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目
利
き
を
大
切
に

山
形
県
長
井
市
に
あ
る
仏
壇
の
『さ
い

と
う
安
株
式
会
社
さ
い
と
う
　
代
表
取

締
役
　
齋
藤
裕
之
）
は
、
「お
仏
壇
は
、
日

本
人
の
ア
イ
デ
と
ア
イ
ア
ィ
そ
の
も
の
で

す
。
で
す
か
ら
、
お
客
様
が
、
た
だ
何
割

引
だ
か
ら
と
い
っ
た
価
格
で
求
め
る
こ
と

は
、
い
」先
祖
に
対
し
て
後
ろ
め
た
さ
が
残

り
ま
す
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
高
価
な
も

の
を
お
薦
め
し
て
い
る
の
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。」
と
商
人
が
本
来
持
っ
て
い
た
目
利
き

と
い
つ
こ
と
を
強
く
意
識
し
た
経
営
を

し
て
い
る
。

『さ
い
と
う
』
の
ル
ー
ツ
は
、
初
代
清
三

郎
が
明
治
１０
年
に
漆
器
業
を
始
め
た
時

と
さ
れ
て
い
る
。
当
時
は
お
膳
、
お
椀
の

日
常
使
う
も
の
を
生
産
販
売
し
て
い
た
。

漆
器
と
い
つ
と
、
今
で
は
高
級
料
亭

が
使
う
も
の
と
思
わ
れ
て
い
る
が
、
明
治

時
代
に
は
ご
く
普
通
の
家
庭
で
使
わ
れ

て
い
た
。
ま
た
戦
後
に
な
っ
て
も
、
東
北

地
方
は
漆
の
産
地
と
い
？
」と
も
あ
り
、

一
般
家
庭
で
も
使
わ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
齋
藤
家
の
５
代
目
現
社
長
が
幼
い

頃
に
は
、
一
人

一
人
に
漆
の
お
膳
に
料

理
が
盛
ら
れ
、
家
族

一
緒
に
食
事
を
し

て
い
た
。
「今
か
ら
ふ
り
返
る
と
、
窮
屈
な

食
事
で
あ
っ
た
が
、
フ」れ
は
家
族
の
序
列

や
社
会
マ
ナ
ー
の
基
礎
に
な
っ
た
。」
と
言

っ
て
い
る
。

で
は
、
仏
壇
は
と
い
つ
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
が
、
ア」の
地
方
で
は
元
々
仏
壇
は

オ
ー
ダ
ー
製
品
で
あ
っ
た
。
注
文
が
あ
っ

て
か
ら
半
年
か
ら
１
年
か
け
て
作
り
、
製

品
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

職
人
を
育
て
、

跡
取
り
を
育
て
る

そ
ん
な
『さ
い
と
う
』
が
大
き
く
伸
び

る
の
は
、
２
代
目
清
之
助
の
時
で
あ
る
。

初
代
清
二
郎
は
職
人
気
質
の
人
物
で
あ

り
、
商
売
で
儲
け
る
と
い
う
行
為
に
対
し

て
は
、
あ
ま
り
前
向
き
で
は
な
か
っ
た
よ

う
だ
。
２
代
目
は
、
小
さ
な
時
か
ら
初
代

の
商
売
下
手
を
見
て
育
っ
た
。
貧
し
い
家

族
の
状
況
を
見
て
何
と
か
し
な
く
て
は

と
思
っ
た
２
代
目
は
、
職
人
と
し
て
商
人

と
し
て
大
い
に
奮
闘
し
、
商
売
を
繁
盛
さ

せ
る
。
ま
た
、
人
材
育
成
を
積
極
的
に
行

っ
た
。
弟
子
を
取
り
、
多
く
の
塗
り
物
職

人
を
育
て
た
。

こ
れ
が
後
に
山
形
県
知
事
に
認
定
さ

れ
、
職
業
訓
練
事
業
所
と
な
り
、
２
代
目

の
時
に
大
き
く
成
長
し
た
が
、
清
之
助

に
は
男
子
が
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
養
子

取
り
を
し
て
３
代
目
を
佐
蔵
が
継
ぐ
こ

と
に
な
っ
た
。
佐
蔵
は
、
小
学
生
の
教
員

で
あ
り
、
フ」の
時
期
に
は
３
代
目
夫
人
が

中
心
と
な
り
、
家
業
を
支
え
た
が
、
フ」
の

時
期
は
『さ
い
と

こヽ

に
と
り
商
売
が
踊

り
場
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
成
長
す
る
と

い
う
よ
り
も
、
現
状
維
持

・縮
小
と
い
つ

の
が
現
実
で
あ
っ
た
。

２
代
目
は
、
そ
ん
な
時
で
も
４
代
目

清
吾
の
教
育
に
は
手
を
抜
か
な
か
っ
た
。

小
さ
な
時
か
ら
、
徹
底
的
に
４
代
目
を

教
育
し
た
。
従
っ
て
、
４
代
目
は
誰
言
う

こ
と
も
な
く
、
自
然
に
実
家
を
継
ぐ
こ

と
に
な
っ
た
。　
　
　
　
　
、

４
代
目
清
吾
が
家
業
を
継
ぐ
こ
と
に

よ
り
、
『さ
い
と
う
』
は
飛
躍
的
に
伸
び

た
。
４
代
目
は
戦
時
下
に
育
ち
、
戦
後
の

高
度
成
長
期
に
『さ
い
と
う
』
の
ブ
ラ
ン
ド

を
高
め
る
こ
と
に
な
る
。

職
人
と
の
信
頼
で
拡
大
す
る

第
二
次
世
界
大
戦
が
終
わ
り
、
戦
後

１
９
５
０
年
頃
か
ら
仏
壇
が
急
に
売
れ

出
し
た
。
そ
れ
は
、
戦
没
者
を
弔
う
こ
と

と
、
戦
後
復
興
の
経
済
成
長
と
あ
い
ま
っ

て
仏
壇
需
要
が
急
速
に
伸
び
る
こ
と
に

な
る
。

そ
こ
で
、
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
の
仏
壇
だ

け
で
は
な
く
、
仕
入
れ
販
売
も
す
る
よ

う
に
な
る
。
フ」の
時
に
役
立
つ
の
が
以
前

か
ら
あ
っ
た
職
人
と
の
ル
ー
ト
で
あ
る
。

仏
壇
は
多
く
の
職
人
の
手
に
よ
っ
て
作

ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
仏
壇
は
、
高
度

な
技
術
が
要
求
さ
れ
る
た
め
に
、
一
人

の
職
人
で
全
て
を
行
う
こ
と
が
難
し
い
。

仏
壇
は
、
次
の
９
人
の
職
人
（９
師
と

言
わ
れ
る
）
に
よ
り
作
ら
れ
る
。

１
．
木
地
屋
（仏
壇
の
骨
格
の
組
立
）

２
．
下
地
屋
（木
材
の
表
面
を
な
め
ら
か

に
す
る
）

３
．
彫
り
師
（仏
壇
に
細
工
を
す
る
）

４
．
宮
殿
師
（仏
壇
の
中
に
入
る
宮
殿
を

つ
く
る
）

５
。
金
具
師
（仏
壇
に
つ
け
る
金
具
の
加

工
）

６
．
塗
師
（仏
壇
に
漆
を
塗
る
）

７
．
蒔
絵
師
（仏
壇
の
中
に
置
く
絵
を

書
く
）

８
．
箔
師
（金
箔
を
貼
る
）

９
．
組
み
師
（全
体
を
１
つ
に
す
る
）

４
代
目
は
、
苦
労
し
な
が
ら
フ」の
９
師

を
ま
と
め
る
ア」と
に
成
功
す
る
。

よ
く
言
わ
れ
る
言
葉
に
、
「職
人
の
明
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日
は

一
週
間
」
と
い
つ
も
の
が
あ
る
。
電

話
で
催
促
を
し
て
も
持
っ
て
来
な
い
時
に

使
う
蕎
麦
屋
の
出
前
と
同
じ
だ
。
蕎
麦

屋
の
場
合
は
、
催
促
の
対
象
と
な
る
の
が

１
件
だ
が
、
９
件
も
あ
る
と

一
人
が
遅

れ
る
と
全
体
が
遅
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

し
ま
う
。
土
木
工
事
の
施
工
管
理
に
似

て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
苦
労
を
し
な
が
ら
外
注

を
利
用
し
て
既
製
品
を
作
る
よ
う
に
な

る
。
そ
の
ピ
ー
ク
が
、
昭
和
３５
・３６
年
で
あ

る
。
ア」の
時
期
か
ら
仏
壇
専
門
の
メ
ー
カ

ー
か
ら
仕
入
れ
し
て
販
売
す
る
よ
う
に

な
る
。
フ」フ」で
、
流
通
機
構
が
大
量
販
売

の
時
代
に
変
わ
る
の
で
あ
る
。

思

い
鸞

っ
贔
癌

鰈

移

転

さ
て
、
現
社
長
の
５
代
目
裕
之
（昭
和

３６
年
生
ま
れ
）
で
あ
る
が
、
地
元
の
高
校

を
卒
業
し
て
、
関
東
の
大
学
へ
と
進
学
す

る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
後
、
大
手
の
仏
壇

店
で
３
年
間
の
修
業
を
し
て
実
家
に
戻

る
。
実
家
に
戻
っ
た
５
代
目
が
手
を
つ
け

た
こ
と
は
、
商
店
街
に
あ
っ
た
店
舗
を
郊

外
に
移
転
す
る
フ」と
で
あ
っ
た
。
す
で
に

モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
兆
し
は
あ
っ
た

が
、
山
形
市
長
井
市
で
は
ま
だ
そ
こ
ま
で

は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
。

新
し
い
店
舗
を
構
え
よ
う
と
し
た
場

所
は
、
田
ん
ぼ
の
中
に
あ
り
、
周
囲
の
人

か
ら
は
、
「あ
ん
な
場
所
で
成
功
す
る
は

ず
が
な
い
。
や
め
ろ
―
」
と
言
わ
れ
た
程

で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
５
代
目
は
周
囲
の

猛
反
対
を
押
し
切
り
、
新
生
『さ
い
と
う
』

を
オ
ー
プ
ン
す
る
。

著
者
は
、
地
方
の
商
店
街
に
お
伺
い

す
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
シ
ャ
ッ
タ
ー
通

り
で
あ
る
。
ど
こ
で
商
店
街
に
見
切
り

を
つ
け
る
か
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
そ
こ

で
や
る
な
ら
ば
、
考
え
抜
い
た
営
業
戦
略

と
そ
れ
を
や
り
通
す
信
念
を
持
っ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
多
く

の
場
合
が
見
切
り
を
つ
け
な
い
で
何
と

な
く
そ
の
ま
ま
商
店
街
に
い
て
、
や
が
て

低
落
し
て
い
く
と
い
う
道
筋
を
歩
ん
で
し

ま
っ
て
い
る
。

経
営
に
「や
が
て
何
と
か
な
る
」
な
ど

と
い
つ
も
の
は
な
い
。
自
ら
が
働
き
か
け

な
け
れ
ば
ど
う
に
も
な
ら
な
い
の
だ
。

『さ
い
と
う
』
に
お
い
て
も
、
か
つ
て
商

店
街
に
あ
っ
た
店
舗
で
は
大
広
間
が
あ

り
、
そ
フ」に
客
を
上
げ
て
お
茶
を
飲
み
な

が
ら
世
間
話
を
し
て
売
っ
て
い
た
。
ま
さ

に
、
人
間
関
係
を
ベ
ー
ス
と
す
る
売
り
方

を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
多
く
の
老
舗
が

誤
解
し
て
い
る
の
は
、
フ」
の
人
間
関
係
の

内
容
が
実
は
単
な
る
『し
が
ら
み
』
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
い
て
い
な
い
こ

と
な
の
だ
。
『し
が
ら
み
』
で
あ
る
以
上
、

客
か
ら
見
れ
ば
そ
の
『し
が
ら
み
』
を
ほ

ど
け
ば
い
い
し
、
面
倒
く
さ
け
れ
ば
切
っ

て
し
ま
え
ば
よ
い
の
だ
。

５
代
目
社
長
に
は
、
秘
策
が
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
営
業
に
打
っ
て
で
る
と
い
つ
も

の
で
あ
り
、
当
時
そ
れ
も
東
北
山
形
で

は
考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

事
実
、
人
の
死
に
関
す
る
商
売
ほ
ど

営
業
活
動
の
し
に
く
い
も
の
は
な
い
。
多

く
の
人
が
仏
壇
を
買
う
の
は
、
一
生
に

一
回
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
こ
と
な
の

だ
。
未
経
験
な
領
域
に
つ
い
て
は
、
紹
介

営
業
が
有
効
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
人

を
連
れ
て
き
て
も
ら
い
、
店
舗
に
上
が
っ

て
も
ら
い
、
お
茶
を
飲
み
な
が
ら
話
す
と

い
う
営
業
は
極
め
て
有
効
で
あ
っ
た
。
今

も
そ
れ
に
変
わ
り
は
な
い
。
し
か
し
、
そ

れ
だ
け
は
限
界
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
う

い
う
こ
と
を
お
客
様
が
好
ま
な
く
な
っ

て
い
る
。
そ
フ」
で
、
現
社
長
は
修
業
先
の

大
手
の
仏
壇
店
で
身
に
つ
け
た
営
業
力

に
よ
り
外
に
打
っ
て
出
る
と
い
つ
こ
と
を

考
え
た
の
で
あ
る
。

お
客
様
が
来
る
か
来
な
い
か
が
は
っ
き

り
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
フ」ち
ら
か
ら
お

客
様
の
と
こ
ろ
を
訪
問
し
よ
う
と
い
つ

も
の
で
あ
る
。
フ」れ
が
効
を
制
し
、
以
後
、

順
調
に
業
績
を
伸
ば
す
こ
と
に
な
る
。

創業期からの看板
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宗
教
・入
が
変
わ
る

と
こ
ろ
が
、
フ」こ
何
年
か
で
日
本
人
の

宗
教
や
仏
壇
に
関
す
る
考
え
方
が
変
わ

っ
て
き
た
。
そ
の
昔
は
、
寺
を
中
心
に
回

っ
て
い
た
宗
教
事
業
が
、
ビ
ジ
ネ
ス
と
な

る
こ
と
に
よ
り
、
そ
う
で
は
な
く
な
っ
た
。

今
や
葬
儀
は
セ
レ
舌

一―
ホ
ー
ル
で
行
い
、

お
坊
さ
ん
も
紹
介
し
て
く
れ
る
。
更
に

住
宅
の
狭
小
化
、
洋
風
化
と
い
つ
こ
と
も

あ
り
、
仏
壇
を
買
う
人
が
減
っ
て
い
る
。

業
界
関
係
者
に
よ
る
と
、
全
盛
期
の

１
／
３
と
も
、
１
／
４
と
も
い
わ
れ
る
市

場
規
模
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
事
実
、
仏

壇
店
は
店
舗
を
開
め
た
り
、
人
員
を
削

減
す
る
リ
ス
ト
ラ
策
が
目
立
つ
よ
う
に
な

っ
て
き
た
。
し
か
し
、
現
社
長
は
、
仏
壇

需
要
が
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
今
こ

こ
で
耐
え
て
生
き
残
る
こ
と
だ
と
言
う
。

そ
ん
な
『さ
い
と
う
』
が
こ
の
時
期
に
業

績
を
少
し
ず
つ
伸
ば
し
て
い
る
商
品
が

あ
る
。

そ
れ
は
、
仏
壇
の
リ
フ
ォ
ー
ム
（お
洗

濯
）
で
あ
る
。
仏
壇
は
、
そ
う
簡
単
に
壊

れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
時
が
経
つ
と
ど

う
し
て
も
変
色
し
た
り
、
金
箔
が
剥
が
れ

て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
リ
フ
ォ
ー
ム
を
し
て

長
持
ち
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
お

洗
濯
と
は
、
業
界
用
語
で
あ
る
が
、
事
実

し
っ
か
り
し
た
作
り
の
仏
壇
な
ら
、
特
殊

な
洗
濯
を
す
る
だ
け
で
、
新
品
同
様
に

な
る
と
い
つ
。

『さ
い
と
う
』
が
強
い
の
は
、
単
な
る
仏

壇
店
で
は
な
く
、
漆
器
か
ら
ス
タ
ー
ト
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
修
理
に
必
要
な
職
人

が
確
保
で
き
る
こ
と
に
あ
る
。
販
売
専
門

の
量
販
店
で
は
、
修
理
は
外
部
に
出
す
だ

け
で
あ
り
、
細
か
い
と
こ
ろ
の
修
正
や
変

更
が
で
き
な
い
こ
と
が
多
い
。
そ
の
点
、
漆

職
人
に
こ
だ
わ
っ
て
き
た
『さ
い
と
う
』
に

は
、
そ
れ
を
す
る
だ
け
の
余
力
が
あ
る
。

日
本
全
体
が
成
熟
市
場
に
入
っ
て
い

く
中
、
リ
フ
ォ
ー
ム
市
場
は
大
き
な
市
場

で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。。

こ
フ」
に
良
い
も
の
を
永
く
使
っ
て
い
た

だ
く
と
い
つ
『さ
い
と
う
』
の
企
業
精
神

が
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
が
な
つ
く
よ
り
も

変
化
を
求
め
る

さ
て
、
６
代
目
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

現
在
長
男
が
小
学
５
年
生
で
あ
り
、
具

体
的
に
跡
取
り
と
い
つ
と
こ
ろ
ま
で
に

は
至
っ
て
い
な
い
。

そ
フ」に
は
、
仏
壇
市
場
が
今
後
の
拡
大

が
望
め
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
息
子
に

対
し
て
親
心
が
あ
る
よ
う
だ
。
し
か
し
、

当
社
の
歴
史
が
示
す
通
り
．漆
器
か
ら
始

ま
り
、
仏
壇
、
郊
外
出
店
、
リ
フ
ォ
ー
ム
と

時
代
の
変
化
に
対
応
し
て
き
た
と
い
う

対
応
力
が
あ
る
。

『さ
い
と
う
』
が
５
代
に
渡
り
持
ち
続

け
て
い
る
も
の
は
、
時
代
へ
の
対
応
力
で

あ
ろ
う
。
仏
壇
と
い
つ
商
品
そ
の
も
の
で

は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

前
年

（２
０
０
７
年
）は
、
老
舗
の
不
祥

事
が
日
に
つ
い
た
年
で
あ
っ
た
。
そ
の

一

つ
一
つ
を
よ
く
見
て
い
く
と
、
一
つ
の
商

品
に
こ
だ
わ
り
、
い
や
こ
だ
わ
る
と
い
つ

よ
り
も
、
し
が
み
つ
く
こ
と
に
よ
り
小
手

先
の
技
を
安
易
に
使
っ
た
こ
と
に
あ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

私
が
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
老
舗
の
多

く
は
、
そ
の
ル
ー
ツ
を
た
ど
っ
て
い
く
と
現

在
扱
っ
て
い
る
商
品
か
ら
は
想
像
が
つ
か

な
い
よ
う
な
商
品
を
扱
っ
て
い
る
と
い
つ

店
が
数
多
く
あ
る
。

ま
た
、
銀
座
の
人
達
と
フ
」
の
街
が
衰

退
し
て
い
く
の
は
、
変
化
を
受
け
入
れ
な

く
な
っ
た
時
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
い

２ヽ
」
と
を
話
す
。

『さ
い
と
う
』
の
５
代
目
が
勇
気
を
持

っ
て
旧
商
店
街
か
ら
郊
外
へ
移
っ
た
と
い

う
こ
と
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
５

代
目
の
意
思
決
定
も
あ
る
が
、
い
ろ
い
ろ

反
対
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ

に
従
っ
た
４
代
目
夫
妻
の
懐
の
広
さ
で
は

な
い
か
と
思
う
。
ブ」の
懐
の
広
さ
が
老
舗

を
支
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
ア」と
が
次
の
時
代
へ
の
生
き
残
り

の
可
能
性
を
十
分
に
持
っ
て
い
る
こ
と
を

一不
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
冒
▼

ひ
ら
ま
つ

よ
う
い
ち
　
玉
川
大
学
工
学
部
経
営

工
学
科
卒
業
後
、
経
営
ヨ
ン
サ
ル
７
ジ
グ
活
動

（会
社
経
営
研
究
所
）
を
経
て
、
Ｉ
Ｍ
ヨ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
代
表
と
な
る
。
現
在
、
経
営
ヨ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
と
し
て
、
指
導
業
務
、
教
育
、
講
演
を
行
っ
て

い
る
。
ヨ
ン
サ
ル
テ
「
ン
グ
活
動
の
傍
ら
、
企
業

に
入
り
管
理
職
を
兼
務
。
主
な
著
書
フ
し
の
老

舗
に
学
べ
宍
フ
ォ
レ
ス
ト
出
版
）、
『必
ず
売
れ
る

営
業
了
ン
に
な
れ
る
Ｌ
営
業
幹
部
の
た
め
の
指

導
力
倍
増
講
座
宍
以
上
す
ば
る
舎
）
な
ど
多
数
。

株式会社さとうの店内。
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