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に
宿
に
な
っ
た
家
に
集
ま
っ
て
夜
明
け
ま

で
寝
ず
に
過
ご
す
庚こ

う

申し
ん

講こ
う

（
オ
ゴ
ウ
シ
ン

サ
ン
）
な
ど
も
広
く
行
わ
れ
、
現
在
も
続

け
て
い
る
地
域
も
あ
り
ま
す
。

　

馬
頭
観
音
は
、「
馬ば

頭と
う

尊そ
ん

」、「
馬ば

力り
き

神し
ん

」

と
い
っ
た
石
碑
同
様
に
、
農
耕
や
運
送
な

ど
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
だ
っ
た
馬

の
供
養
の
た
め
建
て
ら
れ
た
物
で
、
市
内

各
所
で
み
ら
れ
ま
す
。
土
手
稲
荷
神
社

の
境
内
の
馬
頭
観
音
は
明
治
三
十
二
年

（
一
八
九
九
）
に
、
近
く
に
住
む
為い

我が

流り
ゅ
う

柔じ
ゅ
う

術じ
ゅ
つ

の
師し

範は
ん

だ
っ
た
木
村
鉄
次
郎
に
よ
っ

て
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

◇
県
内
有
数
の
大
型
石
棒

　

土
手
稲
荷
神
社
の
境
内
に
は
大
型
の
石

棒
が
祀
ら
れ
、
信
仰
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

防
犯
上
の
理
由
か
ら
現
在
は
歴
史
民
俗
資

料
館
山
方
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

そ
れ
ま
で
は
写
真
の
よ
う
に
二
十
三
夜
塔

の
横
に
立
て
か
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

石
棒
は
棒
状
の
磨ま

製せ
い

石せ
っ

器き

で
、
一
～
二

ｍ
ほ
ど
あ
る
大
型
の
も
の
か
ら
三
十
㎝
に

満
た
な
い
小
型
の
も
の
ま
で
大
き
さ
は

様
々
で
、
形
状
も
両
端
に
頭
部
を
も
つ
も

の
、
一
端
に
の
み
頭
部
の
あ
る
も
の
、
頭

部
を
持
た
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
関
東

甲
信
地
域
を
中
心
と
し
た
広
い
地
域
で
出

土
し
て
い
て
、
茨
城
県
で
も
県
南
を
中
心

に
出
土
し
て
い
ま
す
。
用
途
に
つ
い
て
は

諸
説
が
あ
り
ま
す
が
、
男
性
器
を
連
想
さ

せ
る
形
象
を
持
つ
た
め
、
生
殖
や
繁
栄
の

象
徴
と
し
て
祭さ

い

祀し

や
儀
式
に
使
用
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

土
手
稲
荷
神
社
境
内
の
石
棒
は
、
縄じ

ょ
う

文も
ん

時じ

代だ
い

中ち
ゅ
う

期き

後こ
う

葉よ
う

（
四
千
～
五
千
年
前
）
の

も
の
と
推
定
さ
れ
、
一
端
に
頭
部
を
持
つ

形
態
で
、
全
長
が
九
十
一
㎝
、
最
大
周

六
十
㎝
、
最
大
径
約
十
九
㎝
と
か
な
り
大

型
で
す
。
報
告
書
な
ど
で
確
認
出
来
る
も

の
で
は
県
内
最
大
級
と
言
え
ま
す
。
も
っ

と
も
、
発
掘
調
査
を
経
ず
に
採
取
さ
れ
た

石
棒
は
報
告
さ
れ
な
い
た
め
、
も
っ
と
大

型
の
物
が
存
在
す
る
可
能
性
も
あ
り
ま

す
。

　

石
棒
に
は
、
胴
体
部
に
火
を
受
け
た
跡

が
み
ら
れ
、
こ
れ
は
、
石
棒
を
使
っ
た
祭

祀
の
あ
と
、
使
用
の
終
わ
っ
た
石
棒
の
効

力
を
否
定
す
る
た
め
、
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
そ
し
て
他
の
遺
跡
か
ら
も
同
様
に

燃
や
さ
れ
た
り
砕
か
れ
た
り
し
て
（
燃
焼

の
結
果
割
れ
て
し
ま
っ
た
物
も
あ
り
ま

す
）、
廃
棄
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
石
棒
や

そ
の
破
片
を
見
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

　

材
質
は
小
貫
地
区
の
久
慈
川
で
採
取
さ

れ
る
砂さ

岩が
ん

で
す
。
ま
さ
に
地
元
産
の
石
材

を
使
用
し
た
優
品
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

土
手
稲
荷
神
社

の
石
造
物

◇
水
害
が
も
た
ら

　

し
た
文
化
遺
産

　

前
号
で
は
、
久
慈

川
の
洪
水
に
よ
っ
て

た
び
た
び
流
さ
れ
、

移
転
を
繰
り
返
し
た

土
手
稲
荷
神
社
の
変

遷
を
追
い
ま
し
た
。

　

こ
の
土
手
稲
荷
神

社
の
境
内
に
は
、
洪

水
が
も
た
ら
し
た
貴

重
な
文
化
財
が
存
在

し
ま
す
。

　

社
殿
左
奥
に
祀
ら
れ
て
い
る
二に

十じ
ゅ
う

三さ
ん

夜や

塔と
う

の
石
碑
と
馬ば

頭と
う

観か
ん

音の
ん

、そ
し
て
石せ

き

棒ぼ
う（

現

在
は
歴
史
民
俗
資
料
館
山
方
館
に
寄
託
・

展
示
）
で
す
。

　

二
十
三
夜
塔
は
文
政
四
年（
一
八
二
一
）

の
銘
が
あ
り
ま
す
。
勢せ

い

至し

菩ぼ

薩さ
つ

を
本
尊
と

す
る
月
待
ち
の
講
で
、
勢
至
菩
薩
の
縁
日

二
十
三
日
に
ち
な
ん
で
こ
の
よ
う
に
呼

ば
れ
ま
す
。
近
隣
の
人
々
で
講
を
作
り
、

二
十
三
日
に
は
持
ち
回
り
で
宿
に
な
っ
た

家
に
集
ま
り
、
本
尊
の
掛
軸
を
掛
け
、
月

の
出
を
待
っ
て
礼
拝
し
、
飲
食
を
と
も

に
し
ま
す
。
月
待
ち
塔
は
、
十
三
夜
か
ら

二
十
九
夜
ま
で
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
み
ら

れ
ま
す
が
、
多
く
は
十
九
夜
塔
と
二
十
三

夜
塔
で
す
。
講
の
主
体
も
老
若
男
女
そ
れ

ぞ
れ
で
、
祭
日
を
思
い
思
い
に
楽
し
み
ま

し
た
。
ま
た
六
十
日
に
一
度
の
庚か

の
え

申さ
る

の
日

◇
石
造
物
発
見
の
経
緯

　

こ
れ
ら
の
石
棒
や
他
の
石
造
物
は
昭
和

六
十
年
頃
、
小お

貫ぬ
き

宿し
ゅ
く

地ち

内な
い

の
河
原
で
砂
利

を
採
取
し
て
い
た
時
に
、
五
～
六
ｍ
の
深

さ
の
地
中
か
ら
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
度
重

な
る
水
害
で
耕
地
や
宅
地
に
河
原
の
砂
利

が
入
り
込
ん
だ
た
め
、
耕
地
整
理
の
時
に

重
機
で
砂
利
を
採
取
す
る
こ
と
に
な
り
、

そ
の
時
出
土
し
た
の
が
石
棒
を
は
じ
め
と

す
る
石
造
物
で
し
た
。
現
在
も
前
述
の

二
十
三
夜
塔
、
馬
頭
観
音
、
他
に
三
、四

の
石
塊
が
社
殿
横
に
並
ん
で
い
ま
す
。
地

元
の
方
に
よ
れ
ば
、
大
型
石
棒
に
付
随
す

る
よ
う
な
大
型
の
石
皿
も
出
土
し
て
祀
ら

れ
て
い
た
、
と
の
こ
と
で
す
が
、
現
在
は

不
明
で
す
。

　

石
棒
を
は
じ
め
と
す
る
こ
れ
ら
数
個
の

出
土
品
は
地
元
住
民
に
よ
っ
て
、
身
近
な

土
手
稲
荷
神
社
に
納
め
ら
れ
、
信
仰
さ
れ

て
き
た
の
で
し
ょ
う
。

※
木
村
和
英
さ
ん
、
檜
山
正
昭
さ
ん
に
聞
き

取
り
調
査
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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