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上
棟
式
と
組
物
の
由
来
譚
の
背
景

　
安
倍
内
閣
は
経
済
成
長
戦
略
と
し
て
「
女
性
が
輝
く
日

本
」
を
掲
げ
て
い
る
。
建
設
分
野
で
も
女
性
を
優
遇
す
る
企

業
を
評
価
す
る
検
討
を
始
め
て
い
る
と
い
う
。
将
来
、
女
性

が
建
設
分
野
で
ま
す
ま
す
活
躍
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
こ
れ

ら
の
由
来
譚
も
仕
損
じ
た
夫
の
代
わ
り
に
妻
が
出
張
っ
て
、

新
工
法
で
建
築
を
完
成
さ
せ
、
そ
れ
を
讃
え
て
上
棟
式
に
女

物
を
祀
る
よ
う
に
な
っ
た
…
…
と
い
う
オ
チ
に
代
わ
っ
て
い

く
の
か
も
し
れ
な
い
。

な
の
で
、「
お
か
め
顔
」
の
像
が
境
内
に
建
て
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
組
物
の
由
来
に
、「
後
に
た
た
り
が
…
…
」
な
ど
と

加
え
ら
れ
る
と
、
上
棟
式
に
女
物
を
祀
る
い
わ
れ
と
な
る
。

　
私
が
こ
れ
ら
の
話
を
知
っ
た
と
き
、
な
ぜ
娘
や
妻
が
死
な

ね
ば
な
ら
な
い
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
感
謝
こ
そ

す
れ
、
死
ぬ
な
ど
も
っ
て
の
ほ
か
。
ま
し
て
や
、
殺
す
な
ど

あ
り
え
な
い
。
お
そ
ら
く
多
く
の
人
は
、
私
と
同
じ
感
想
を

も
つ
の
で
は
な
い
か
。

　
伝
説
が
成
立
し
、
後
世
に
伝
え
ら
れ
る
た
め
に
は
、
た
と

え
荒
唐
無
稽
な
話
で
も
そ
の
時
代
、
そ
の
土
地
の
人
々
に

「
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
受
け
入
れ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
の
話
が
成
立
し
た
背
景
に
は
、
頑
迷
固
陋
な
職
人
気

質
を
描
く
と
と
も
に
、
男
尊
女
卑
の
思
想
が
反
映
さ
れ
て
い

る
に
疑
い
な
い
。
し
か
し
、
四
十
代
半
ば
の
私
が
違
和
感
を

抱
く
ぐ
ら
い
だ
か
ら
、
す
で
に
現
代
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
物
語

に
な
り
つ
つ
あ
る
の
だ
ろ
う
。

　
こ
れ
を
今
風
に
ア
レ
ン
ジ
す
る
と
ど
う
な
る
か
。
あ
る
所

に
腕
の
い
い
大
工
が
い
た
。
し
か
し
、
腕
自
慢
が
鼻
に
つ
き
、

う
と
ま
れ
て
い
た
。
あ
る
時
、
大
事
な
柱
を
短
く
切
っ
て
し

ま
い
、
こ
ま
り
果
て
て
い
る
と
、
妻
か
ら
組
物
の
工
夫
を
授

け
ら
れ
、
恥
を
か
か
ず
に
す
ん
だ
。
そ
の
後
、
夫
は
妻
に
頭

が
あ
が
ら
な
く
な
り
、
自
慢
話
も
影
を
ひ
そ
め
た
の
で
、
か

え
っ
て
人
受
け
が
よ
く
な
っ
た
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
か
。

念
す
る
最
も
重
要
な
儀
式
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
式
の
際
に

人
形
や
櫛
、
鏡
な
ど
女
性
の
装
身
具
な
ど
を
祀
る
例
が
報
告

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
由
来
が
組
物
な
ど
の
建
築
工
法
の
由
来

と
合
わ
せ
て
全
国
各
地
で
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
有

名
な
飛
騨
高
山
の
国
分
寺
七
重
塔
と
、
京
都
の
千
本
釈
迦
堂

（
大
報
恩
寺
）
に
伝
わ
る
話
を
み
て
み
た
い
。

　
ま
ず
は
飛
騨
高
山
の
国
分
寺
七
重
塔
だ
が
、
聖
武
天
皇
に

よ
り
諸
国
に
国
分
寺
の
造
営
が
命
じ
ら
れ
、
飛
騨
国
で
も
腕

き
き
の
棟
梁
が
こ
れ
に
あ
た
っ
た
。
し
か
し
、
弘
法
も
筆
の

あ
や
ま
り
か
、
大
切
な
柱
を
短
く
切
っ
て
し
ま
っ
た
。
落
胆

し
て
い
る
と
、事
情
を
察
し
た
棟
梁
の
娘
が
、「
枡
組
」
で
寸

法
を
補
え
ば
よ
い
と
工
夫
を
さ
ず
け
た
。
す
る
と
見
栄
え
も

よ
く
な
り
、
立
派
な
七
重
塔
が
完
成
し
た
。
し
か
し
、
女
の

入
れ
知
恵
が
露
見
す
る
こ
と
を
恐
れ
、
棟
梁
は
娘
を
殺
し
て

し
ま
っ
た
。
遺
体
は
国
分
寺
境
内
に
埋
め
ら
れ
、
そ
の
場
所

か
ら
現
在
も
残
る
樹
齢
一
二
〇
〇
年
の
大
銀
杏
が
生
え
た
と

い
う
。
ち
な
み
に
、
飛
騨
国
分
寺
に
七
重
塔
は
す
で
に
な
く
、

江
戸
期
の
三
重
塔
が
現
存
す
る
。

　
次
に
千
本
釈
迦
堂
を
み
る
と
、
だ
い
た
い
飛
騨
の
話
と
同

じ
だ
が
、
組
物
の
工
夫
を
授
け
る
の
は
妻
で
あ
り
、
夫
の
名

声
の
た
め
に
自
刃
し
た
と
あ
る
。
ま
た
妻
の
名
が「
お
か
め
」

築
の
祭
儀
は
種
々
あ
る
が
、
な
か
で
も
上
棟
式
は
建

物
の
基
礎
が
完
成
し
た
節
目
に
、
永
久
の
安
穏
を
祈

建

［交通］ 千本釈迦堂へはJR京都駅から
市バス「50」（立命館大学前行）上七軒下車　徒歩約10分

／飛騨国分寺へはJR高山駅から徒歩約10分

千本釈迦堂のおかめ像


