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お
台
場
っ
て
何
？ 

 

住
職 

谷
川
寛
俊 

 

去
る
十
月
十
七
日
～
十
九
日
の
三
日
間
、

総
本
山
身
延
山
久
遠
寺
（
く
お
ん
じ
）
に

参
拝
し
て
来
ま
し
た
。
真
成
寺
を
は
じ
め
、

全
国
に
約
五
百
の
お
寺
の
親
戚
関
係
（
法

縁
関
係
）
に
あ
た
る
寺
院
が
一
同
に
集
結

し
、
法
縁
の
開
祖
・
妙
心
院
日
奠
上
人
の

第
三
百
五
十
遠
忌
記
念
大
法
要
が
厳
修
さ

れ
た
の
で
す
。 

誠
に
盛
大
で
、
厳
か
な
大
法
要
に
、
参

列
で
き
感
動
致
し
ま
し
た
。
翌
日
は
伊
豆

方
面
に
て
懇
親
を
深
め
、
観
光
ス
ポ
ッ
ト

を
巡
り
、
地
元
韮
山
出
身
の
※

名
代
官
、

江
川
太
郎
左
衛
門
英
龍
（
ひ
で
た
つ
）
の

生
家
に
参
り
ま
し
た
。
現
在
、
国
の
重
要

文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
百
六
十
年

経
過
し
た
当
時
の
ま
ま
の
佇
ま
い
に
驚
嘆

し
ま
し
た
。
現
在
の
当
主
は
十
六
代
目
で

す
が
、
お
仕
事
の
都
合
で
東
京
に
在
住
さ

れ
て
お
り
、
毎
年
お
盆
に
な
る
と
、
家
族

揃
っ
て
ご
先
祖
の
墓
参
り
に
欠
か
さ
ず
お 

 

        

見
え
に
な
る
と
い
う
厳
格
な
方
だ
そ
う
で
す
。

仏
間
を
拝
見
す
る
と
、
十
五
代
目
ま
で
の
大

き
な
お
位
牌
が
別
の
段
に
設
け
ら
れ
て
お
り
、

仏
壇
も
昔
の
ま
ま
で
一
際
大
き
く
、
そ
の
中

央
に
大
き
な
御
厨
子
（
お
ず
し
）
が
あ
り
、

そ
の
中
に
は
、
御
本
尊
と
日
蓮
聖
人
が
祀
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
普
段
当
主
は
東
京
に
在
住

で
す
か
ら
、
住
ん
で
い
る
人
は
お
り
ま
せ
ん

が
毎
月
の
ご
命
日
に
は
菩
提
寺
よ
り
お
参
り

に
来
ら
れ
る
と
の
こ
と
で
す
。 

※

名
代
官･
･･

現
在
の
市
長
、
警
察
署
長
、
税

務
署
長
、
裁
判
官
な
ど
を
一
手
に
担
う
役
目

の
人
を
指
し
ま
す
。 

 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
信
仰
篤
き
韮
山
代
官
、

江
川
太
郎
左
衛
門
英
龍
と
い
う
人
物
は
、
い

か
な
る
人
だ
っ
た
の
か
ご
紹
介
し
ま
す
。 

 

テ
レ
ビ
局
の
ビ
ル
や
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
や
、

様
々
な
お
店
が
建
ち
並
ぶ
、
東
京
お
台
場
地

区
は
、
一
年
を
通
じ
て
、
数
多
く
の
人
々
が

訪
れ
る
都
内
有
数
の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
で
す
が
、

実
は
そ
の
お
台
場
と
韮
山
（
現
・
伊
豆
の
国

市
）
出
身
の
名
代
官
「
江
川
英
龍
」
と
の
間

に
は
、
と
て
も
深
い
関
係
が
あ
っ
た
の
で
す
。

嘉
永
六
年(

一
八
五
三)

、
四
艘
（
そ
う
）
の
黒

船
を
率
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
ペ
リ
ー
が
来
航
。 

 

            

武
力
を
背
景
と
し
て
日
本
に
開
国
を
要
求
し

ま
し
た
。
当
時
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
だ
け
の

武
力
を
持
た
な
か
っ
た
日
本
は
、
急
い
で
防

衛
策
を
講
じ
る
必
要
に
迫
ら
れ
ま
す
。
そ
こ

で
内
海
（
今
の
東
京
湾
）
に
１
２
の
人
口
島

（
実
際
に
完
成
し
た
の
は
六
島
）
を
築
き
、

沢
山
の
大
砲
を
備
え
付
け
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
こ
れ
が
「
台
場
」
で
す
。
つ
ま
り
台

場
と
は
、
外
国
の
軍
艦
か
ら
江
戸
の
町
を
守

る
為
の
砲
台
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
台

場
の
設
計
か
ら
完
成
ま
で
の
総
指
揮
に
当
た

っ
た
の
が
こ
の
人
、
韮
山
代
官
江
川
太
郎
左

衛
門
英
龍
（
通
称
担
庵
）
だ
っ
た
の
で
す
。

こ
れ
ら
の
台
場
は
。
将
軍
の
命
令
に
よ
っ
て

つ
く
ら
れ
た
の
で
、
敬
意
を
表
す
た
め
、「
お

台
場
」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
そ
の
呼
び
方
が

現
代
に
も
地
名
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
で
す
。

完
成
し
た
台
場
は
五
～
六
年
前
に
世
界
遺
産

に
も
登
録
さ
れ
た
、「
韮
山
の
反
射
炉
で
作
ら

れ
た
鉄
製
の
大
砲
」
が
備
え
ら
れ
た
の
で
す
。

英
龍
は
オ
ラ
ン
ダ
の
築
城
技
術
書
な
ど
を
参 

 

 

考
に
し
て
、
江
戸
時
代
末
期
と
し
て
は
画 

期
的
な
西
洋
式
の
砦
と
し
て
台
場
を
設
計 

し
た
の
で
す
。 

 

台
場
は
海
底
に
打
ち
込
ま
れ
た
木
の
杭 

（
く
い
）
を
基
礎
と
し
、
そ
の
間
を
土
砂 

や
石
で
埋
め
、
更
に
そ
の
上
に
石
垣
を
積 

む
と
い
う
方
法
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
ク
レ 

ー
ン
の
よ
う
な
大
型
重
機
な
ど
の
な
い
時 

代
、
１
つ
が
野
球
場
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
ほ
ど 

も
あ
る
台
場
の
工
事
は
、
始
め
か
ら
終
わ 

り
ま
で
全
て
人
力
で
行
わ
れ
た
の
で
し
た
。

昭
和
三
十(

一
九
五
五)

年
以
降
、
東
京
湾 

の
埋
め
立
て
と
開
発
が
急
ピ
ッ
チ
で
進
む 

中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
台
場
は
埋
め
立
て
地 

の
中
に
埋
没
し
た
り
、
船
の
航
路
を
確
保 

す
る
た
め
に
撤
去
さ
れ
た
り
し
て
、
姿
を 

消
し
て
い
き
ま
し
た
。 

現
在
は
、
第
三
台
場
と
第
六
台
場
の
二
つ 

だ
け
が
史
跡
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
る
と 

の
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
「
お
台
場
」
と
は
、 

大
砲
を
乗
せ
る
砲
台
の
こ
と
だ
っ
た
の
で 

す
。 

 
 

「仕合わせの和」 
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