A
　

２
０
２
０
年
（
初
出
は
動
・
植
物
編
と
し
て
１
９
８
２
年
）

ⅴ　

日
向
野
徳
久
編
『
日
本
の
民
話
32　

栃
木
の
民
話
第
一
集
』
未

來
社　

１
９
６
１
年

ⅵ　

村
上
健
司
「
怪
食
巡
礼
」『
怪
と
幽
』
９　

K
A

D
O

K
A

W
A

　

２
０
２
１
年

ⅶ　

大
平
町
教
育
委
員
会
編
『
大
平
町
誌　

民
俗
編
』
大
平
町　

１

９
８
２
年

ⅷ　

笠
松
彬
雄「
紀
州
有
田
民
俗
誌
」『
日
本
民
俗
誌
大
系
４　

近
畿
』

角
川
書
店　

１
９
７
５
年
（
初
出
は
１
９
２
７
年
）

ⅸ　

松
本
芳
夫
「
熊
野
民
俗
記
」『
日
本
民
俗
誌
大
系
４　

近
畿
』

角
川
書
店　

１
９
７
５
年
（
初
出
は
１
９
４
３
年
）

ⅹ　

雑
賀
貞
次
郎
「
牟
婁
口
碑
集
」『
日
本
民
俗
誌
大
系
４　

近
畿
』

角
川
書
店　

１
９
７
５
年
（
初
出
は
１
９
２
７
年
）

ⅺ　

小
池
淳
一「
境
界
の
鳥
：
ニ
ワ
ト
リ
を
め
ぐ
る
信
仰
と
民
俗
」『
国

文
学
研
究
資
料
館
紀
要　

文
学
研
究
編
』
44　

２
０
１
８
年
や

笹
本
正
治
『
鳴
動
す
る
中
世　

怪
音
と
地
鳴
り
の
日
本
史
』
吉

川
弘
文
館　

２
０
２
０
年
（
初
出
は
２
０
０
０
年
）

ⅻ　

臼
田
甚
五
郎
監
修
・
栃
木
県
教
育
研
究
所
編
『
下
野
の
故
事
こ

と
わ
ざ
辞
典
』
三
弥
井
書
店　

１
９
８
１
年

xiii　
常
光
徹
『
日
本
俗
信
辞
典　

衣
裳
編
』K

A
D

O
K

A
W

A

　

２

０
２
１
年


