
佐
田
岬
半
島
の
お
盆

　

愛
媛
県
の
西
端
―
佐
田
岬
半
島
で
は
、
毎
年
夏
の

お
盆
に
な
る
と
人
口
が
増
え
る
。
県
外
ナ
ン
バ
ー
の

車
が
増
え
、
見
慣
れ
な
い
子
ど
も
の
声
が
弾
む
。
帰

省
し
た
家
族
が
そ
ろ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
各
地
区
で
個

性
的
な
民
俗
行
事
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
の
だ
。

　

例
え
ば
、
宇
和
海
に
面
し
た
伊
方
町
川
之
浜
の
例

を
紹
介
し
よ
う
。

　

川
之
浜
で
は
、
８
月
15
日
の
朝
、
そ
の
年
に
新

盆
を
迎
え
る
家
族
と
地
区
の
有
志
で
、
麦
わ
ら
を

使
っ
た
全
長
４
～
５
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
大
き
な
オ

シ
ョ
ロ
ブ
ネ
を
作
る
。
夕
方
そ
の
オ
シ
ョ
ロ
ブ
ネ
を

海
辺
に
運
ぶ
と
、
新
盆
の
家
の
人
が
故
人
に
見
立
て

た
市
松
人
形
を
掲
げ
た
竹
を
持
っ
て
き
て
フ
ネ
に
突

き
立
て
る
。
人
形
は
白
装
束
を
ま
と
い
、
男
だ
っ
た

ら
白
鉢
巻
、

女
だ
っ
た
ら

白
手
拭
い
を

姉
さ
ん
被
り

に
し
て
、
肩

に
掛
け
る

サ
ン
ヤ
ブ
ク

ロ
に
故
人
の

好
き
だ
っ
た

も
の
（
煙
草

な
ど
）
を
入

れ
、
背
中
に

は
弘
法
大
師

の
描
か
れ
た

小
さ
な
巻
物

を
背
負
う
。

や
が
て
砂
浜

に
線
香
を
立

て
て
人
々
が

手
を
合
わ
せ

見
守
る
中

で
、
漁
船
に

載
せ
て
オ

シ
ョ
ロ
ブ
ネ

が
静
か
に
沖

へ
と
流
さ
れ

る
。

　

同
様
に
数

メ
ー
ト
ル
級

の
藁
の
フ
ネ

を
作
っ
て
流
す
行
事
は
、
大
久
地
区
や
大
江
地
区

な
ど
瀬
戸
地
域
（
旧
瀬
戸
町
域
）
で
多
く
見
ら
れ

る
。
た
だ
大
久
で
は
大
き
な
帆
船
仕
立
て
、
大
江
で

は
万
国
旗
を
は
た
め
か
す
漁
船
の
よ
う
で
、
各
地
区

と
も
フ
ネ
の
形
に
個
性
が
出
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
行
事
は
写
真
家
・
新
田
好

（
１
９
２
２
～
２
０
１
６
）
が
被
写
体
と
し
て
注
目

し
、
『
三
崎
半
島
地
域
民
俗
資
料
調
査
報
告
書
』

（
愛
媛
県
教
育
委
員
会
、
１
９
７
１
）
や
守
屋
毅

『
愛
媛
の
祭
り
と
民
俗
』
（
雄
山
閣
、
１
９
７
８
）

な
ど
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
、
徐
々
に
愛
媛
県
内
の

特
徴
的
な
盆
行
事
の
ひ
と
つ
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い

た
。

国
の
記
録
選
択
文
化
財
に

　

オ
シ
ョ
ロ
ブ
ネ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
佐
田
岬
半
島

地
域
の
お
盆
行
事
を
広
域
に
調
査
を
進
め
た
の
は

故
・
近
藤
直
也
九
州
工
業
大
学
教
授
（
当
時
）

だ
っ
た
。
筆
者
も
２
０
０
２
年
に
伊
方
町
就
職
直
後

頃
か
ら
、
近
藤
氏
に
誘
わ
れ
て
毎
年
の
よ
う
に
盆
行

事
の
調
査
で
各
地
区
を
駆
け
巡
り
、
各
地
の
行
事
に

圧
倒
さ
れ
た
。

　

例
え
ば
、
松

地
区
の
モ
ウ

ナ
で
は
、
大

き
な
笹
竹
に
女

性
の
着
物
を
掛

け
て
、
頭
を
付

け
、
横
木
で
手

を
広
げ
た
形
に

作
っ
て
、
裾
に

ア
ワ
ビ
の
貝
殻

を
吊
る
し
た
等

身
大
の
人
形

を
作
る
。
新
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人
の
名
前
）
に
あ
げ
て
く
だ
さ
ー
い
」
と
呼
び
か
け

る
と
、
み
ん
な
が
「
は
ー
い
」
と
返
事
を
す
る
と
い

う
行
為
が
延
々
と
繰
り
返
さ
れ
る
。
名
取
地
区
の
モ

ウ
リ
ョ
ウ
で
は
人
々
が
細
長
い
旗
を
持
っ
て
ぐ
る
ぐ

る
巡
る
し
、
明
神
地
区
の
モ
ー
ロ
ー
で
は
ぐ
る
ぐ
る

巡
っ
た
後
、
サ
サ
ブ
ネ
と
呼
ぶ
細
い
葉
で
折
っ
た
舟

形
を
海
に
流
し
、
お
墓
に
行
っ
て
ネ
ン
ブ
ツ
を
唱
え

て
お
茶
を
飲
む
。

　

伊
方
地
域
（
旧
伊
方
町
域
）
で
も
、
大
成
地
区
で

は
盆
踊
り
に
故
人
の
位
牌
を
背
負
っ
て
踊
る
し
、
豊

之
浦
で
は
ヒ
ー
タ
キ
と
い
っ
て
朝
４
時
頃
か
ら
近
所

同
志
で
新
盆
の
家
を
訪
ね
、
縁
側
に
置
か
れ
た
砂

の
入
っ
た
ト
ロ
バ
コ
に
１
０
８
本
の
蝋
燭
を
立
て

る
。

　

さ
て
、
こ
う
し
た
バ
ラ
エ
テ
ィ
豊
か
な
一
連
の
行

事
の
貴
重
さ
を
鑑
み
、
近
藤
直
也
氏
の
精
力
的
な
調

査
も
甲
斐
あ
っ
て
、
ひ
と
ま
ず
法
的
な
保
護
の
網

を
掛
け
る
意
味
も
込
め
文
化
庁
の
石
垣
悟
調
査
官

（
当
時
）
実
見
の
上
で
、
２
０
１
０
年
、
「
佐
田
岬

半
島
の
初
盆
行
事
」
が
現
伊
方
町
域
の
す
べ
て
の
盆

行
事
を
対
象
に
、
国
の
「
記
録
作
成
等
の
処
置
を
講

ず
べ
き
無
形
の
民
俗
文
化
財
」
に
選
択
さ
れ
た
。

２
０
１
４
年
に
は
文
化
庁
の
「
変
容
の
危
機
に
あ
る

無
形
の
民
俗
文
化
財
の
記
録
作
成
の
推
進
事
業
」
に

選
ば
れ
、
桜
映
画
社
に
よ
る
記
録
映
像
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ

（
記
録
編
・
普
及
篇
）
が
製
作
さ
れ
た
。

　

当
時
か
ら
町
の
文
化
財
担
当
だ
っ
た
筆
者
と
し
て

は
、
こ
れ
ら
を
機
に
ど
う
か
各
地
区
で
伝
わ
る
盆
行

事
を
、
奇
を
衒て

ら

う
で
な
く
、
変
容
す
る
で
も
な
く
、

今
ま
で
ど
お
り
堂
々
と
誇
り
を
も
っ
て
継
承
し
て
も

ら
い
た
い
と
の
思
い
だ
っ
た
。
当
初
は
好
奇
の
目
に

晒さ
ら

さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
、
一
時
は
調
査
と
名
乗
る

横
や
り
に
翻
弄
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
個
々
の
行
事

盆
の
家
族
を
中
心

に
地
域
の
人
々
が

集
ま
っ
て
人
形
を

掲
げ
て
行
列
し
、

神
社
の
石
段
と
お

寺
の
境
内
で
そ
れ

ぞ
れ
人
形
の
竹
を

地
面
に
着
け
、
空

に
円
を
描
く
よ
う

に
回
し
な
が
ら
、

太
鼓
と
鉦
に
合
わ

せ
て
「
モ
ー
ナ
、

モ
ー
ナ
、
モ
ー

ミ
ー
ド
ー
ブ
」
と

声
を
上
げ
、
そ
の

周
囲
を
人
々
が
巡

る
。

　

ほ
か
に
も
三
崎

地
域
（
旧
三
崎
町

域
）
の
本
三
崎
地

区
の
モ
ウ
リ
ョ
ウ

と
い
う
行
事
で

は
、
夕
方
盆
踊
り

の
櫓
周
り
に
新
盆

の
家
族
や
親
族
な

ど
が
集
ま
る
と
、

鉦
・
太
鼓
の
音
に

あ
わ
せ
て
何
の
振

り
付
け
も
な
く
た

だ
時
計
回
り
に
ぐ

る
ぐ
る
歩
く
。
そ

の
中
で
区
長
が

「
〇
〇
さ
ん
（
故

は
、
そ
の
ず
っ
と
昔
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
育
ま

れ
た
「
普
通
」
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
暮
ら
し
の
仕
来

り
だ
っ
た
は
ず
な
の
だ
。
卑
下
す
る
こ
と
な
く
煩は

ん

瑣さ

を
厭
わ
ず
、
故
郷
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
一
助
で

あ
っ
て
ほ
し
い
、
ひ
い
て
は
故
郷
を
慕
い
、
帰
り
た

く
な
る
動
機
を
も
後
押
し
し
ま
い
か
と
の
過
大
な
期

待
も
込
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
ま
ざ
ま
な
試
練
の
先
に

　

も
ち
ろ
ん
記
録
選
択
な
の
で
、ま
ず
は
報
告
書
作

成
と
い
う
課
題
が
現
在
も
継
続
中
だ
が
、
他
の
無

形
民
俗
文
化
財
と
比
べ
「
佐
田
岬
半
島
の
初
盆
行

事
」
が
幸
い
だ
っ
た
の
は
、
過
度
な
観
光
資
源
化
を

免
れ
て
い
る
こ
と
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

一
方
で
高
齢
化
や
人
口
減
少
等
の
全
国
各
地
を
襲

う
諸
課
題
が
、
こ
こ
で
も
盆
行
事
の
存
続
を
脅
か
し

て
い
る
。
そ
し
て
コ
ロ
ナ
の
数
年
間
で
状
況
は
更
に

厳
し
さ
を
増
し
た
。
川
之
浜
は
市
松
人
形
を
や
め
て

ナ
ス
を
使
っ
た
人
形
に
転
換
し
、
大
江
の
フ
ネ
は
一

回
り
小
さ
く
な
り
、
大
久
は
盆
行
事
と
も
関
連
す
る

「
し
ゃ
ん
し
ゃ
ん
踊
り
」
を
中
断
し
た
。

　

誤
解
を
恐
れ
ず
言
え
ば
、
地
区
の
人
間
、
家
族
を

一
人
亡
く
し
て
行
わ
れ
る
「
初
盆
行
事
」
は
、
故
人

を
悼
む
気
持
ち
の
先
に
実
施
の
原
動
力
が
芽
生
え

る
。
コ
ロ
ナ
禍
の
只
中
、
参
加
者
が
接
近
す
る
松
の

モ
ウ
ナ
な
ど
は
中
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
が
、
オ

シ
ョ
ロ
ブ
ネ
は
関
係
者
の
尽
力
で
継
続
さ
れ
た
。
そ

の
時
は
変
な
話
、
地
域
の
弔
い
の
作
法
が
コ
ロ
ナ
に

勝
て
た
気
が
し
て
少
し
誇
ら
し
か
っ
た
。

　

ど
う
か
こ
の
先
、
将
来
も
、
こ
の
稀
有
な
地
域
の

民
俗
文
化
が
継
承
さ
れ
る
こ
と
を
切
に
願
っ
て
い

る
。
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