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よ
う
に
貼

り
付
け
ま

す
。
柱
の

周
囲
を
菊

の
花
で
飾

り
つ
け
る

と
餅
柱
の

完
成
で
す
。

　

お
会
式

の
当
日
は

午
前
中
に
妙
蓮
寺
境
内
で
桧
山
地
区
の
ふ

れ
あ
い
ま
つ
り
が
開
か
れ
ま
す
。
そ
し
て

午
後
一
時
頃
か
ら
お
会
式
が
始
ま
り
ま

す
。
現
在
、
妙
蓮
寺
は
無
住
の
た
め
、
城

里
町
か
ら
僧
侶
を
頼
み
御
祈
祷
を
受
け
、

地
域
の
人
々
も
お
参
り
に
や
っ
て
き
ま

す
。
一
時
間
ほ
ど
で
終
了
と
な
り
、
そ
の

あ
と
は
餅
柱
を
解
体
し
、
ホ
ン
ド
ー
（
今

年
の
当
番
）五
軒
と
ウ
ケ
ド
ー（
来
年
の
当

番
）
五
軒
で
餅
を
分
け
合
い
、
解
散
と
な

り
ま
す
。
丹
精
込
め
て
作
っ
た
美
し
い
祭

壇
は
年
に
一
度
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。

　

昨
今
、
桧
山
地
区
も
ま
つ
り
を
支
え
る

人
々
の
負
担
が
大
き
く
、
維
持
す
る
の
が

大
変
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
餅
柱
に
使

う
餅
の
準
備
も
、
機
械
で
つ
く
よ
う
に
し

た
と
は
い
え
や
は
り
大
き
な
負
担
と
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
地
域
の
お
ま
つ
り

と
同
時
に
開
催
す
る
な
ど
、
住
民
間
の
交

流
を
大
切
に
し
な
が
ら
伝
統
の
お
ま
つ
り

を
守
り
伝
え
る
努
力
を
続
け
て
い
ま
す
。
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御
前
山
地
域
桧
山

地
区
は
、
市
の
南
西

端
に
位
置
す
る
世
帯

数
四
十
ほ
ど
の
集
落

で
す
。
こ
こ
に
日
蓮

宗
木
曽
山
妙
蓮
寺
は

あ
り
ま
す
。
現
在
は

小
さ
な
御
堂
と
い
っ

た
感
じ
で
す
が
、
昭

和
四
十
年
代
に
再
建

さ
れ
る
以
前
は
現
在

の
御
堂
の
数
倍
の
広

さ
が
あ
り
、
お
祭
り
の
た
び
に
大
勢
の
人

が
集
ま
り
賑
わ
っ
た
そ
う
で
す
。
境
内
に

は
共
同
墓
地
も
あ
り
、
地
域
の
人
々
に
大

切
に
守
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

妙
蓮
寺
に
は 
日  
蓮  
上  
人 
の
坐
像
が
祀

に
ち 
れ
ん 
し
ょ
う 
に
ん

ら
れ
て
お
り
、
ほ
か
に
市
の
文
化
財
に
指

定
さ
れ
て
い
る 
七  
面  
大  
明  
神 
や
、
異
形

し
ち 
め
ん 
だ
い 
み
ょ
う 
じ
ん

の 
鬼  
子  
母  
神 
像
も
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
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妙
蓮
寺
で
は
年
に
三
回
お
祭
り
が
行
わ

れ
て
い
ま
す
。

　

春
は
二
月
の
第
三
日
曜
日
に
「
甘
酒
ま

つ
り
」
が
行
わ
れ
、
集
ま
っ
た
人
々
に
甘

酒
が
振
舞
わ
れ
ま
す
。
秋
は
旧
暦
の
九
月

十
二
日
に
「
首
つ
ぎ
ぼ
た
も
ち
」
と
い
う

行
事
が
行
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
日
蓮
上

人
が
宗
教
的
な
対
立
で
捕
ら
え
ら
れ
、
ま

さ
に
斬
首
さ
れ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
へ
信

者
が
会
い
に
来
て
、
持
っ
て
き
た
ぼ
た
餅

を
日
蓮
が
食
べ
て
い
る
う
ち
に
処
刑
の
時

刻
を
過
ぎ
て
し
ま
い
取
り
や
め
に
な
っ

た
、
あ
る
い
は
実
際
に
斬
首
さ
れ
た
あ

と
、
信
者
が
ぼ
た
餅
で
首
を
接
い
だ
と
こ

ろ
首
が
つ
な
が
っ
た
、
す
な
わ
ち
「
首
つ

ぎ
の
ぼ
た
餅
」
と
い
う
由
来
が
あ
る
と
言

い
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
日
は
午
後

に
ぼ
た
餅
を
重
箱
に
詰
め
て
妙
蓮
寺
に
行

き
、
祭
壇
の
日
蓮
上
人
に
お
供
え
し
ま

す
。
昭
和
三
十
年
代
頃
ま
で
は
地
区
の

人
々
が
ぼ
た
餅
を
持
ち
寄
り
、
隣
接
地
区

の
人
々
も
加
わ
っ
て
食
べ
比
べ
を
し
、
盛

大
に
行
わ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。
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妙
蓮
寺
で
行
わ
れ
る
三
回
の
お
ま
つ
り

の
う
ち
で
も
最
も
重
要
視
さ
れ
る
の
が
、

日
蓮
宗
の
開
祖
、
日
蓮
上
人
の
命
日
に
行

わ
れ
る
「
お
会
式
」
で
す
。
日
蓮
は
鎌
倉

時
代
の
一
二
八
二
年
十
月
十
三
日
に
没
し

た
と
さ
れ
、
そ
の
地
に
あ
た
る
池
上
（
東

京
大
田
区
）
の 
本  
門  
寺 
で
は
、
現
在
で
も

ほ
ん 
も
ん 
じ

十
月
十
二
日
の
夜
に 
万  
灯  
供  
養 
が
行
わ
れ

ま
ん 
と
う 
く 
よ
う

て
い
ま
す
。
日
蓮
宗
寺
院
や
日
蓮
宗
の
檀

家
な
ど
で
は
十
月
十
二
日
か
ら
十
一
月
中

旬
ま
で
の
定
日
に
、
お
会
式
を
行
う
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

妙
蓮
寺
で
は
旧
暦
の
十
月
十
三
日
に
近

い
週
末
（
現
在
は
新
暦
十
一
月
の
第
二
日

曜
日
）に
こ
の
お
会
式
を
行
っ
て
い
ま
す
。

今
年
は
十
一
月
八
日
に
準
備
、
九
日
に
お

会
式
を
迎
え
ま
し
た
。

　

お
会
式
で
は
堂
内
の
飾
り
付
け
と
し
て
、

大
根
や
柿
、
裁
断
し
た
色
と
り
ど
り
の
餅

な
ど
で 
須  
弥  
壇 
の
柱
を
飾
る
「 
餅  
柱 
」
を

し
ゅ 
み 
だ
ん 

も
ち 
ば
し
ら

作
り
、
地
域
の
人
々
が
お
参
り
を
し
ま
す
。

　

準
備
は
前
日
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
お
会

式
の
当
番
（
ホ
ン
ド
ー
）
は
五
軒
ず
つ
が

順
番
に
担
当
し
ま
す
。
そ
の
年
の
宿
と
な

る
お
宅
に
夕
方
に
集
ま
り
、
餅
を
つ
い
て

薄
く
伸
ば
し
、
そ
の
餅
を
赤
、
緑
、
黄
色

に
着
色
し
て
お
き
ま
す
。
会
場
と
な
る
妙

蓮
寺
は
清
掃
し
て
清
め
ら
れ
ま
す
。
翌

朝
、
着
色
し
た
餅
を
小
さ
な
三
角
形
と
四

角
形
に
切
り
分
け
、
い
よ
い
よ
餅
柱
の
製

作
に
と
り
か
か
り
ま
す
。
餅
柱
は
堂
内
の

中
央
に
あ
る
須
弥
壇
の
左
右
の
柱
を
使
っ

て
飾
り
付
け
ら
れ
ま
す
。
両
方
の
柱
に
小

麦
わ
ら
を
巻
き
つ
け
、
こ
の
外
側
に
下
か

ら
順
に
大
根
、
柿
を
柱
の
周
囲
に
飾
り
、

そ
の
上
に
、
着
色
し
て
三
角
形
と
四
角
形

に
切
っ
た
餅
を
楊
枝
を
使
っ
て
タ
イ
ル
の

　

国
安
清
さ
ん
、
せ
つ
子
さ
ん
に
聞
き
取
り
調
査
に

御
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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▲完成した餅柱

▲日蓮宗妙蓮寺

▲餅柱の製作風景


