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は
じ
め
に

　

本
稿
の
目
的
は
、
東
京
都
葛
飾
区
の
観
光
政
策
を
対
象
に
、
行
政
に
お
け
る
仏
教
文
化
の
資
源
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
着
目
し
、
そ
の
意
味

付
け
の
変
遷
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
仏
教
者
外
部
か
ら
の
現
代
の
仏
教
へ
の
影
響
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
政
は

ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
で
仏
教
を
資
源
化
す
る
の
か
、
ま
た
そ
の
過
程
で
ど
の
よ
う
に
意
味
付
け
が
変
化
す
る
の
か
、
そ
れ
ら
が
仏
教
に

ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
す
の
か
、
と
い
っ
た
問
い
の
考
察
が
、
本
稿
の
射
程
で
あ
る
。

　

そ
の
背
景
に
は
、
日
本
の
仏
教
に
影
響
を
も
た
ら
す
現
象
と
し
て
観
光
化
が
あ
り
、
現
代
の
日
本
仏
教
の
状
況
や
展
開
を
把
捉
す
る
た

め
に
は
、
消
費
主
義
社
会
に
お
い
て
変
容
す
る
仏
教
へ
の
着
目
が
不
可
欠
で
あ
る
、
と
い
う
筆
者
の
問
題
意
識
が
あ
る
。

　

近
年
、
日
本
の
仏
教
に
関
し
て
は
、
檀
信
徒
の
減
少
や
葬
儀
の
簡
素
化
、
廃
寺
の
危
機
に
陥
る
寺
院
な
ど
に
注
目
が
集
ま
り
、「
寺
院

離
れ
」
と
い
う
形
で
の
仏
教
の
衰
退
や
、
寺
院
の
影
響
力
の
低
下
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

１
）。

そ
の
一
方
で
、
観
光
雑
誌
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

サ
イ
ト
に
は
「
訪
れ
る
べ
き
寺
院
十
選
」、「
初
詣
に
行
き
た
い
寺
社
ラ
ン
キ
ン
グ
」
と
い
っ
た
文
字
が
並
び
、
一
般
的
に
は
宗
教
に
関
心

が
な
い
と
言
わ
れ
る
層（

２
）に

も
、
寺
院
や
仏
教
に
対
す
る
興
味
関
心
が
ゆ
る
や
か
に
広
が
っ
て
い
る
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
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た
、
令
和
二
（
二
〇
二
〇
）
年
に
拡
大
し
たCO

V
ID

-19

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
）
に
よ
る
外
出
自
粛
制
限
を
機
に
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で

の
リ
モ
ー
ト
参
拝
や
バ
ー
チ
ャ
ル
巡
礼
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
経
由
で
御
朱
印
・
御
首
題
の
や
り
と
り
を
行
う
寺
院
が
増
え
た
こ
と
は
記
憶

に
新
し
い（

３
）。

そ
の
よ
う
な
対
応
が
試
み
ら
れ
る
背
景
に
は
、
そ
れ
ら
を
求
め
る
人
々
、
す
な
わ
ち
寺
院
に
対
す
る
需
要
や
、
関
心
を
持
つ

層
の
存
在
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

つ
ま
り
、
現
代
の
日
本
仏
教
に
お
い
て
は
、
従
来
寺
院
を
支
え
て
き
た
檀
信
徒
の
減
少
や
、
信
仰
心
の
変
化
に
よ
る
寺
院
や
仏
教
の
衰

退
が
叫
ば
れ
る
一
方
で
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
広
い
層
に
観
光
対
象
と
し
て
の
参
詣
や
、
御
朱
印
や
御
首
題
と
い
っ
た
宗
教
的
な
モ
ノ
へ
の

関
心
の
高
ま
り
が
見
ら
れ
る
状
況
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
は
仏
教
に
限
ら
ず
、
現
代
の
宗
教
全
体
に
も
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
宗
教
社
会
学
者
の
井
上
順
孝
は
、「
宗
教
情
報

ブ
ー
ム
」
と
し
て
、
制
度
・
組
織
的
な
宗
教
へ
の
帰
属
と
は
別
の
次
元
で
の
宗
教
へ
の
関
心
の
高
ま
り
と
、
宗
教
に
関
す
る
話
題
が
大
量

に
消
費
さ
れ
る
状
況
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（

４
）。

ま
た
、
山
中
弘
は
、
特
に
宗
教
と
観
光
消
費
と
の
関
係
に
焦
点
を
当
て
、
Ｊ
・
ベ

ッ
ク
フ
ォ
ー
ド
や
Ｖ
・
ミ
ラ
ー
の
論
を
引
き
な
が
ら
、
元
来
宗
教
組
織
に
体
系
的
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
宗
教
的
な
思
想
・
実
践
・
シ
ン

ボ
ル
が
、
ツ
ー
リ
ズ
ム
な
ど
の
場
に
お
い
て
、
魅
力
あ
る
商
品
と
し
て
や
り
と
り
さ
れ
て
い
る
状
況
を
指
摘
し
、
宗
教
的
な
商
品
を
求
め

る
消
費
者
と
そ
れ
ら
を
提
供
す
る
供
給
主
体
と
で
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
を
向
け
て
い
る（

５
）。

　

以
上
の
よ
う
に
、
現
代
の
宗
教
状
況
を
考
察
す
る
上
で
、
宗
教
の
消
費
に
関
す
る
視
点
は
積
極
的
に
議
論
さ
れ
て
い
る
状
況
に
あ
り
、

冒
頭
で
言
及
し
た
通
り
、
現
代
の
日
本
仏
教
も
そ
の
渦
中
で
変
容
を
迎
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
あ
ら
た
め
て
後
述
す
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
現
状
、
仏
教
に
関
し
て
、
そ
の
商
品
化
や
消
費
と
い
う
視
点
か
ら
の
研

究
が
充
分
に
蓄
積
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
さ
ら
に
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
影
響
に
よ
っ
て
、
観
光
が
一
部
の
大
規
模
寺
院

の
み
が
関
わ
る
現
象
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
観
光
化
に
と
も
な
う
仏
教
の
変
容
を
真
正
面
か
ら
把
捉
し
よ
う
と
試
み
る
、

仏
教
界
や
仏
教
研
究
者
の
意
識
も
、
現
実
の
勢
い
に
追
い
つ
い
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
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そ
こ
で
、
本
稿
で
は
「
宗
教
の
資
源
化
」
と
い
う
視
点
か

ら
、
と
り
わ
け
仏
教
寺
院
の
観
光
化
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の

過
程
で
仏
教
文
化
が
ど
の
よ
う
に
資
源
と
し
て
活
用
さ
れ
て

き
た
の
か
、
特
に
仏
教
者
内
部
（
寺
院
）
か
ら
で
は
な
く
、

仏
教
者
の
周
辺
、
外
部
に
位
置
す
る
行
政
の
動
き
か
ら
注
目

す
る
こ
と
を
試
み
る
。

　

以
下
で
は
ま
ず
、
宗
教
の
文
化
資
源
化
に
関
す
る
先
行
研

究
を
概
観
し
、
あ
ら
た
め
て
本
稿
の
視
点
を
確
認
す
る
。
次

に
、
具
体
的
な
事
例
と
し
て
、
柴
又
帝
釈
天
（
日
蓮
宗
経
栄

山
題
経
寺
）（
写
真
１
、
２
）
を
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
す
る
柴

又
地
域
の
観
光
政
策
を
取
り
上
げ
、
仏
教
文
化
を
観
光
資
源

と
し
て
活
用
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
着
目
す
る
。
最
後
に
、
そ
の

プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
、
仏
教
の
意
味
付
け
に
ど
の
よ
う
な
変

化
が
生
じ
た
か
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
寺
院
や
宗
教
者
と
い

う
宗
教
内
部
者
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
周
辺
で
関
わ
り
合
う
行

為
者
が
、
仏
教
の
意
味
付
け
の
変
容
に
ど
の
よ
う
に
関
与
し

て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

写真２　柴又帝釈天参道商店街
　　　　2017年8月17日　筆者撮影

写真１　柴又帝釈天二天門（庚申の日）
　　　　2016年6月7日　筆者撮影
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（
一
）
宗
教
と
文
化
資
源
化

　

現
代
の
消
費
主
義
的
な
宗
教
状
況
が
、
宗
教
的
な
商
品
を
求
め
る
消
費
者
と
そ
れ
ら
を
提
供
す
る
供
給
者
と
の
交
渉
に
よ
る
マ
ー
ケ
ッ

ト
で
理
解
さ
れ
う
る
こ
と
は
既
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
商
品
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
「
資
源
化
」
と
捉
え
、
仏
教
文
化
を
資
源
化
さ
れ
る

対
象
と
捉
え
た
場
合
、
そ
こ
で
は
何
が
焦
点
化
さ
れ
、
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

森
山
工
に
よ
れ
ば
、
あ
る
も
の
を
「
資
源
に
す
る
」
と
は
、「
あ
る
主
体
が
あ
る
対
象
物
を
対
象
化
し
、
そ
れ
を
何
ら
か
の
目
的
と
意

図
の
も
と
に
活
用
す
る
」
と
い
う
現
象
を
指
し
、
そ
こ
で
は
対
象
物
が
「
新
た
な
意
味
な
り
価
値
な
り
を
付
加
さ
れ
、
新
た
な
使
用
の
文

脈
に
差
し
挟
ま
れ
る
」
と
い
う（

６
）。

そ
し
て
、
あ
る
「
文
化
が
資
源
化
さ
れ
る
」
と
い
う
語
彙
で
も
っ
て
焦
点
化
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
動
的

な
プ
ロ
セ
ス
、
資
源
化
す
る
行
為
主
体
の
具
体
的
な
働
き
か
け
と
、
そ
の
働
き
か
け
の
場
で
あ
る
と
い
う
。

　

つ
ま
り
、
宗
教
が
文
化
資
源
化
さ
れ
る
場
合
、
そ
こ
に
は
あ
る
動
機
・
目
的
の
も
と
に
宗
教
を
活
用
す
る
主
体
と
、
新
た
な
意
味
付
け

を
な
さ
れ
た
宗
教
文
化
資
源
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
資
源
化
の
傾
向
は
、
と
り
わ
け
観
光
化
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
で
顕
著
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
巡
礼
地
と
し

て
知
ら
れ
る
サ
ン
チ
ャ
ゴ
・
デ
・
コ
ン
ポ
ス
テ
ー
ラ
は
、
自
分
探
し
と
い
っ
た
付
加
価
値
に
よ
っ
て
信
仰
者
以
外
の
人
々
に
と
っ
て
も
魅

力
の
あ
る
聖
地
と
な
っ
て
い
る（

７
）。

イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
い
て
も
近
年
、
観
光
形
態
と
し
て
の
「
イ
ス
ラ
ミ
ッ
ク
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
の
発
展
に

よ
っ
て
、
従
来
は
宗
教
実
践
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
巡
礼
行
為
に
、
市
場
経
済
の
介
入
と
商
品
化
の
特
徴
を
見
出
だ
せ
る
と
い
う（

８
）。

国
内

で
も
同
様
に
、
四
国
遍
路
や
、
山
岳
信
仰
の
聖
地
で
あ
る
熊
野
、
長
崎
の
カ
ト
リ
ッ
ク
ツ
ー
リ
ズ
ム
な
ど
、
世
界
遺
産
登
録
や
観
光
政
策

の
な
か
で
宗
教
が
商
品
と
し
て
資
源
化
さ
れ
る
現
象
は
事
欠
か
な
い（

９
）。

　

ま
た
、
日
本
仏
教
に
関
し
て
も
、
大
正
大
学
の
行
う
「
に
ぎ
り
仏
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
や
「
仏
像
彫
刻
教
室
」
の
報
告
や
、
大
阪
の
浄

土
宗
應
典
院
の
、
寺
院
を
演
劇
活
動
や
講
演
会
の
場
と
し
て
提
供
し
人
々
の
交
流
の
拠
点
を
目
指
す
取
り
組
み
な
ど
、
地
域
社
会
に
仏
教
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文
化
や
寺
院
を
ど
の
よ
う
に
活
用
す
る
か
、
と
い
っ
た
形
で
、
仏
教
の
文
化
資
源
化
に
関
す
る
積
極
的
な
模
索
が
行
わ
れ
て
い
る
様
子
を

見
る
こ
と
が
で
き
る

）
（1
（

。
こ
の
よ
う
に
、
仏
教
に
お
い
て
も
文
化
資
源
と
し
て
の
活
用
に
関
す
る
取
り
組
み
に
注
目
が
向
け
ら
れ
て
い
る
も

の
の
、
そ
れ
ら
の
先
行
研
究
は
事
例
研
究
に
と
ど
ま
り
、
森
山
が
指
摘
す
る
よ
う
な
、
資
源
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
焦
点
化
す
る
も
の
で
は
な

い
。

　

ま
た
、
活
動
の
主
体
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
仏
教
系
大
学
や
地
域
の
寺
院
と
い
っ
た
宗
教
者
内
部
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
あ

り
、
宗
教
者
外
部
に
対
す
る
注
目
は
薄
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
仏
教
の
文
化
資
源
化
に
関
わ
る
の
は
仏
教
者
だ
け
で
は
な
い
。
藤
村
健
一

は
、
京
都
の
拝
観
寺
院
の
意
味
付
け
を
め
ぐ
る
問
題
の
な
か
で
、
京
都
市
と
い
う
行
政
と
諸
寺
院
と
の
古
都
税
紛
争
に
お
け
る
交
渉
に
注

目
し
、
宗
教
空
間
と
文
化
遺
産
と
い
う
寺
院
の
二
つ
の
性
格
が
、
互
い
に
対
立
す
る
形
で
緊
張
関
係
を
は
ら
ん
で
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た

）
（（
（

。

こ
こ
に
は
、
宗
教
空
間
を
保
持
す
る
宗
教
者
内
部
の
動
機
と
、
文
化
資
源
と
し
て
寺
院
を
観
光
に
活
用
し
た
い
行
政
の
思
惑
と
の
拮
抗
関

係
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
近
年
で
は
寺
院
の
境
内
地
内
に
文
化
財
指
定
さ
れ
た
仏
像
や
建
物
、
木
々
を
持
つ
寺
院
も
少
な
く
な

い
が
、
そ
れ
ら
も
ま
た
行
政
に
よ
る
資
源
化
と
関
わ
り
が
深
い
と
い
え
よ
う
。

　

そ
の
た
め
、
仏
教
の
文
化
資
源
化
を
論
じ
る
際
、
仏
教
者
内
部
の
み
な
ら
ず
、
仏
教
者
外
部
の
主
体
に
よ
る
影
響
を
考
慮
に
入
れ
る
こ

と
は
肝
要
で
あ
り
、
こ
こ
に
行
政
と
い
う
視
点
か
ら
仏
教
の
変
容
を
捉
え
る
必
要
性
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
以
下
で
は
、
仏
教
外
部
か
ら
仏
教
文
化
を
資
源
化
す
る
主
体
と
し
て
行
政
に
着
目
し
、
東
京
都
で
初
と
な
る
国
の
「
重
要
文
化

的
景
観
」
に
選
定
さ
れ
た
柴
又
地
域
を
事
例
に
、
そ
の
試
み
に
お
い
て
、
い
か
に
葛
飾
区
観
光
課
が
仏
教
文
化
を
活
用
し
て
い
っ
た
の
か

に
言
及
し
て
い
き
た
い
。

（
二
）
柴
又
帝
釈
天
の
庚
申
信
仰
と
帝
釈
人
車
鉄
道

　

本
稿
で
事
例
の
対
象
と
す
る
柴
又
は
、
東
京
都
葛
飾
区
に
位
置
し
、
映
画
『
男
は
つ
ら
い
よ
』
シ
リ
ー
ズ
の
ロ
ケ
地
と
し
て
よ
く
知
ら
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れ
て
い
る

）
（1
（

。
そ
の
た
め
、
一
見
す
る
と
柴
又
は
映
画
の
ヒ
ッ
ト
に
よ
っ
て
多
く
の
人
々
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
土
地
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
が
、
実
際
は
そ
の
観
光
化
の
契
機
は
、
映
画
の
放
映
以
前
、
江
戸
期
の
庚
申
信
仰

）
（1
（

に
よ
る
柴
又
帝
釈
天
へ
の
参
詣
、
帝
釈
天

詣
で
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る

）
（1
（

。

　

柴
又
帝
釈
天
の
通
称
で
知
ら
れ
る
日
蓮
宗
経
栄
山
題
経
寺
は
、
寛
永
六
（
一
六
二
九
）
年
創
立
、
禅
那
院
日
忠
上
人
開
山
、
第
二
世
題

経
院
日
栄
上
人
を
開
基
と
す
る
が
、
そ
の
呼
称
は
題
経
寺
の
寺
宝
で
あ
る
、
帝
釈
天
王
の
彫
ら
れ
た
板
本
尊
に
由
来
し
て
い
る

）
（1
（

。
そ
の
板

本
尊
は
長
ら
く
所
在
不
明
で
あ
っ
た
が
、
安
永
八
（
一
七
七
九
）
年
の
春
、
第
九
世
の
亨
貞
院
日
敬
上
人
に
よ
っ
て
、
本
堂
の
改
築
の
折

に
梁
上
よ
り
発
見
さ
れ
る
。
こ
の
板
本
尊
出
現
の
日
が
暦
上
の
庚
申
の
日
に
あ
た
っ
た
こ
と
か
ら
、
六
十
日
に
一
度
め
ぐ
っ
て
く
る
庚
申

の
日
を
縁
日
と
し
て
、
柴
又
帝
釈
天
と
庚
申
信
仰
が
結
び
つ
く
こ
と
と
な
る

）
（1
（

。

　

以
降
、
帝
釈
天
の
ご
利
益
は
江
戸
へ
出
入
り
す
る
柴
又
の
農
家
ら
に
よ
っ
て
広
め
ら
れ
、
当
時
江
戸
で
庚
申
信
仰
や
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
と
し
て
の
寺
社
参
詣
が
流
行
し
て
い
た
こ
と
や
、
災
害
や
飢
饉
の
際
に
江
戸
で
出
開
帳
を
し
た

）
（1
（

こ
と
か
ら
も
そ
の
名
を
知
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
、
江
戸
市
中
や
関
東
近
郊
か
ら
多
く
の
人
々
が
参
詣
に
訪
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
帝
釈
天
詣
で
、
つ
ま
り
巡
礼
の
地
、

観
光
地
と
し
て
の
柴
又
帝
釈
天
が
は
じ
ま
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

帝
釈
天
詣
で
の
流
行
は
江
戸
期
よ
り
引
き
続
き
、
や
が
て
徒
歩
で
田
圃
路
を
往
来
し
て
い
た
参
詣
路
に
変
化
が
生
じ
る
。
そ
の
流
行
に

よ
っ
て
参
詣
時
の
交
通
の
利
便
性
を
は
か
る
た
め
、
鉄
道
が
開
通
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る

）
（1
（

。

　

明
治
二
十
九
（
一
八
九
六
）
年
、
日
本
鉄
道
土
浦
線
（
現
在
の
Ｊ
Ｒ
常
磐
線
）
の
開
通
、
そ
の
後
の
金
町
駅
ま
で
の
路
線
拡
張
に
よ
っ

て
、
上
野
駅
か
ら
徒
歩
で
四
時
間
ほ
ど
か
け
て
い
た
往
来
は
、
明
治
三
十
八
（
一
九
〇
五
）
年
時
点
で
上
野
─
金
町
間
ま
で
鉄
道
で
三
十

五
分
の
移
動
に
短
縮
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
金
町
駅
か
ら
柴
又
帝
釈
天
ま
で
は
引
き
続
き
徒
歩
で
二
十
分
ほ
ど
の
移
動
を
要
し
て
い

た
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
さ
ら
な
る
利
便
性
を
は
か
る
べ
く
、
金
町
村
の
二
葉
喜
太
郎
の
着
想
に
よ
り
、
金
町
─
柴
又
間
を
つ
な
ぐ
帝
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釈
人
車
鉄
道
（
写
真
３
）
敷
設
の
構
想
が
立
て
ら
れ
た
。

　

二
葉
ら
の
計
画
に
よ
っ
て
、
明
治
三
十
二
（
一
八
九
九
）
年
に
帝

釈
人
車
鉄
道
株
式
会
社
が
設
立
さ
れ
た
後
、
わ
ず
か
三
か
月
で
帝
釈

人
車
鉄
道
は
竣
工
し
、
同
年
の
納
め
庚
申
に
あ
た
る
十
二
月
十
七
日

に
開
業
の
運
び
と
な
っ
た
。
人
車
鉄
道
は
常
磐
線
金
町
駅
か
ら
柴
又

ま
で
の
一
・
四
㎞
を
走
り
、
乗
車
賃
は
片
道
五
銭
、
往
復
九
銭
で
、

少
し
大
型
の
屋
根
付
き
ト
ロ
ッ
コ
に
最
大
六
名
、
混
雑
時
に
は
八
〜

十
名
を
乗
せ
、
六
十
セ
ン
チ
幅
の
レ
ー
ル
の
上
を
、
柴
又
帝
釈
天
の

寺
紋
を
あ
し
ら
っ
た
ハ
ッ
ピ
を
羽
織
っ
た
押
夫
が
人
力
で
運
ぶ
も
の

で
あ
っ
た
。

　

旅
客
と
収
入
は
安
定
し
て
お
り
、
年
間
約
七
〜
八
万
人
、
明
治
四

十
年
（
一
九
〇
九
）
九
月
の
庚
申
の
日
に
は
一
日
で
最
多
の
一
万
一

千
人
を
乗
せ
た
と
の
記
録
が
あ
り
、
庚
申
の
日
の
旅
客
が
年
間
収
入

の
六
割
を
占
め
て
い
た
と
い
う
。「
庚
申
の
日
に
は
一
万
人
を
越
す

利
用
客
が
あ
っ
た
が
、
普
段
は
百
人
に
も
満
た
な
か
っ
た

）
（1
（

」、「
庚
申

の
日
は
百
二
十
人
前
後
を
臨
時
に
雇
用
し
、
車
両
一
台
を
二
名
に
受

け
持
た
せ
た

）
11
（

」
と
い
っ
た
記
述
も
あ
り
、
あ
ら
た
め
て
帝
釈
人
車
鉄

道
が
柴
又
帝
釈
天
の
参
詣
客
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
開
通
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
江
戸
期
か
ら
は
じ
ま
っ
た
帝
釈
天
詣
で

写真３　二天門と帝釈人車鉄道停車場　葛飾区郷土と天文の博物館絵葉書
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の
勢
い
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
明
治
期
以
降
の
存
続
を
支
え
て
い
っ
た
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
る
こ
と
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
の
後
、
帝
釈
人
車
鉄
道
は
大
正
元
（
一
九
一
二
）
年
に
は
、
京
成
電
気
鉄
道
（
現
在
の
京
成
電
鉄
）
に
回
収
さ
れ
、
金
町
─
柴
又
間

に
加
え
た
高
砂
ま
で
の
路
線
拡
張
に
よ
っ
て
、
常
磐
線
、
京
成
本
線
へ
の
接
続
が
可
能
と
な
り
、
さ
ら
に
多
く
の
参
詣
客
の
受
け
入
れ
が

促
進
さ
れ
た
。
大
正
元
年
に
は
参
道
商
店
街
の
発
足
に
と
も
な
っ
て
、
当
初
は
庚
申
の
日
に
の
み
周
辺
農
家
が
半
商
半
農
で
営
業
を
行
っ

て
い
た
門
前
に
常
設
の
店
舗
が
建
ち
並
ぶ
よ
う
に
な
り
、
次
第
に
現
在
の
参
道
の
景
観
が
整
っ
て
い
く
。

　

以
上
の
よ
う
に
鉄
道
に
よ
る
交
通
網
の
拡
充
、
そ
れ
に
伴
う
参
道
商
店
街
の
形
成
と
参
詣
客
の
賑
わ
い
か
ら
は
、
柴
又
帝
釈
天
の
庚
申

信
仰
と
帝
釈
天
詣
で
が
、
柴
又
地
域
の
観
光
地
と
し
て
の
発
展
に
と
っ
て
歴
史
的
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
看
取
で
き
る
の

で
あ
る
。

（
三
）
行
政
に
よ
る
庚
申
信
仰
の
文
化
資
源
化

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
通
り
、
柴
又
地
域
の
発
展
の
契
機
は
、
柴
又
帝
釈
天
の
庚
申
信
仰
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
現
在
、

こ
の
歴
史
が
「
下
町
情
緒
あ
ふ
れ
る
」
柴
又
地
域
の
魅
力
と
し
て
表
現
さ
れ
、
葛
飾
区
の
観
光
政
策
に
お
い
て
積
極
的
に
活
用
さ
れ
て
い

る
。
本
節
で
は
と
り
わ
け
、
葛
飾
区
の
重
要
文
化
的
景
観
選
定
に
向
け
た
試
み
と
の
関
連
で
、
①
「
葛
飾
柴
又
寅
さ
ん
記
念
館
」
に
お
け

る
庚
申
信
仰
の
活
用
の
事
例
と
、
②
重
要
文
化
的
景
観
選
定
記
念
に
行
わ
れ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
マ
ッ
ピ
ン
グ
の
イ
ベ
ン
ト
を
取
り
上

げ
た
い
。

重
要
文
化
的
景
観
「
葛
飾
柴
又
の
文
化
的
景
観
」
選
定
事
業
の
概
略

　

事
例
に
先
ん
じ
て
、
葛
飾
区
行
政
の
重
要
文
化
的
景
観
選
定
事
業
の
歴
史
的
概
略
に
触
れ
た
い

）
1（
（

。

　

重
要
文
化
的
景
観
と
は
、
文
化
庁
に
よ
り
平
成
十
六
（
二
〇
〇
四
）
年
に
施
行
さ
れ
た
文
化
財
保
護
制
度
で
あ
る
。
風
土
に
根
ざ
し
て
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営
ま
れ
て
き
た
人
々
の
生
活
や
生
業
の
あ
り
方
を
表
す
景
観
地
を
「
文
化
的
景
観
」
と
し
て
評
価
す
る
政
策
で
、
そ
の
な
か
で
特
に
重
要

と
さ
れ
る
も
の
が
「
重
要
文
化
的
景
観
」
と
し
て
選
定
さ
れ
る
。
こ
の
制
度
に
よ
っ
て
、
魅
力
あ
る
地
域
づ
く
り
の
推
進
や
地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
活
性
化
な
ど
が
期
待
さ
れ
て
お
り
、
令
和
元
（
二
〇
一
九
）
年
の
時
点
で
は
全
国
で
六
十
五
件
が
登
録
さ
れ
て
い
る

）
11
（

。

　

柴
又
地
域
が
「
葛
飾
柴
又
の
文
化
的
景
観

）
11
（

」
と
し
て
登
録
さ
れ
た
の
は
平
成
三
十
（
二
〇
一
八
）
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、
実
際
に
柴
又

に
お
い
て
そ
の
機
運
が
高
ま
っ
た
の
は
平
成
二
十
二
（
二
〇
一
〇
）
年
で
あ
り
、
そ
れ
は
平
成
十
六
（
二
〇
〇
四
）
年
よ
り
続
く
、
柴
又

帝
釈
天
参
道
の
景
観
に
対
す
る
取
り
組
み
を
う
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
景
観
に
対
す
る
意
識
の
端
緒
は
、
そ
の
取
り
組
み
以
前
、

昭
和
六
十
三
（
一
九
八
八
）
年
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

昭
和
六
十
三
（
一
九
八
八
）
年
当
時
、
映
画
『
男
は
つ
ら
い
よ
』
シ
リ
ー
ズ
の
ヒ
ッ
ト
に
よ
り
、
観
光
客
で
に
ぎ
わ
う
柴
又
の
参
道
に

お
け
る
店
舗
の
建
て
替
え
に
よ
っ
て
、
柴
又
帝
釈
天
の
山
門
が
見
え
に
く
く
な
っ
た
。
そ
れ
を
発
端
と
し
、
当
時
の
住
職
が
参
道
商
店
会

に
建
築
協
定
を
提
案
し
、
町
並
み
保
全
の
た
め
の
紳
士
協
定
を
結
ぶ
。

　

さ
ら
に
、
平
成
七
（
一
九
九
五
）
年
に
は
『
男
は
つ
ら
い
よ
』
シ
リ
ー
ズ
が
終
了
し
、
そ
れ
に
と
も
な
う
観
光
客
の
減
少
を
受
け
て
、

新
た
な
柴
又
の
魅
力
を
発
信
し
て
い
く
必
要
を
地
元
の
人
々
が
感
じ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
一
方
で
、
柴
又
帝
釈
天
門
前
に
マ
ン
シ
ョ
ン

を
建
設
す
る
計
画
が
浮
上
し
た
こ
と
か
ら
、
地
元
住
民
に
お
い
て
景
観
保
持
の
意
識
が
さ
ら
に
高
ま
り
、
参
道
商
店
街
「
神
明
会
」
を
中

心
に
、
町
並
み
保
全
の
取
り
組
み
が
本
格
的
に
動
い
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
平
成
十
六
（
二
〇
〇
四
）
年
に
神
明
会
を
母
体
と
し
た
特

定
非
営
利
活
動
法
人
柴
又
ま
ち
な
み
協
議
会
が
発
足
し
、
平
成
二
十
（
二
〇
〇
八
）
年
に
「
柴
又
ま
ち
な
み
景
観
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
が
策

定
さ
れ
た
。

　

こ
の
町
並
み
保
全
の
動
き
と
と
も
に
、
葛
飾
区
に
対
し
て
葛
飾
柴
又
の
歴
史
的
・
文
化
的
資
源
の
保
全
と
活
用
に
関
す
る
要
望
が
増
え

た
こ
と
か
ら
、
行
政
の
課
題
と
し
て
の
文
化
財
行
政
の
取
り
組
み
が
始
動
し
た
。
以
降
、
葛
飾
区
文
化
財
保
護
審
議
会
に
お
い
て
、
平
成

二
十
二
（
二
〇
一
〇
）
年
に
予
備
調
査
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
個
々
の
文
化
財
を
そ
れ
ぞ
れ
保
護
す
る
の
で
は
な
く
、
地
域
一
体
を
面
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と
し
て
捉
え
保
全
し
て
い
く
必
要
が
示
さ
れ
、
文
化
的
景
観
事
業
が
立
ち
上
が
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

そ
の
後
、
平
成
二
十
三
（
二
〇
一
一
）
年
度
か
ら
四
年
間
を
か
け
、
国
の
補
助
事
業
と
し
て
柴
又
地
域
文
化
的
景
観
調
査
委
員
会
に
よ

る
調
査
が
行
わ
れ
、
様
々
な
地
域
開
発
を
と
も
な
い
な
が
ら
、
平
成
三
十
（
二
〇
一
八
）
年
の
「
重
要
文
化
的
景
観
」
選
定
に
至
っ
た
。

　

本
稿
で
扱
う
二
つ
の
事
例
も
、『
男
は
つ
ら
い
よ
』
シ
リ
ー
ズ
終
了
後
の
新
た
な
柴
又
ア
ピ
ー
ル
の
模
索
か
ら
、
重
要
文
化
的
景
観
選

定
に
至
る
ま
で
の
大
き
な
流
れ
の
な
か
に
位
置
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
二
つ
の
事
例
を
通
し
て
、
い
か
に
庚
申
信
仰
が
柴
又
地
域
の
魅
力

と
し
て
再
指
向
さ
れ
、
活
用
、
資
源
化
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
着
目
し
て
い
く
。

①
「
葛
飾
柴
又
寅
さ
ん
記
念
館
」
に
お
け
る
帝
釈
人
車
鉄
道
の
展
示

　

平
成
九
（
一
九
九
七
）
年
に
開
館
し
た
「
葛
飾
柴
又
寅
さ
ん
記
念
館
」
は
、
平
成
五
（
一
九
九
三
）
年
に
整
備
さ
れ
た
江
戸
川
河
川
敷

の
「
柴
又
公
園
」
内
、「
葛
飾
区
観
光
文
化
セ
ン
タ
ー
」
の
中
に
、
下
町
情
緒
あ
ふ
れ
る
観
光
拠
点
と
し
て
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
設
立
の
意
図
は
、「
葛
飾
柴
又
が
観
光
名
所
と
し
て
全
国
的
に
知
ら
れ
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
、
映
画
『
男
は
つ
ら
い
よ
』
の
業
績

を
と
ど
め
、
映
画
の
世
界
を
再
現
す
る
こ
と
で
、
日
本
人
の
故
郷
を
感
じ
取
っ
て
も
ら
お
う
と
の
思
い

）
11
（

」
に
よ
る
と
い
う
。
以
上
か
ら
、

設
立
当
初
は
、
行
政
の
観
光
政
策
の
一
環
と
し
て
、『
男
は
つ
ら
い
よ
』
に
関
す
る
観
光
名
所
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
担
っ
て
い
た
と
考

え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
現
在
館
内
の
展
示
に
は
、『
男
は
つ
ら
い
よ
』
関
連
の
展
示
と
と
も
に
、
帝
釈
人
車
鉄
道
に
ま
つ
わ
る
展
示
が
置
か

れ
て
い
る
。
先
に
言
及
し
た
通
り
、
帝
釈
人
車
鉄
道
は
柴
又
帝
釈
天
の
庚
申
信
仰
に
ま
つ
わ
る
列
車
で
、
映
画
と
の
関
連
は
見
い
だ
せ
な

い
。
そ
の
背
景
を
先
取
り
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
宗
教
文
化
が
『
男
は
つ
ら
い
よ
』
に
関
連
す
る
展
示
と
同
居
す
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯

に
は
、
葛
飾
柴
又
の
文
化
的
景
観
事
業
に
ま
つ
わ
る
庚
申
信
仰
の
歴
史
・
伝
統
性
の
再
評
価
が
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
葛
飾

柴
又
寅
さ
ん
記
念
館
に
お
け
る
帝
釈
人
車
鉄
道
の
展
示
の
変
遷
を
見
て
い
き
た
い
。

　

記
念
館
で
は
、
開
館
以
来
、
約
三
年
ご
と
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
と
い
う
形
で
展
示
の
変
更
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
概
要
は
表
１
の
通
り
で
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あ
る
が
、
帝
釈
人
車
鉄
道
の
展
示
に
ま
つ
わ
る
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
は
、
平

成
十
五
（
二
〇
〇
三
）
年
の
第
二
回
目
と
、
平
成
二
十
七
（
二
〇
一

五
）
年
の
第
六
回
目
に
行
わ
れ
た
。

　

第
二
回
目
、
平
成
十
五
（
二
〇
〇
三
）
年
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
に
お
い

て
は
、
帝
釈
人
車
鉄
道
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
模
型
（
写
真
４
）
が
新
設
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
経
緯
と
し
て
「
展
示
内
容
の
マ
ン
ネ
リ
化
を
避
け
、
常

に
新
し
い
話
題
を
提
供
す
る
」
と
い
う
意
図
が
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
こ
の
時
期
葛
飾
区
に
お
い
て
は
シ
リ
ー
ズ
の
終
了
し
た
『
男
は
つ

ら
い
よ
』
に
対
し
て
、

刷
新
す
る
よ
う
な
魅

力
あ
る
展
示
を
目
指

し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
時
期
は
丁
度
、
柴

又
帝
釈
天
参
道
商
店

街
に
お
い
て
新
た
な

柴
又
ア
ピ
ー
ル
の
模

索
が
叫
ば
れ
、
町
並

み
の
保
全
に
対
す
る

実施年 変更内容（一部） 実施意図

平成12年 柴又参道ミニチュア模型を新設 新規入館者とリピーターの確保
平成15年 帝釈人車鉄道ミニチュア模型を新設 展示内容のマンネリ化解消
平成18年 壁面展示や映像を大幅に更新 新規入館者とリピーターの確保

平成21年 第一作以前の寅さんのジオラマを新設 新規入館者とリピーターの確保

平成24年
朝日印刷所を完全再現
監督の業績を紹介するミュージアムの
新設

言及なし

平成27年
「帝釈人車鉄道」の客車を再現
列車のボックスシートの窓から映画の
鉄道関連のシーンが上映されるように

「寅さんの旅」をテーマに展示を追加

平成28年 山田監督の近作コーナーと
近況紹介の展示を新設

「半世紀を越え、新たな映画づくりへ」
をテーマに

　（葛飾区観光文化センター提供資料より一部抜粋、筆者作成）

表１　葛飾柴又寅さん記念館　展示の変遷概要

写真４　帝釈人車鉄道ミニチュア模型
　　　　2019年6月22日　筆者撮影
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動
き
が
始
動
し
た
の
と
同
時
期
に
あ
た
る
。

　

す
な
わ
ち
、
第
二
回
目
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
期
は
、『
男
は
つ
ら
い
よ
』
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
柴
又
の
魅
力
が
あ
ら
た
め
て
考
慮
さ
れ
た

時
期
で
あ
り
、
そ
の
流
れ
の
中
で
帝
釈
人
車
鉄
道
の
展
示
が
行
わ
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
第
六
回
目
、
平
成
二
十
七
（
二
〇
一
五
）
年
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
で
は
、
帝
釈
人
車
鉄
道
に
ま
つ
わ
る
展
示
ス
ペ
ー
ス
が
拡
大
し
、

「
葛
飾
柴
又
鉄
道　

故
郷
駅
」
の
コ
ー
ナ
ー
内
に
、
帝
釈
人
車
鉄
道
の
客
車
の
レ
プ
リ
カ
が
配
置
さ
れ
た
（
写
真
５
）。
同
時
に
、「
鉄
道

の
旅
」
と
い
う
テ
ー
マ
に

沿
っ
て
、
映
画
に
お
け
る

列
車
移
動
の
シ
ー
ン
を
、

鉄
道
の
ボ
ッ
ク
ス
シ
ー
ト

を
模
し
た
座
席
上
か
ら
見

学
で
き
る
よ
う
な
展
示
が

新
設
さ
れ
た
（
写
真
６
）。

こ
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
か
ら

は
、
人
車
鉄
道
の
展
示
の

拡
張
に
よ
っ
て
当
時
の
信

仰
の
営
み
が
さ
ら
に
ク
ロ

ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
こ
と
、

ま
た
「
鉄
道
」、「
旅
」
と

い
う
共
通
点
の
も
と
に
庚

写真５　帝釈人車鉄道客車レプリカ
　　　　2019年6月22日　筆者撮影

写真６　列車のボックスシートと上映の様子
　　　　2019年6月22日　筆者撮影
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申
信
仰
と
『
男
は
つ
ら
い
よ
』
の
世
界
観
が
ゆ
る
や
か
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
ま
た
、「
故
郷
」
と
い
う
形
で
両
者

を
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、
映
画
『
男
は
つ
ら
い
よ
』
だ
け
で
は
な
い
葛
飾
柴
又
の
魅
力
と
し
て
、
庚
申
信
仰
の
歴
史
ま
で
を
含
め
た
原
風

景
、
当
時
の
営
み
が
評
価
、
表
象
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

以
上
を
ま
と
め
れ
ば
、
記
念
館
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の
変
遷
に
は
、
そ
の
運
営
に
携
わ
る
葛
飾
区
が
、
庚
申
信
仰
を
再
評
価
し
、
映
画
の

世
界
観
と
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、
葛
飾
柴
又
の
魅
力
の
ひ
と
つ
と
し
て
表
象
す
る
と
い
う
、
資
源
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
第
六
回
目
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
は
、
葛
飾
区
が
重
要
文
化
的
景
観
選
定
事
業
を
推
進
し
て
い
た
時
期
に
あ
た

り
、
そ
の
た
め
こ
の
時
期
に
庚
申
信
仰
に
ま
つ
わ
る
営
み
が
拡
張
さ
れ
た
こ
と
は
、
葛
飾
区
と
い
う
行
政
が
観
光
化
の
た
め
、
そ
し
て
文

化
財
の
活
用
の
た
め
に
仏
教
文
化
を
評
価
し
、
資
源
化
し
た
と
い
う
事
実
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

実
際
に
、
記
念
館
の
総
括
責
任
者
、
横
山
氏
に
よ
れ
ば
、
葛
飾
区
観
光
文
化
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
役
割
も
担
う
記
念
館
に
お
い
て
、

「
葛
飾
の
観
光
の
歴
史
と
し
て
、
帝
釈
人
車
鉄
道
が
多
く
の
参
詣
客
を
運
ん
だ
歴
史
は
伝
え
る
べ
き
」
と
判
断
し
た
た
め
、
一
見
映
画
と

は
無
縁
の
記
念
館
に
お
い
て
、
庚
申
信
仰
の
歴
史
を
伝
え
る
展
示
を
置
い
て
い
る
の
だ
と
い
う

）
11
（

。

　

つ
ま
り
、
こ
こ
に
お
い
て
庚
申
信
仰
は
、
宗
教
的
な
意
味
付
け
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
そ
の
歴
史
と
い
う
点
で
評
価
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
り
、
葛
飾
柴
又
の
観
光
化
の
歴
史
を
伝
え
る
た
め
の
資
源
と
し
て
の
機
能
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

②
重
要
文
化
的
景
観
選
定
記
念
「
柴
又
帝
釈
天
×
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
マ
ッ
ピ
ン
グ
」

　

庚
申
信
仰
の
資
源
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
説
明
し
う
る
事
例
と
し
て
、
次
に
重
要
文
化
的
景
観
選
定
記
念
に
行
わ
れ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン

マ
ッ
ピ
ン
グ
の
イ
ベ
ン
ト
に
言
及
し
た
い

）
11
（

。

　
「
葛
飾
柴
又
の
文
化
的
景
観
」
選
定
か
ら
一
年
を
記
念
し
て
、
葛
飾
区
は
補
正
予
算
を
計
上
し
、
柴
又
帝
釈
天
境
内
の
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ

イ
ベ
ン
ト
と
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
マ
ッ
ピ
ン
グ
を
企
画
し
た
。
そ
れ
に
と
も
な
い
、
イ
ベ
ン
ト
実
行
委
員
会
が
組
織
さ
れ
、
葛
飾
区
観
光

課
が
行
う
夜
の
イ
ベ
ン
ト
に
加
え
、
昼
の
催
し
が
企
画
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
イ
ベ
ン
ト
実
行
委
員
会
は
、
一
般
社
団
法
人
葛
飾
区
観
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光
協
会
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
柴
又
ま
ち
な
み
協
議
会
、
柴
又
自
治
会
、
柴
又
神
明
会
、
一
般
社
団
法
人
葛
飾
区
観
光
協
会
柴
又
支
部
、

葛
飾
区
観
光
課
、
柴
又
帝
釈
天
か
ら
な
り
、
イ
ベ
ン
ト
の
内
容
に
つ
い
て
協
働
で
検
討
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
平
成
三
十
一
年
三
月
四

日
か
ら
十
日
の
一
週
間
に
か
け
て
行
わ
れ
る
柴
又
帝
釈
天
境
内
の
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
と
、
三
月
九
日
、
十
日
の
土
日
に
か
け
て
柴
又
帝
釈
天

の
祖
師
堂
と
回
廊
を
利
用
し
て
行
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
マ
ッ
ピ
ン
グ
に
加
え
、
昼
に
は
参
道
に
お
け
る
写
真
パ
ネ
ル
「
葛
飾
柴
又
今
昔

物
語
」
の
展
示
、「
柴
又
ま
ち
巡
り
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
」
や
、
柴
又
帝
釈
天
境
内
で
の
「
は
し
ご
乗
り
」
の
披
露
な
ど
様
々
な
催
し
を
行

う
こ
と
と
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
行
政
が
地
域
と
連
携
し
て
行
っ
た
選
定
記
念
イ
ベ
ン
ト
は
、
全
体
と
し
て
約
四
万
八
千
人
の
人
出
と
な
り
、
一
日
四
回
、

各
千
人
の
定
員
を
予
定
し
て
い
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
マ
ッ
ピ
ン
グ
も
、
二
日
間
で
計
約
一
万
人
が
訪
れ
た
と
い
う
。
イ
ベ
ン
ト
の
集
客

か
ら
は
、
重
要
文
化
的
景
観
選
定
が
柴
又
地
域
の
観
光
化
に
も
た
ら
す
影
響
の
規
模
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

以
下
で
は
特
に
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
マ
ッ
ピ
ン
グ
の
内
容
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
映
像
に
注
目
し
て
い
き
た
い
。
こ
の
企
画
が
葛
飾
区

の
予
算
を
投
じ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
内
容
の
企
画
と
検
討
を
葛
飾
区
観
光
課
が
主
導
し
た
こ
と
か
ら
、
プ
ロ
ジ
ェ

ク
シ
ョ
ン
マ
ッ
ピ
ン
グ
の
内
容
に
は
、
葛
飾
区
観
光
課
が
重
要
文
化
的
景
観
事
業
の
中
で
重
視
し
て
い
る
も
の
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
マ
ッ
ピ
ン
グ
で
メ
イ
ン
テ
ー
マ
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
の
が
、
庚
申
信

仰
で
あ
り
、
そ
の
た
め
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
マ
ッ
ピ
ン
グ
の
内
容
か
ら
は
、
行
政
が
い
か
に
仏
教
文
化
に
価
値
を
見
出
し
、
表
象
し
て
い

る
か
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
マ
ッ
ピ
ン
グ
は
、「
参
道
の　

賑
わ
い
楽
し　

帝
釈
天
」
に
続
く
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
図
１
、
筆
者
作
成
）
の
の
ち
、

音
楽
と
と
も
に
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
が
映
し
出
さ
れ
る
構
成
と
な
っ
て
い
る

）
11
（

。

　

ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、
柴
又
帝
釈
天
の
庚
申
信
仰
の
様
子
が
語
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
そ
の
信
仰
、
伝
統
と
景
観
と
の
結
び
つ
き
が
語
ら

れ
る
こ
と
で
、
重
要
文
化
的
景
観
に
お
け
る
原
風
景
を
強
調
す
る
形
で
庚
申
信
仰
が
活
用
さ
れ
て
い
る
。
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ま
た
、
庚
申
信
仰
の
み
な
ら
ず
、
柴
又
帝
釈
天
の

節
分
問
答
や
御
神
水
と
い
っ
た
宗
教
的
な
事
物
が
コ

ン
テ
ン
ツ
と
し
て
象
徴
的
な
形
で
映
し
出
さ
れ
、
そ

の
他
に
も
近
隣
の
柴
又
八
幡
神
社
の
獅
子
舞
や
、
江

戸
川
の
花
火
な
ど
が
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
像
と
し

て
葛
飾
柴
又
の
代
表
的
な
景
観
と
し
て
ア
ピ
ー
ル
さ

れ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
こ
こ
に
お
い
て
柴
又
帝
釈
天
の
庚
申
信

仰
や
、
そ
の
他
の
宗
教
文
化
は
単
に
宗
教
的
な
意
味

付
け
を
超
え
て
、「
信
仰
の
時
代
の
様
子
が
今
も
景0

観
に

0

0

残
っ
て
い
る
」
こ
と
の
表
象
と
し
て
、
活
用
さ

れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン

マ
ッ
ピ
ン
グ
の
事
例
に
お
い
て
も
、
先
の
事
例
と
同

様
に
、
行
政
の
試
み
に
お
い
て
庚
申
信
仰
や
そ
の
他

の
宗
教
文
化
が
、
葛
飾
柴
又
の
文
化
的
景
観
事
業
の

な
か
で
再
評
価
、
再
解
釈
さ
れ
、
景
観
の
歴
史
や
伝

統
を
担
保
す
る
機
能
を
も
っ
て
資
源
化
さ
れ
て
い
る

様
子
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

帝釈天の縁日の前夜は「宵庚申」。
参道の 賑わい楽し 帝釈天。

江戸の頃は一面の田園風景に提灯の明かりが江戸市中から柴又まで延々と続いた。｠
参道には人々が溢れ、名物を商う店が立ち並び｠
帝釈天境内は参詣の人々で埋め尽くされていたという。

時代は移り、先人から受け継ぎ次世代に繋げていこうと｠
いまもそろいの法被（はっぴ）にうちわ太鼓で
纏（まとい）の練奉納（ねりほうのう）を続けている人々がいる。｠
信仰が、伝統が、生きざまが、景観として今も確かに残っている。｠
江戸も昭和もここでは確かに息づいている。

まばゆいばかりの光の龍や、お堂を群邪（へきじゃ）からお守りする猿たち。｠
ほかにも帝釈天ゆかりのたくさんの役者が揃った。

SHIBAMATA NIGHT｠
いまに甦る「宵庚申」。

今宵、ひとときの夜の宴にあなたは魅せられる。　

ナレーション（筆者書き起こし）

図１　プロジェクションマッピング　ナレーション

04-01　小高.indd   161 2021/02/24   15:46



現代宗教研究　第55号（2021.3）　　162

（
四
）
仏
教
文
化
の
再
文
脈
化

　

こ
れ
ま
で
、
本
稿
で
は
葛
飾
区
に
よ
る
宗
教
文
化
の
資
源
化
と
い
う
視
点
か
ら
、
重
要
文
化
的
景
観
選
定
に
ま
つ
わ
る
二
つ
の
試
み
を

取
り
上
げ
た
。
以
下
、
本
節
で
は
事
例
を
踏
ま
え
、
改
め
て
そ
の
資
源
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

　

森
山
の
指
摘
を
振
り
返
れ
ば
、
資
源
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
は
、「
あ
る
主
体
が
あ
る
対
象
物
を
対
象
化
し
、
そ
れ
を
何
ら
か
の
目

的
と
意
図
の
も
と
に
活
用
す
る
」
と
い
う
動
的
な
働
き
か
け
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
対
象
物
が
「
新
た
な
意
味
な
り
価
値
な
り
を
付
加
さ
れ
、

新
た
な
使
用
の
文
脈
に
差
し
挟
ま
れ
る
」
と
い
う
。
こ
の
論
を
参
照
し
な
が
ら
結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
葛
飾
区
の
試
み
は
以
下
の
よ
う

な
資
源
化
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
解
釈
が
可
能
だ
ろ
う
。

　

す
な
わ
ち
、
葛
飾
区
は
、
庚
申
信
仰
と
い
う
仏
教
文
化
を
、
柴
又
の
歴
史
・
伝
統
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
評
価
し
、
重
要
文
化
的
景

観
に
ま
つ
わ
る
事
業
の
中
で
、
柴
又
の
景
観
に
残
る
文
化
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
活
用
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
庚
申
信
仰
の
再
評
価
、
活
用
と
い
う
資
源
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
行
政
の
観
光
政
策
の
中
で
段
階
的
に
と
ら
え
れ
ば
、（
一
）
模
索

期
、（
二
）
発
展
期
、（
三
）
成
熟
期
、
の
三
段
階
で
区
分
で
き
る
だ
ろ
う
。
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
事
例
に
即
せ
ば
、（
一
）
模
索
期
か
ら

（
二
）
発
展
期
は
、
葛
飾
柴
又
寅
さ
ん
記
念
館
に
お
け
る
展
示
の
変
遷
に
表
れ
て
お
り
、
重
要
文
化
的
景
観
選
定
記
念
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ

ョ
ン
マ
ッ
ピ
ン
グ
の
事
例
は
、（
三
）
成
熟
期
の
試
み
に
あ
た
る
と
い
え
る
。

　

葛
飾
柴
又
寅
さ
ん
記
念
館
に
お
い
て
は
、
先
述
の
通
り
、
展
示
の
変
遷
を
経
て
、
庚
申
信
仰
に
ま
つ
わ
る
帝
釈
人
車
鉄
道
の
展
示
が
次

第
に
拡
張
さ
れ
て
い
る
。
第
二
回
目
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
時
は
、『
男
は
つ
ら
い
よ
』
の
み
に
と
ど
ま
ら
な
い
（
一
）
柴
又
の
魅
力
の
発
見

が
模
索
さ
れ
て
い
た
時
期
に
あ
た
り
、
そ
こ
で
人
車
鉄
道
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
模
型
が
展
示
さ
れ
始
め
た
こ
と
は
、
庚
申
信
仰
が
記
念
館
に
と

っ
て
評
価
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
第
六
回
目
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
で
は
鉄
道
と
い
う
共
通
項
の
も
と
、
映
画
の

世
界
観
と
結
び
つ
け
ら
れ
な
が
ら
、
人
車
鉄
道
の
客
車
展
示
が
追
加
さ
れ
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
庚
申
信
仰
の
営
み
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
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れ
る
。
そ
の
段
階
は
、
行
政
に
お
い
て
（
二
）
重
要
文
化
的
景
観
選
定
事
業
が
進
ん
で
い
た
渦
中
の
時
期
に
あ
た
り
、
そ
の
核
で
あ
る
柴

又
帝
釈
天
の
庚
申
信
仰
が
、
柴
又
地
域
の
歴
史
・
伝
統
性
を
表
象
す
る
も
の
と
し
て
、
さ
ら
に
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
マ
ッ
ピ
ン
グ
は
、
重
要
文
化
的
景
観
選
定
一
周
年
を
祝
し
開
催
さ
れ
た
イ
ベ
ン
ト
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
選
定
に

向
け
た
取
り
組
み
が
ひ
と
段
落
し
、
さ
ら
に
柴
又
地
域
の
魅
力
を
発
信
さ
せ
て
い
く
（
三
）
成
熟
期
に
あ
た
る
試
み
と
捉
え
ら
れ
る
。
特

に
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
マ
ッ
ピ
ン
グ
に
お
い
て
は
庚
申
信
仰
の
宵
庚
申
が
メ
イ
ン
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
選
定
後
に
お
い

て
は
、
柴
又
地
域
の
歴
史
・
伝
統
性
を
表
象
す
る
上
で
庚
申
信
仰
が
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
看
取
で
き
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
庚
申
信
仰
と
い
う
仏
教
文
化
の
資
源
化
の
プ
ロ
セ
ス
は
、（
一
）
〜
（
三
）
の
段
階
を
経
た
重
要
文
化
的
景
観
選
定
事

業
に
と
も
な
っ
て
、
庚
申
信
仰
が
柴
又
地
域
の
歴
史
・
伝
統
性
を
表
象
す
る
も
の
と
し
て
強
調
さ
れ
、
重
要
視
さ
れ
て
い
く
様
子
を
通
し

て
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
そ
の
資
源
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
う
る
の
は
、
庚
申
信
仰
が
段
階
を
経
て
重
要
視
、
強
調
さ
れ
て
い
く
に
も
拘

ら
ず
、
そ
の
宗
教
性
は
む
し
ろ
、
葛
飾
柴
又
の
歴
史
・
伝
統
性
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
次
第
に
後
景
化
し
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
点
で

あ
る
。

　

既
述
の
通
り
、
重
要
文
化
的
景
観
に
関
わ
る
行
政
の
試
み
に
お
い
て
、
庚
申
信
仰
と
い
う
仏
教
文
化
は
、
信
仰
生
活
を
支
え
た
帝
釈
人

車
鉄
道
の
歴
史
性
や
、
今
も
景
観
に
あ
ら
わ
れ
息
づ
い
て
い
る
信
仰
生
活
、
と
い
っ
た
要
素
を
強
調
し
な
が
ら
、「
下
町
情
緒
あ
る
」
柴

又
の
文
化
の
伝
統
・
歴
史
性
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
庚
申
信
仰
の
宗
教
性
そ
の
も
の
が
直
接
的
に
表
現

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
信
仰
世
界
の
暮
ら
し
・
生
業
と
い
う
観
点
か
ら
、
歴
史
・
伝
統
性
と
い
う
よ
り
広
い
文
脈
の
も
と
で
再
編
成

さ
れ
、
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
こ
に
お
い
て
注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
仏
教
と
い
う
よ
り
も
文
化
で
あ
り
、
仏
教
文
化
は
柴

又
地
域
の
景
観
に
あ
ら
わ
れ
る
歴
史
・
伝
統
と
い
う
文
脈
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
の
機
能
を
担
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
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さ
ら
に
そ
の
表
象
に
着
目
す
れ
ば
、
本
事
例
に
お
け
る
庚
申
信
仰
は
、
地
域
の
歴
史
・
伝
統
と
い
う
新
た
な
文
脈
の
も
と
で
資
源
化
さ

れ
る
過
程
で
、
映
画
『
男
は
つ
ら
い
よ
』
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
マ
ッ
ピ
ン
グ
と
い
っ
た
、
元
来
宗
教
と
は
関
係
の
な
い
対
象
物
と
組
み

合
わ
さ
れ
、
観
光
資
源
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
塚
和
夫
は
「
信
仰
や
実
践
（
儀
礼
）
そ
の
も
の
や
そ
れ
ら
に
か
か
わ
る

物
品
な
ど
が
貨
幣
で
購
入
で
き
る
も
の
に
な
る
、
す
な
わ
ち
商
品
化
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
聖
と
俗
と
の
境
界
線
は
曖
昧
に
な
り
、
時
に
は

溶
解
し
て
し
ま
う
」
と
し
て
「
通
約
可
能
性
（com

m
ensurability

）」
と
い
う
表
現
を
用
い
た

）
11
（

が
、
観
光
政
策
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
宗
教

的
事
物
と
非
宗
教
的
事
物
の
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
と
再
文
脈
化
は
、
ま
さ
に
現
代
の
仏
教
が
消
費
社
会
か
ら
影
響
を
受
け
、
変
容
し
て
い
る

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
そ
の
動
き
が
、
柴
又
帝
釈
天
の
よ
う
な
宗
教
者
内
部
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
外
部
（
行
政
に
よ
る
重
要
文
化
的
景
観
選
定
事

業
）
の
試
み
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
主
体
に
主
導
さ
れ
る
形
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
観
光
化
と
い
う
現
象
の
み
な
ら
ず
、
仏
教
の
現

代
的
な
状
況
を
考
察
す
る
際
に
、
宗
教
者
内
部
の
動
き
か
ら
で
は
捉
え
き
る
こ
と
の
で
き
な
い
様
相
が
あ
る
こ
と
、
宗
教
者
外
部
と
い
う

ア
ク
タ
ー
へ
の
着
目
の
必
要
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

つ
ま
り
、
仏
教
が
文
化
資
源
化
さ
れ
る
際
、
そ
こ
に
は
宗
教
内
部
の
み
な
ら
ず
、
宗
教
外
部
の
動
き
も
介
在
し
て
お
り
、
あ
ら
ゆ
る
思

惑
や
意
図
、
状
況
が
交
錯
し
な
が
ら
仏
教
文
化
そ
の
も
の
の
意
味
付
け
が
再
編
成
さ
れ
る
。
宗
教
的
な
価
値
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
仏

教
文
化
そ
れ
自
体
の
意
味
付
け
は
観
光
化
や
消
費
と
い
っ
た
社
会
現
象
の
な
か
で
常
に
交
渉
さ
れ
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
葛
飾
区
に
よ
る
柴
又
地
域
の
重
要
文
化
的
景
観
に
関
わ
る
事
業
の
な
か
で
、
庚
申
信
仰
と
い
う
仏
教
文
化
の
意
味
付
け
や

文
脈
が
い
か
に
変
化
し
、
資
源
化
さ
れ
た
か
に
注
目
し
て
き
た
。

　

そ
の
結
果
、
行
政
の
試
み
に
お
い
て
は
庚
申
信
仰
が
、
文
化
的
景
観
事
業
で
核
と
な
る
「
下
町
情
緒
あ
ふ
れ
る
柴
又
」
の
歴
史
・
伝
統
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性
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
、
そ
の
他
の
非
宗
教
的
事
物
と
組
み
合
わ
さ
れ
再
編
成
さ
れ
な
が
ら
、
活
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
を

確
認
す
る
に
至
っ
た
。

　

さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
考
察
か
ら
は
、
仏
教
の
現
代
的
な
様
態
や
状
況
を
捉
え
る
際
、
観
光
と
い
う
社
会
現
象
や
資
本
主
義
経
済
な
ど
の

影
響
、
ま
た
宗
教
者
外
部
の
動
き
ま
で
を
も
含
め
て
検
討
し
、
そ
の
交
渉
・
再
形
成
の
過
程
に
注
目
し
て
い
く
必
要
性
が
あ
る
こ
と
が
示

さ
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
本
稿
で
は
詳
し
く
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
で
見
た
行
政
の
動
き
の
背
景
に
は
、
仏
教
に
関
わ
る
要
素
、
寺
院
や
信
仰

を
地
域
の
観
光
政
策
に
活
用
す
る
上
で
、
文
化
と
い
う
文
脈
に
の
せ
る
必
要
性
、
再
文
脈
化
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
が
あ
る
こ
と

に
も
言
及
し
て
お
き
た
い
。
行
政
に
お
け
る
宗
教
の
資
源
化
と
観
光
政
策
に
は
、
直
接
的
に
宗
教
に
対
し
て
財
源
を
確
保
す
る
こ
と
の
で

き
な
い
行
政
の
事
情
、
宗
教
と
公
的
機
関
と
の
政
治
的
な
問
題
も
垣
間
見
え
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
今
後
の
課
題
と
し
て
、
宗
教
内
部
者
で
あ
る
寺
院
や
宗
門
組
織
、
そ
こ
に
関
わ
る
檀
信
徒
や
地
域
住
民
、
そ
の
他
の
参
拝
者

と
い
っ
た
行
為
者
間
と
の
動
き
の
な
か
で
改
め
て
問
い
直
す
必
要
が
あ
る
こ
と
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
伊
藤
雅
之
が
文
化
資

源
の
受
け
取
り
手
に
着
目
し
、「
特
定
の
価
値
が
社
会
に
広
が
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
受
け
止
め
方
は
担
い
手
た
ち
に
よ
っ
て
大

き
く
異
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
…
当
事
者
た
ち
が
、
ど
の
よ
う
に
多
様
な
選
択
肢
の
な
か
か
ら
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
ふ
さ
わ
し

い
信
念
や
シ
ン
ボ
ル
を
獲
得
し
、
自
己
の
意
味
世
界
を
構
成
し
て
い
く
の
か
の
解
明
が
必
要
と
な
る

）
11
（

」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
ま
た
藤
村
健

一
が
行
政
の
観
光
政
策
に
対
す
る
寺
院
側
の
自
己
規
定
の
変
容
に
着
目
し
た
よ
う
に

）
11
（

、
常
に
あ
ら
ゆ
る
ア
ク
タ
ー
の
意
図
や
視
点
が
交
錯

す
る
な
か
で
、
宗
教
は
変
容
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
冒
頭
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
現
代
に
お
い
て
人
々
が
宗
教

や
宗
教
に
関
す
る
情
報
に
触
れ
る
ツ
ー
ル
と
し
て
、
雑
誌
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
い
っ
た
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
も
等
閑
視
で
き
な
い
。

そ
の
た
め
本
稿
で
は
詳
し
く
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
諸
ア
ク
タ
ー
に
つ
い
て
は
今
後
別
の
機
会
に
て
取
り
上
げ
、
改
め
て
そ
の
動

的
な
プ
ロ
セ
ス
を
全
体
的
に
考
察
す
る
こ
と
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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註（
１
）鵜
飼
（
二
〇
一
五
）、
櫻
井
ほ
か
編
（
二
〇
一
六
）、
ほ
か
。

（
２
）日
本
人
の
宗
教
意
識
に
関
す
る
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
文
化
研
究
所
の
調
査
に
よ
れ
ば
、「
普
段
信
仰
し
て
い
る
宗
教
は
な
い
」
と
答
え
る
人
は
全
体
の

約
六
割
、
ま
た
何
ら
か
の
宗
教
を
信
仰
し
て
い
る
人
の
う
ち
で
も
「
信
仰
心
が
あ
る
」
と
答
え
る
人
は
約
半
数
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ

放
送
文
化
研
究
所
（
二
〇
一
九
）「
日
本
人
の
宗
教
的
意
識
や
行
動
は
ど
う
変
わ
っ
た
か
〜
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｐ
国
際
比
較
調
査
「
宗
教
」・
日
本
の
結
果

か
ら
〜
」（https://w

w
w

.nhk.or.jp/bunken/research/yoron/pdf/20190401_7.pdf

））。

（
３
）宗
教
情
報
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
（
二
〇
二
〇
）、
ほ
か
。

（
４
）井
上
（
一
九
九
六
）
二
二
一
─
二
二
三
頁
、
井
上
（
一
九
九
九
）
二
〇
─
五
九
頁
、
参
照
。

（
５
）山
中
編
（
二
〇
二
〇
）
一
─
一
〇
頁
参
照
。

（
６
）森
山
（
二
〇
〇
七
）
六
六
─
六
七
頁
参
照
。

（
７
）岡
本
（
二
〇
一
二
）、
岡
本
（
二
〇
一
五
）。

（
８
）安
田
（
二
〇
一
五
）、
安
田
（
二
〇
一
六
）。

（
９
）門
田
（
二
〇
一
〇
）、
天
田
（
二
〇
一
九
）、
ほ
か
。

（
10
）上
田
（
二
〇
〇
四
）、
河
田
（
二
〇
一
六
）。

（
11
）藤
村
（
二
〇
一
六
）。

（
12
）葛
飾
区
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
観
光
入
込
客
数
は
柴
又
地
域
の
み
で
年
間
約
一
八
三
万
五
千
人
と
さ
れ
て
い
る
（
葛
飾
区
産
業
観
光
部
観
光
課

（
二
〇
一
八
））。

（
13
）庚
申
信
仰
と
は
、
も
と
は
中
国
の
道
教
の
「
三
尸
（
さ
ん
し
）
説
」
を
取
り
入
れ
た
信
仰
で
、
人
間
の
な
か
に
い
る
「
三
尸
」
と
い
う
虫
が
、

庚
申
の
夜
、
宿
主
の
寝
て
い
る
間
に
天
に
昇
り
、
天
帝
に
宿
主
の
行
為
の
善
悪
を
告
げ
て
し
ま
う
た
め
、
そ
の
度
合
い
に
よ
っ
て
宿
主
の
寿
命
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が
縮
め
ら
れ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
、
庚
申
の
日
に
昼
夜
寝
ず
に
、
翌
朝
を
待
っ
て
青
面
金
剛
や
庚
申
塚
へ
お
参
り
す
る
「
庚
申
待
ち
」
を
三
回
、

七
回
と
繰
り
返
せ
ば
、
こ
の
三
尸
が
絶
え
、
心
身
健
康
と
な
り
寿
命
を
長
め
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
信
仰
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
（
望

月
（
一
九
九
七
）
六
〇
頁
参
照
）。

（
14
）柴
又
帝
釈
天
板
本
尊
発
見
の
経
緯
と
そ
の
後
の
庚
申
信
仰
、
帝
釈
天
詣
で
に
つ
い
て
は
、
望
月
（
一
九
八
八
）、
望
月
（
一
九
九
七
）
ほ
か
、

帝
釈
天
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w

.taishakuten.or.jp/

）、
最
終
ア
ク
セ
ス
二
〇
二
〇
年
一
二
月
二
九
日
、
な
ど
に
詳
し
い
。

　

ま
た
、
帝
釈
天
詣
で
の
流
行
か
ら
、
映
画
『
男
は
つ
ら
い
よ
』
シ
リ
ー
ズ
の
ヒ
ッ
ト
、
現
在
ま
で
に
至
る
観
光
化
の
流
れ
に
つ
い
て
は
、
小
高

（
二
〇
一
七
）、
小
高
（
二
〇
二
〇
）
ほ
か
、
に
詳
し
い
。

（
15
）板
本
尊
の
形
状
に
つ
い
て
は
望
月
良
晃
の
記
述
に
詳
し
い
。
望
月
に
よ
る
と
、
板
本
尊
は
長
さ
が
二
尺
五
寸
（
七
五
㎝
ほ
ど
）、
幅
が
一
尺
五

寸
（
四
五
㎝
ほ
ど
）、
厚
さ
五
分
（
一
・
五
㎝
）
程
度
で
、
片
面
に
は
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
の
御
題
目
、
そ
の
左
右
に
両
尊
四
菩
薩
、
両
脇

に
『
妙
法
蓮
華
経
』「
薬
王
菩
薩
事
品
」
の
「
此
の
今
日
は
則
ち
為
れ
閻
浮
提
の
人
の
病
之
良
薬
な
り
。
若
し
人
、
病
有
り
て
是
の
経
を
聞
く

こ
と
を
得
ば
、
病
則
ち
消
滅
し
て
不
老
不
死
な
ら
ん
。」
の
「
病
即
消
滅
の
文
」、
下
に
日
蓮
聖
人
の
花
押
、
そ
し
て
五
月
末
日
と
刻
さ
れ
、
も

う
片
面
に
は
、
右
手
に
剣
を
持
ち
、
左
手
を
開
い
て
忿
怒
の
表
情
を
し
た
帝
釈
天
王
の
像
が
彫
ら
れ
、
こ
れ
は
除
病
延
寿
・
悪
魔
降
伏
の
尊
形

を
示
し
て
い
る
と
い
う
（
望
月
（
一
九
九
七
）
六
〇
頁
参
照
）。

（
16
）望
月
に
よ
れ
ば
、
道
教
由
来
の
庚
申
信
仰
が
仏
教
の
信
仰
と
し
て
帝
釈
天
王
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
の
は
、
道
教
の
「
三
尸
（
さ
ん
し
）
説
」
に

お
け
る
天
帝
の
役
割
と
、
仏
教
に
お
け
る
帝
釈
天
王
の
役
割
が
似
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
天
帝
の
役
割
に
つ
い
て
は
（
一
三
）
の
と
お

り
で
あ
る
が
、
帝
釈
天
王
の
役
割
は
、
自
ら
の
罪
を
懺
悔
す
る
「
斉
日
」
に
使
者
を
遣
わ
し
て
、
天
下
万
民
の
所
業
を
観
察
さ
せ
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
、
使
者
を
遣
わ
し
て
人
間
を
観
察
す
る
と
い
う
点
に
庚
申
信
仰
の
天
帝
と
の
共
通
点
が
見
ら
れ
た
た
め
に
、
帝
釈
天
が
天
帝
と
し
て

庚
申
信
仰
の
主
尊
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
日
蓮
聖
人
自
身
も
、
帝
釈
天
を
守
護
神
と
し
て
重
要
視
し
て
い
た
こ
と
が
、
御
遺
文

の
引
用
な
ど
か
ら
も
看
取
で
き
る
と
い
う
（
望
月
（
一
九
八
八
）
一
一
九
─
一
二
七
頁
参
照
）。

　
　
　

そ
の
た
め
、
庚
申
信
仰
と
帝
釈
天
王
の
類
似
、
日
蓮
聖
人
に
よ
る
帝
釈
天
王
の
重
視
、
と
い
う
二
重
の
点
か
ら
、
道
教
由
来
の
庚
申
信
仰
が
、

柴
又
帝
釈
天
に
お
い
て
は
法
華
信
仰
や
、
仏
教
の
信
仰
と
し
て
ゆ
る
や
か
に
受
容
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
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（
17
）田
中
（
一
九
九
八
）
三
二
─
三
三
頁
参
照
。

（
18
）帝
釈
天
詣
で
の
流
行
に
よ
る
鉄
道
敷
設
の
経
緯
と
歴
史
に
つ
い
て
は
、
白
土
（
二
〇
〇
四
）、
葛
飾
区
郷
土
と
天
文
の
博
物
館
（
二
〇
〇
六
）、

ほ
か
に
詳
し
い
。

（
19
）葛
飾
区
郷
土
と
天
文
の
博
物
館
（
二
〇
〇
六
）
九
頁
。

（
20
）同
前
、
二
五
頁
。

（
21
）重
要
文
化
的
景
観
選
定
事
業
の
歴
史
的
概
略
に
関
し
て
は
、
大
迫
（
二
〇
一
九
）、
田
邊
（
二
〇
一
三
）、
谷
口
（
二
〇
一
七
ａ
）、
谷
口
（
二

〇
二
〇
）、
山
中
（
二
〇
一
二
）、
の
ほ
か
、
二
〇
二
一
年
一
月
一
九
日
に
柴
又
帝
釈
天
広
報
須
山
保
氏
に
う
か
が
っ
た
知
見
、
二
〇
二
一
年
一

月
二
〇
日
に
葛
飾
区
観
光
課
の
谷
口
榮
氏
に
聞
き
取
り
し
た
知
見
に
基
づ
い
て
い
る
。

（
22
）重
要
文
化
的
景
観
、
な
ら
び
に
「
葛
飾
柴
又
の
文
化
的
景
観
」
に
つ
い
て
は
、
下
記
を
参
照
。
文
化
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
文
化
的
景
観
」

（http://w
w

w
.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/keikan/

）、

最
終
ア
ク
セ
ス
二
〇
二
〇
年
一
月
六
日
、
葛
飾
区
教
育
委
員
会
（
二
〇

一
六
）、
谷
口
（
二
〇
一
七ａ
）、
谷
口
（
二
〇
二
〇
）、
ほ
か
。

（
23
）葛
飾
区
は
柴
又
地
域
を
三
つ
の
区
画
に
分
け
て
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
た

（
図
２
参
照
、
昭
文
社
編
（
二
〇
一
六
）「
東
京
都
区
分
地
図
22
葛
飾
区

５
版
２
刷
」
昭
文
社
に
一
部
筆
者
加
筆
）。

　
　
　

内
側
の
区
域
か
ら
順
に
第
一
の
リ
ン
グ
、
第
二
の
リ
ン
グ
、
第
三
の

リ
ン
グ
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
。
第
一
の
リ
ン
グ
に
あ
た
る
の
が
「
帝

釈
天
題
経
寺
及
び
門
前
か
ら
な
る
空
間
」（
柴
又
帝
釈
天
題
経
寺
／
帝

釈
天
門
前
）
で
あ
り
、
第
二
の
リ
ン
グ
が
「
帝
釈
天
題
経
寺
と
門
前
を

支
え
た
か
つ
て
の
農
村
部
（
微
高
地
）
空
間
」（
国
分
道
沿
い
／
帝
釈

天
南
方
・
江
戸
川
河
川
敷
沿
い
）、
第
三
の
リ
ン
グ
が
「
大
都
市
近
郊

図２　葛飾柴又文化的景観三つのリング
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の
低
地
開
発
の
歴
史
を
伝
え
る
空
間
」（
柴
又
用
水
受
水
域
／
金
町
浄
水
場
付
近
／
江
戸
川
・
河
川
敷
）
で
あ
る
。
第
一
の
リ
ン
グ
の
「
帝
釈

天
題
経
寺
」
の
説
明
で
は
、「
柴
又
地
域
文
化
的
景
観
の
核
を
な
す
寺
院
で
す
」
と
の
言
及
が
な
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
葛
飾
柴
又
地
域
の
文
化

的
景
観
事
業
に
お
い
て
基
点
と
な
っ
て
い
る
の
が
柴
又
帝
釈
天
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
三
つ
の
区
域
に
関
す
る
説
明
に
は
、
昔

か
ら
続
い
て
い
る
伝
統
性
や
、「
変
わ
ら
な
い
景
色
」
の
強
調
が
共
通
し
て
見
ら
れ
、
柴
又
地
域
の
文
化
的
景
観
事
業
に
お
い
て
「
昔
な
が
ら
」

の
「
原
風
景
」
が
魅
力
と
し
て
う
た
わ
れ
、
そ
の
な
か
で
柴
又
帝
釈
天
が
柴
又
の
「
原
風
景
」
や
「
下
町
情
緒
」
を
喚
起
さ
せ
る
中
心
的
な
場

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
葛
飾
区
教
育
委
員
会
（
二
〇
一
六
）
参
照
）。

（
24
）葛
飾
区
観
光
文
化
セ
ン
タ
ー
提
供
資
料
「
葛
飾
区
観
光
文
化
セ
ン
タ
ー
（
葛
飾
柴
又
寅
さ
ん
記
念
館
）
施
設
概
要
」。

　
　
　
「
葛
飾
柴
又
寅
さ
ん
記
念
館
」
の
概
要
と
略
歴
に
つ
い
て
は
、
同
前
、
な
ら
び
に
葛
飾
柴
又
寅
さ
ん
記
念
館
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://

w
w

w
.katsushika-kanko.com

/tora/guide/

）、
最
終
ア
ク
セ
ス
二
〇
二
〇
年
一
月
八
日
、
ほ
か
参
照
。

（
25
）二
〇
一
九
年
六
月
二
二
日
、
葛
飾
柴
又
寅
さ
ん
記
念
館
総
括
責
任
者
、
横
山
秀
一
郎
氏
よ
り
聞
き
取
り
。

（
26
）プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
マ
ッ
ピ
ン
グ
の
概
要
や
経
緯
に
関
し
て
は
、
谷
口
（
二
〇
二
〇
）
の
ほ
か
、「「
葛
飾
柴
又
」
の
昼
と
夜
を
演
出　

SH
IBA

M
A

T
A

 N
IGH

T

」、『
都
政
新
報
』
二
〇
一
九
年
四
月
二
日
、（https://w

w
w

.toseishim
po.co.jp/m

odules/new
s_detail/

index.php?id=6704

）、
な
ら
び
に
「
江
戸
の
熱
気　

音
と
光
で
」、『
東
京
新
聞
』
二
〇
一
九
年
三
月
九
日
、
東
京
版
、
一
頁
、
を
参
照
し
、

と
り
ま
と
め
た
ほ
か
、
二
〇
一
九
年
六
月
二
二
日
に
柴
又
帝
釈
天
広
報
須
山
保
氏
に
、
二
〇
二
一
年
一
月
二
〇
日
に
葛
飾
区
観
光
課
の
谷
口
榮

氏
に
聞
き
取
り
し
た
知
見
に
基
づ
い
て
い
る
。

（
27
）「
二
〇
一
九
年
三
月
九
日
〜
一
〇
日　

葛
飾
柴
又
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
マ
ッ
ピ
ン
グ
映
像
（「
葛
飾
柴
又
」
国
の
重
要
文
化
的
景
観
選
定
記
念
イ

ベ
ン
ト
）」
葛
飾
区
広
報
課
公
式
チ
ャ
ン
ネ
ル
、
二
〇
一
九
年
三
月
一
一
日
投
稿
（https://w

w
w

.youtube.com
/w

atch?v=Q
U

y3_

y9SRnk

）、
最
終
ア
ク
セ
ス
二
〇
二
〇
年
一
月
一
三
日
。

（
28
）大
塚
（
二
〇
一
〇
）
一
一
九
頁
。

（
29
）伊
藤
（
二
〇
〇
一
）
五
八
頁
。

（
30
）藤
村
（
二
〇
一
六
）。
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参
考
文
献

・
天
田
顕
徳
（
二
〇
一
九
）『
現
代
修
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