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大
津
市
真
野
北
村
地
区
に
三
〇
〇
年
続
い
て
き
た
「
庚
申

講
」
と
い
う
「
講
」
が
存
在
す
る
。「
庚
申
講
」
の
歴
史
と

意
義
を
明
ら
か
に
し
、
現
代
に
お
け
る
こ
の
小
さ
な
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
役
割
と
こ
れ
か
ら
の
あ
り
方
を
考
察
す
る
。

は
じ
め
に

二
〇
二
〇
年
の
早
春
、
中
華
人
民
共
和
国
湖
北
省
武
漢
市

か
ら
発
症
し
た
と
い
わ
れ
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

（CO
V

ID
-19

）
の
拡
大
が
収
ま
ら
ず
、
日
本
国
内
で
も
新

型
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
が
広
が
り
始
め
、
同
年
四
月
七
日
に
は

政
府
が
一
部
の
都
道
府
県
に
緊
急
事
態
宣
言
を
発
令
、
県
境

を
超
え
る
移
動
や
人
々
が
複
数
人
集
ま
る
活
動
、
夜
間
の
飲

食
を
伴
う
会
合
な
ど
、
こ
れ
ま
で
普
通
に
行
わ
れ
て
い
た

様
々
な
活
動
を
自
粛
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
態
と

な
っ
た
。

滋
賀
県
内
も
全
国
の
動
向
に
合
わ
せ
、
教
育
機
関
に
お
い

て
も
、
学
校
内
の
立
ち
入
り
ま
で
が
制
限
さ
れ
た
。
我
々
は
、

自
宅
に
お
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
た
オ
ン
ラ
イ
ン

で
の
授
業
運
営
の
方
法
を
学
ぶ
こ
と
や
、
学
生
と
の
メ
ー
ル

で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の
対
応
に
追
わ
れ
た
。
し

か
し
、
人
間
は
家
の
中
と
い
う
制
限
さ
れ
た
空
間
で
は
耐
え

き
れ
ず
、
朝
夕
の
ち
ょ
っ
と
し
た
外
出
（
散
歩
）
が
日
課
と

な
っ
た
。

か
つ
て
、
近
江
国
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
く
、
伝
染
病

の
恐
怖
に
怯
え
た
時
期
が
あ
り
、
天
然
痘
、
コ
レ
ラ
、
ス
ペ

イ
ン
か
ぜ
な
ど
、
大
き
な
被
害
を
伴
っ
た
経
験
を
持
つ
。
し

か
し
、
筆
者
は
誕
生
し
て
半
世
紀
を
少
し
超
え
た
が
、
そ
れ

ら
の
渦
中
に
巻
き
込
ま
れ
た
こ
と
は
無
い
。
過
去
の
日
本
人

は
ど
の
よ
う
に
し
て
伝
染
病
と
い
う
災
い
を
逃
れ
て
き
た
の

で
あ
ろ
う
か
と
思
い
な
が
ら
、
何
事
も
な
い
よ
う
に
流
れ
る

真
野
川
の
水
面
や
、
琵
琶
湖
真
野
浜
の
細
波
、
道
端
に
咲
く

野
草
、元
気
な
カ
ラ
ス
や
小
鳥
た
ち
を
眺
め
な
が
ら
歩
い
た
。

あ
る
日
の
朝
、
真
野
の
新
し
い
都
市
計
画
道
路
の
道
端
に

大
木
が
数
本
集
ま
る
鎮
守
の
森
の
よ
う
な
雑
木
林
が
あ
り
、

そ
の
横
に
真
新
し
い
木
製
の
板
塀
に
囲
ま
れ
て
佇
む
小
さ
な

一
基
の
石
塔
を
見
つ

け
た
。
石
塔
は
高
さ

約
九
十
セ
ン
チ
、
一

辺
が
約
十
セ
ン
チ
の

四
角
柱
で
、
表
面
が

ザ
ラ
ザ
ラ
し
た
御
影

石
で
あ
る
。
よ
く
目

を
凝
ら
し
て
見
る
と

正
面
に
「
庚
申
」
と

い
う
二
文
字
が
浮
か

び
上
が
っ
て
き
た

（
写
真
1
・
2
）。

Name:

Kenji KATOH

Title:

Mano Kitamura’s “Koshin-ko”（庚申講）：

One Small Community Closely Connected for 300 Years

Summary:

In the Mano Kitamura district of Otsu City there is a “Koshin-ko”（庚申講） that has continued 

for 300 years. We will clarify the history and significance of “Koshin-ko” and consider the role 

and future of this small community in the present age.
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こ
れ
は
間
違
い
無

く
庚こ

う
し
ん
と
う

申
塔
で
あ
る
。

民
俗
学
に
興
味
を
持

つ
者
で
あ
れ
ば
、
江

戸
時
代
に
全
国
各
地

の
集
落
で
信
仰
さ
れ

た
庚
申
信
仰
の
シ
ン

ボ
ル
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
誰
も
が
認
知

し
て
い
る
。
筆
者
も

そ
の
一
人
な
の
で
、

こ
の
石
塔
の
文
字
を

確
認
し
た
時
、
自
分
が
居
住
す
る
足
も
と
の
真
野
地
域
に
も

こ
の
信
仰
が
あ
っ
た
の
だ
と
興
奮
し
た
。

こ
の
論
考
は
、
真
野
地
域
の
旧
字あ

ざ

で
今
も
継
承
さ
れ
て
い

る
「
民
間
信
仰
（
講
）」
に
つ
い
て
の
記
録
で
あ
る
。
以
下

に
詳
細
を
述
べ
た
い
と
思
う
。

第
一
章　

庚
申
信
仰
と
は

（
一
）
庚
申
信
仰
の
概
略

庚
申
信
仰
の
「
庚
申
」
と
は
、
干え

と支
い
わ
ゆ
る
十
干
（
甲
・

乙
・
丙
・
丁
・
戊
・
己
・
庚
・
辛
・
壬
・
癸
）
と
十
二
支
（
子
・

丑
・
寅
・
卯
・
辰
・
巳
・
午
・
未
・
申
・
酉
・
戌
・
亥
）
の

六
十
種
類
あ
る
組
み
合
わ
せ
の
一
つ
で
あ
る
。暦
の
中
で
は
、

「
庚
申
」
を
含
む
六
十
種
類
の
干
支
は
、
六
十
年
に
一
度
、

六
十
月
に
一
度
、
日
で
言
え
ば
六
十
日
に
一
度
巡
っ
て
く
る

よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
壬じ

ん
し
ん申

や
戊ぼ

辰し
ん

な
ど
も
そ
の
一
つ

で
、
そ
の
年
に
勃
発
し
た
反
乱
や
戦い

く
さ

の
名
前
と
な
っ
て
い

る
。
そ
の
中
で
も
庚
申
と
い
う
干
支
は
様
々
な
伝
説
と
と
も

に
、
江
戸
時
代
に
は
特
別
な
日
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
の
で

あ
る
。

元
は
中
国
の
道
教
思
想
に
由
来
す
る
と
い
わ
れ
る
そ
の
伝

説
と
は
「
本
来
人
の
体
に
は
、
三さ

ん

尸し

の
虫む

し

と
い
う
三
匹
の
虫

が
住
ん
で
お
り
、
そ
の
人
が
行
っ
た
悪
事
を
記
憶
し
て
、
庚

申
の
日
に
そ
の
人
が
眠
る
と
口
か
ら
出
て
、
天
帝
に
告
げ
口

を
し
て
寿
命
を
縮
め
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
虫
の
知

ら
せ
」「
腹
の
虫
が
お
さ
ま
ら
な
い
」
な
ど
と
い
う
言
葉
も

こ
こ
か
ら
き
て
い
る
。
江
戸
時
代
の
人
々
は
、
こ
の
日
に
眠

る
と
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
庚
申
の
日
に
み
ん
な
で
集

ま
り
、
お
互
い
眠
ら
な
い
よ
う
に
工
夫
を
し
た
。
そ
の
数
名

の
集
ま
り
を
庚こ

う
し
ん
こ
う

申
講
、
そ
の
行
事
を
庚こ

う
し
ん
ま
ち

申
待
と
呼
び
、
徐
々

に
宴
会
が
催
さ
れ
る
な
ど
娯
楽
性
も
加
わ
っ
て
一
般
化
し
て

い
っ
た
。

さ
て
、
こ
の
庚
申
信
仰
は
具
体
的
に
ど
の
様
に
何
時
ご
ろ

日
本
に
入
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。庚
申
信
仰
の
研
究
は
、

路
傍
に
佇た

た
ず

む
、
無
数
の
庚
申
塔
と
呼
ば
れ
る
石
塔
の
存
在

を
き
っ
か
け
に
、
学
者
や
多
く
の
在
野
の
郷
土
史
家
に
よ
る

地
道
な
研
究
の
成
果
が
あ
る
。
そ
の
中
で
、
窪
徳
忠
氏

（
一
九
一
三
〜
二
〇
一
〇
）
は
『
庚
申
信
仰
の
研
究
［
註
１
］』
と

い
う
著
書
に
よ
っ
て
民
俗
学
研
究
の
領
域
と
し
て
ま
と
め
あ

げ
た
。

（
二
）
庚
申
縁
起

特
筆
さ
れ
る
の
は
、
窪
氏
が
『
庚
申
信
仰
の
研
究
』
に
掲

載
し
た
「
庚
申
縁
起
」
と
呼
ば
れ
る
三
十
三
編
に
及
ぶ
文
書

で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
窪
氏
に
よ
っ
て
全
国
か
ら
集
め
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
が
、
表
現
が
似
て
い
る
も
の
な
ど
多
数
あ
る

こ
と
か
ら
、
大
阪
四
天
王
寺
の
庚
申
堂
縁
起
を
も
と
に
し
て

い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
と
い
う
。

そ
の
「
庚
申
縁
起
」
を
要
約
す
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

・ 

第
四
十
二
代
文
武
天
皇
の
時
、
大
宝
元
年
庚
申
の
年
の
正

月
七
日
庚
申
の
日
に
四
天
王
寺
行
法
尊
記
上
人
の
と
こ
ろ

に
、
年
の
頃
十
六
、七
の
童
子
が
現
れ
、
こ
の
寺
が
日
本

に
お
け
る
仏
法
最
初
の
霊
地
で
あ
る
の
で
、
帝
釈
天
の
使

い
と
し
て
、
庚
申
の
法
を
こ
こ
を
拠
点
に
あ
ま
ね
く
広
め

よ
と
い
う
勅
旨
を
持
っ
て
き
た
。

・ 

庚
申
と
い
う
日
は
、
年
に
六
度
あ
り
、
年
の
初
め
の
庚
申

は
、
地
獄
道
の
苦
患
を
免
れ
、
第
二
度
目
の
庚
申
は
餓
鬼

道
の
苦
し
み
を
逃
れ
、
第
三
度
目
の
庚
申
は
、
畜
生
道
の

苦
を
逃
れ
、
第
四
度
目
の
庚
申
は
、
修
羅
の
苦
を
逃
れ
、

第
五
度
目
の
庚
申
は
、
人
間
の
八
苦
罪
を
滅
し
給
う
。
現

世
の
災
難
、
後
世
の
苦
し
み
を
助
け
る
。
第
六
度
目
の
庚

申
は
天
上
の
五
衰
体
没
の
苦
し
み
を
救
わ
ん
が
た
め
で
あ

る
。

・ 

庚
申
の
日
は
、
精
進
潔
斎
し
て
、
申
の
刻
（
午
後
四
時
）

か
ら
南
の
方
向
に
つ
く
っ
た
棚
に
、
捧
げ
物
を
す
る
。
灯

明
を
あ
げ
、香
を
焚
き
、色
よ
き
花
を
た
て
、珍
し
い
菓
子

の
お
供
え
を
し
、夜
半
に
丸
い
供
物
と
御
酒
と
を
捧
げ
る
。

・ 

そ
の
夜
は
、
荒
い
雑
談
を
せ
ず
、
腹
を
立
て
ず
、
欲
を
言

わ
ず
、
男
女
の
事
を
思
わ
ず
、
四
足
二
足
五
辛
の
類
を
食

べ
て
は
な
ら
な
い
。

・ 

庚
申
の
夜
、
も
し
眠
る
な
ら
ば
、
三
尸
の
虫
が
害
を
な
す

と
い
う
。
人
の
身
の
う
ち
に
は
三
尸
九
虫
と
い
う
十
二
種

写真 2 真野澤村の庚申塔
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の
虫
が
い
て
、
こ
の
虫
の
仕
業
で
、
癲て

ん

狂き
ょ
う

・
癩ら

い
そ
う瘡

・
狂

気
の
病
と
な
り
、
あ
る
い
は
盗
賊
悪
党
の
心
が
で
き
、
喧

嘩
口
論
と
な
っ
て
そ
の
身
を
失
う
。

・ 

こ
の
虫
を
退
治
す
る
に
は
、「
ほ
う
こ
う
し
、
ほ
う
ぢ
ょ

う
し
、
み
や
う
じ
し
、
し
つ
に
う
や
う
て
い
、
こ
り
が
し

ん
」
と
南
に
向
か
っ
て
拝
み
、
三
度
唱
え
る
こ
と
。

・ 「『
夜
も
す
が
ら　

我
は
ね
ざ
る
の　

此
の
床
に　

ね
た

る
も
ね
ず
ぞ　

し
ん
は
ま
さ
る
ぞ
』
と
歯
を
鳴
ら
し
、
三

度
唱
え
な
さ
い
。
こ
れ
ま
で
の
こ
と
が
心
の
中
を
清
浄
に

す
る
大
善
根
で
あ
る
」
と
童
子
が
言
っ
て
青
面
金
剛
と

な
っ
て
姿
を
消
し
た
。

・ 

暁
、
寅
の
刻
（
午
前
四
時
）、
鶏
が
鳴
を
待
っ
て
、

三
十
三
度
礼
拝
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・ 

庚
申
待
は
、
三
年
で
十
八
回
行
い
、
三
年
目
に
は
供
養
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
供
養
と
は
道
の
ほ
と
り
に
塚
を

つ
く
っ
て
、
四
方
正
面
の
卒
塔
婆
を
建
て
、
供
物
を
す
る

こ
と
で
、
往
来
の
旅
人
も
こ
れ
に
施
し
を
す
る
こ
と
。
そ

う
す
れ
ば
七
難
即
滅
、
七
福
即
成
の
ご
利
益
が
あ
る
。

こ
の
「
庚
申
縁
起
」
を
も
と
に
し
て
、
近
世
、
全
国
的
に

流
布
さ
れ
各
地
で
多
少
形
や
規
模
は
変
化
し
な
が
ら
、
戸
主

に
よ
る
集
ま
り
を
庚
申
講
、
夜
を
通
し
て
の
礼
拝
や
遊
興
を

庚
申
待
ち
と
呼
び
な
が
ら
現
在
に
一
部
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

（
三
）
庚
申
信
仰
の
起
源
と
広
が
り

で
は
、
ど
の
よ
う
に
こ
の
庚
申
信
仰
が
広
ま
っ
て
い
っ
た

の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
そ
の
考
察
に
つ
い
て
は
、

様
々
な
見
解
が
あ
る
も
の
の
、
窪
徳
忠
氏
は
『
庚
申
信
仰
の

研
究
』
の
中
で
、「
江
戸
時
代
に
広
く
一
般
に
庚
申
信
仰
が

普
及
し
た
大
き
な
原
因
の
一
つ
は
、
修
験
者
の
鼓
吹
に
あ
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。」
と
今
後
の
研
究
課
題
と
し
て
言
及

し
て
い
る
。

そ
の
課
題
に
対
し
て
筆
者
が
注
目
し
て
い
る
の
が
、
三
井

寺
の
長
吏
で
仏
教
文
化
研
究
者
で
も
あ
る
福
家
俊
彦
氏
の
見

解
で
あ
る
。
福
家
氏
は
、「
大
津
絵
の
誕
生
と
三
井
寺
別
所

の
宗
教
文
化
圏
［
註
２
］」
と
い
う
論
考
の
中
で
、
三
井
寺
と
そ

の
周
辺
に
位
置
す
る
三
井
寺
別
所
で
の
大
津
絵
師
の
活
躍
と

彼
ら
に
描
か
れ
た
青
面
金
剛
に
つ
い
て
の
考
察
が
な
さ
れ
て

い
る
。
そ
も
そ
も
初
期
に
描
か
れ
た
大
津
絵
に
は
仏
画
が
多

く
、
そ
れ
は
、
仏
教
諸
派
の
高
度
な
仏
教
学
に
基
づ
く
も
の

で
は
な
く
、
念
仏
聖
や
修
験
者
が
流
布
し
た
仏
教
や
神
道
、

道
教
な
ど
が
混
じ
り
合
っ
た
民
間
信
仰
で
あ
り
、
描
か
れ
た

仏
画
は
阿
弥
陀
仏
や
大
日
如
来
、
地
蔵
菩
薩
や
観
音
菩
薩
で

あ
り
、
そ
れ
ら
は
念
仏
講
や
日
待
講
や
月
待
講
、
地
蔵
講
や

観
音
講
な
ど
の
本
尊
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
存
す
る
数
か
ら

最
も
多
く
描
か
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
が
青
面

金
剛
で
あ
り
、
そ
れ
が
庚
申
信
仰
の
守
り
本
尊
で
あ
る
と
述

べ
て
い
る
。

福
家
氏
は
、「
窪
氏
が
室
町
後
期
以
降
に
日
本
の
庚
申
信

仰
を
全
く
仏
説
化
し
た
の
は
、
円
珍
の
系
統
を
引
く
、
園
城

寺
の
加
持
祈
祷
を
専
門
と
す
る
僧
侶
で
、
庚
申
縁
起
を
ま
と

め
上
げ
て
、
本
尊
の
青
面
金
剛
像
と
と
も
に
三
井
寺
ゆ
か
り

の
修
験
者
な
ど
に
よ
っ
て
全
国
に
広
め
て
い
っ
た
と
指
摘
し

て
い
る
」
と
し
な
が
ら
、『
園
城
寺
伝
記
』
に
庚
申
信
仰
の

典
拠
と
な
っ
た
「
庚
申
経
」
が
所
収
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど

を
根
拠
に
庚
申
信
仰
の
起
源
が
三
井
寺
に
あ
る
と
語
っ
て
い

る
。

青
面
金
剛
と
と
も
に
大
津
絵
に
よ
く
描
か
れ
る
も
の
に

「
十
三
仏
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
十
三
仏
信
仰

に
基
づ
い
て
描
か
れ
た
も
の
で
、
不
動
明
王
、
釈
迦
如
来
、

文
殊
菩
薩
、
普
賢
菩
薩
、
地
蔵
菩
薩
…
最
後
に
虚
空
蔵
菩
薩

が
並
び
、
人
間
の
死
後
の
魂
が
成
仏
す
る
た
め
に
七
日
ご
と

に
こ
の
世
に
残
っ
た
親
族
が
礼
拝
す
る
対
象
の
十
三
の
仏
様

を
い
う
。
こ
の
十
三
の
仏
様
を
全
て
一
枚
の
紙
に
描
い
た
大

津
絵
は
、
自
分
の
死
後
の
仏
事
を
予
め
生
き
て
い
る
間
に
行

う
と
い
う
逆
修
仏
事
の
た
め
に
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
う
考
え

る
と
、
先
述
の
庚
申
縁
起
の
中
に
出
て
く
る
年
に
六
度
あ
る

庚
申
の
日
に
地
獄
、
餓
鬼
、
畜
生
、
修
羅
、
人
間
、
天
上
の

六
道
の
世
界
を
一
つ
ず
つ
祈
っ
て
死
後
の
苦
し
み
か
ら
逃
れ

よ
う
と
す
る
の
は
、
十
三
仏
信
仰
と
同
じ
逆
修
仏
事
と
言
え

る
の
か
も
知
れ
な
い
。

と
も
あ
れ
、
庚
申
信
仰
は
、
江
戸
時
代
に
あ
っ
て
十
三
仏

と
同
じ
く
、
死
後
の
自
分
の
魂
の
安
寧
を
願
っ
て
、
定
期
的

に
熱
心
に
祈
り
続
け
て
き
た
と
い
う
一
つ
の
姿
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
し
て
、
大
津
絵
に
描
か
れ
た
青
面
金
剛
や

十
三
仏
と
と
も
に
、
庚
申
信
仰
は
広
く
全
国
に
流
布
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。

第
二
章　

真
野
北
村
の
庚
申
講

（
一
）
北
村
庚
申
講
の
発
見

こ
の
章
は
、
偶
然
筆
者
が
コ
ロ
ナ
禍
の
散
歩
に
よ
っ
て
発

見
す
る
に
至
っ
た
庚
申
塔
に
つ
い
て
具
体
的
に
話
を
進
め
て

い
き
た
い
。
筆
者
が
ま
ず
思
っ
た
の
は
、
こ
の
真
野
地
域
で
、

今
も
庚
申
講
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
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で
あ
る
。
そ
こ
で
こ

の
地
域
の
歴
史
文
化

に
詳
し
い
真
野
澤
地

区
の
川
中
常
夫
氏
を

訪
ね
た
。

川
中
氏
に
よ
る

と
、
真
野
の
澤
地
区

に
は
か
つ
て
庚
申
講

が
存
在
し
た
が
、
無

く
な
っ
て
か
な
り
年

月
が
経
つ
と
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
た
だ
、

同
じ
く
真
野
の
北
村
地
区
の
願
生
寺
（
浄
土
宗
西
山
禅
林
寺

派　

大
津
市
真
野
四
丁
目
）
の
境
内
に
北
村
の
庚
申
塔
が
あ

る
と
の
教
示
が
あ
り
当
寺
を
訪
ね
た
（
写
真
3
）。
願
生
寺

名
誉
住
職
根
来
旭
氏
か
ら
、
真
野
北
村
地
区
で
は
今
も
講
が

行
な
わ
れ
て
い
る
と
聞
き
お
よ
び
、
そ
の
時
の
講
の
当
番
を

さ
れ
て
い
る
濱
本
イ
ク
子
氏
を
紹
介
い
た
だ
い
た
。

こ
こ
で
、
北
村
集
落
に
つ
い
て
の
概
観
を
説
明
し
て
お
き

た
い
。

北
村
集
落
は
Ｊ
Ｒ
湖
西
線
の
小
野
駅
と
堅
田
駅
の
間
の
小

野
駅
寄
り
の
線
路
沿
い
と
い
う
、
生
活
す
る
の
に
便
利
な
と

こ
ろ
に
位
置
す
る
た
め
、
戦
後
の
経
済
成
長
期
に
新
興
の
住

宅
が
増
え
、
約
五
十
軒
が
真
野
北
村
自
治
会
を
形
成
し
て
い

る
。
そ
の
内
の
十
四
軒
は
、
檀
那
寺
を
願
生
寺
、
氏
神
を
真

野
神
田
神
社
と
し
て
、
共
有
地
を
共
同
管
理
し
、
江
戸
時
代

か
ら
明
治
、
大
正
期
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
旧
集
落
（
北
村
集

落
）、「
北
村
会
」
を
構
成
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中
で
、

庚
申
講
を
継
承
し
て
い
る
の
が
以
下
に
述
べ
る
五
軒
の
家
で

あ
る
。

（
二
）
北
村
庚
申
講
の
概
略

北
村
の
庚
申
講
は
、
五
軒
の
講
員
で
構
成
さ
れ
、
庚
申
の

日
に
近
い
日
の
夜
に
講
が
開
か
れ
て
い
る
と
の
こ
と
。
講
員

は
、
夕
食
を
済
ま
せ
て
か
ら
、
十
九
時
ご
ろ
当
番
の
家
に
集

ま
る
。
座
敷
に
は
、
庚
申
講
の
守
本
尊
で
あ
る
青
面
金
剛
が

描
か
れ
た
掛
け
軸
が
か
け
ら
れ
、
色
花
が
供
え
ら
れ
る
。
掛

け
軸
に
手
を
合
わ
せ
、
お
下
が
り
の
飲
み
物
と
お
茶
菓
子
を

共
食
し
な
が
ら
、
二
時
間
程
度
、
よ
も
や
ま
話
を
し
て
解
散

す
る
と
い
う
。

二
〇
二
〇
年
九
月
十
八
日
、
真
野
北
村
の
庚
申
講
に
参
加

し
た
。

こ
の
日
は
講
員
で
こ
の
会
の
当
番
で
あ
る
濱
本
イ
ク
子
氏

の
自
宅
で
十
九
時
半
か
ら
講
が
行
わ
れ
た
。

講
員
は
、

濱
本
正
雄
氏
（
八
十
六
歳
）

濱
本
傳
氏
（
七
十
九
歳
）

谷
正
昭
氏
（
六
十
四
歳
）

濱
本
昌
嘉
氏（
六
十
二
歳
）（
こ
の
日
は
妻
の
粮
子
氏
が
出
席
）

濱
本
イ
ク
子
氏
（
七
十
七
歳
）

の
五
名
（
五
軒
）
で
あ
る
（
写
真
4
・
5
）。

臨
時
に
つ
く
ら
れ
る
祭
壇
は
、
写
真
に
あ
る
通
り
、
掛
け

軸
は
四
天
王
寺
と
書
か
れ
た
文
字
と
と
も
に
青
面
金
剛
が
描

か
れ
た
比
較
的
新
し
い
も
の
で
、
も
う
一
つ
は
愛
宕
講
の
も

の
で
あ
る
。こ
こ
に
集
ま
る
講
員
は
こ
の
講
を
基
本
的
に「
庚

申
講
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
四
年
ほ
ど
前
か
ら
愛
宕
講
も
重

ね
て
行
わ
れ
て
い
る
。

濱
本
正
雄
氏
と
濱
本
昌

嘉
氏
は
愛
宕
講
と
庚
申

講
の
両
講
の
講
員
で
あ

り
、
濱
本
イ
ク
子
氏
は

元
々
愛
宕
講
の
み
の
講

員
で
あ
っ
た
。現
在
は
、

愛
宕
講
も
庚
申
講
も
上

記
の
五
名
の
み
が
受
け

継
い
で
い
る
と
い
う
現

状
で
あ
る
の
で
、
庚
申

の
日
の
前
後
に
行
う
庚

申
講
と
愛
宕
講
を
同
時

に
行
う
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
。

こ
の
講
に
伝
わ
る
小

さ
な
木
箱
が
二
つ
あ

る
。
一
つ
目
の
木
箱
の

蓋
の
裏
に
は
、「
安
政

五
年
戊
午
年　

十
二
月　

庚
申
講
中
」と
記
さ
れ
、

そ
の
箱
の
中
に
は
講
が

開
か
れ
る
月
と
そ
の
月
の
当
番
の
講
員
の
名
前
が
記
入
さ
れ

た
「
月
取
表
」
と
い
う
紙
が
台
帳
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て

い
る
。
最
も
古
い
月
取
表
は
、
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）
の

も
の
が
あ
り
、
綺
麗
に
保
存
さ
れ
綴
ら
れ
て
い
た
。
講
の
言

い
伝
え
で
も
こ
の
年
か
ら
こ
の
講
は
始
ま
っ
た
と
い
う

（
写
真
6
）。

写真 5 庚申講の様子　二〇二〇年九月十八日 写真 4 庚申講の祭壇　二〇二〇年九月十八日の庚申講

写真 3 願生寺境内の真野北村の庚申塔
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も
う
一
つ
は
愛
宕
講
の
も
の
と
伝
わ
る
箱
で
、
中
に
は
愛

宕
講
と
大
師
講
の
帳
面
が
入
っ
て
お
り
、
当
番
の
人
物
の
名

前
と
供
物
の
記
録
や
、
講
で
行
わ
れ
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ

て
い
る
。
箱
の
裏
に
は
、
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
と
い
う

庚
申
講
よ
り
も
古
い
日
時
が
記
さ
れ
て
い
た
。

北
村
の
庚
申
講
は
、
始
ま
り
の
時
間
が
は
っ
き
り
と
設
定

さ
れ
て
い
る
で
も
な
く
、
当
番
宅
に
到
着
順
か
ら
、
祭
壇
に

手
を
合
わ
せ
徐
々
に
始
ま
る
。

毎
回
は
、
日
常
の
生
活
に
お
け
る
話
が
中
心
で
、
十
四
軒

あ
る
と
い
う
北
村
会
の
話
や
、
檀
那
寺
の
行
事
の
話
な
ど
が

話
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
今
回
は
、
筆
者
が
入
っ
た
こ

と
も
あ
り
、
少
し
以
前
の
庚
申
講
の
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き

た
。以

前
は
、
七な

な
こ
う
し
ん
こ
う

庚
申
講
と
言
っ
て
、
盛
大
に
餅
つ
き
を
し
た

と
い
う
。
ま
た
、
三
十
年
ほ
ど
前
は
婦
人
会
的
な
雰
囲
気
が

あ
り
、
女
性
た
ち

の
楽
し
い
語
り
の

場
で
あ
っ
た
。
北

村
に
は
念
仏
講
が

つ
い
こ
の
前
ま
で

行
わ
れ
て
お
り
、

檀
那
寺
で
あ
る
願

生
寺
に
こ
の
講
の

講
員
の
他
、
北
村

会
の
全
員
が
集

ま
っ
て
い
た
と
い

う
。平

成
十
二
年

（
二
〇
〇
〇
）
に
誰
か
に
よ
っ
て
書
き
留
め
ら
れ
た
資
料
を

見
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
に
は
以
下
の
よ
う

な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

北
村
七
庚
申
講

（
平
成
十
二
年
十
二
月
現
在　

発
起
よ
り
二
八
五

年
）

発
起
年
…
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）

（
中
御
門
天
皇
代　

徳
川
七
代
将
軍
家
継
代
）

庚
申
講
塚
建
…
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）

（
伊
太
郎
、
源
次
郎
、
嘉
平
治
、
嘉
郎
、
傳
治
、

武
介
、
友
七
）

庚
申
塔
建
立
… 

明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
四
．

二
五

（
門
次
郎
、
浅
吉
、
嘉
一
郎
、
熊
次
郎
、
清
次
郎
、

傳
治
郎
、
伊
之
助
、
鶴
松
）

現
地 　

東
照
山
願
生
寺
境
内
に
移
転
…
昭
和
四
十
一
年

（
一
九
六
六
）
三
．

現
在 
に
至
る
（
※
庚
申
講
発
起
年
よ
り
平
成
十
二
年

（
二
〇
〇
〇
）
で
二
八
五
年
を
数
え
る
）
現
在
北

村
会
住
民
で
お
ま
も
り
を
し
て
い
る

こ
の
日
の
北
村
庚
申
講
は
、
二
十
一
時
半
、
ち
ょ
う
ど
始

ま
っ
て
二
時
間
ほ
ど
で
解
散
と
な
っ
た
。

（
三
）
東
京
都
練
馬
区
の
庚
申
講

江
戸
時
代
以
降
に
広
く
全
国
で
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
庚

申
講
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ

↓↓↓

る
講
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

先
述
し
た
窪
徳
忠
氏
の
『
庚
申
信
仰
の
研
究
』
に
は
多
く

の
庚
申
講
の
当
時
の
実
態
が
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
前
述
の

と
お
り
、
北
村
の
庚
申
講
が
庚
申
塔
を
願
生
寺
に
移
転
さ
せ

た
頃
（
昭
和
四
十
年
ご
ろ
）
の
事
例
と
し
て
、
東
京
を
中
心

に
関
東
の
郷
土
史
家
と
し
て
知
ら
れ
る
平
野
実
氏
が
、
東
京

都
練
馬
区
で
行
わ
れ
て
い
た
庚
申
講
（
当
地
で
は
庚
申
待
と

言
わ
れ
て
い
る
）
を
取
材
し
て
い
る
の
で
取
り
上
げ
て
み
た

い
。平

野
氏
は
、
著
書
『
庚
申
信
仰
［
註
３
］』
で
そ
の
庚
申
講
の

様
子
を
記
し
て
い
る
の
で
、
以
下
に
要
約
を
紹
介
す
る
。

江
戸
時
代
か
ら
続
い
て
い
る
と
い
う
昔
の
小
字
集
落
で
受

け
継
が
れ
て
き
た
講
で
、
か
つ
て
は
小
字
全
体
が
講
に
参
加

し
て
い
た
が
、
現
在
（
当
時
）
で
は
十
軒
と
な
っ
て
い
る
。

庚
申
の
夜
は
、
当
番
の
家
に
集
ま
り
、
座
敷
に
掛
け
軸
を
か

け
る
。
掛
け
軸
の
画
面
は
、
日
月
が
瑞
雲
の
上
に
描
か
れ
、

中
央
に
六
手
の
青
面
金
剛
の
像
が
、
そ
し
て
そ
の
下
に
三
猿

と
雌
雄
の
鶏
が
見
え
る
。
こ
の
講
は
仏
式
で
あ
り
、
線
香
は

立
て
る
が
、
勤
行
や
呪
文
、
そ
の
他
の
唱
え
言
な
ど
は
無
い
。

夕
食
に
蕎
麦
が
出
さ
れ
、
食
後
は
雑
談
と
な
る
。
旅
行
へ

行
っ
た
話
や
、
そ
の
時
の
失
敗
談
、
近
く
の
嫁
取
り
の
話
や
、

嫁
の
器
量
や
芸
事
の
話
、
そ
し
て
猥
談
と
も
な
る
と
盛
り
上

が
る
。
そ
の
間
に
は
、
茶
や
菓
子
が
出
さ
れ
、
信
仰
と
い
う

雰
囲
気
は
全
く
無
い
。
時
間
が
経
つ
と
、
軸
の
前
に
供
え
て

あ
る
徳
利
二
本
の
酒
を
下
げ
て
、
少
し
ず
つ
分
け
て
飲
む
。

深
夜
十
二
時
頃
に
な
る
と
白
い
米
の
ご
飯
に
、
豆
腐
の
味
噌

汁
と
い
う
夜
食
が
出
さ
れ
る
。

楽
し
い
夜
食
が
終
わ
る
と
、
こ
の
庚
申
講
は
夜
明
け
を
待
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た
ず
に
お
開
き
と
な
る
。
か
つ
て
は
朝
ま
で
継
続
し
て
い
た

で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
講
員
は
い
な
い
。

こ
こ
で
の
庚
申
さ
ん
は
、
口
や
目
や
耳
な
ど
の
病
気
を
祈

る
と
治
し
て
く
れ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
庚
申
さ
ん
が
ど
う

い
う
仏
さ
ん
な
の
か
、
あ
る
い
は
神
様
で
あ
る
の
か
、
ま
た
、

な
ぜ
か
つ
て
は
徹
夜
を
し
て
い
た
の
か
と
い
う
問
い
に
は
、

明
確
な
答
え
や
、
信
念
を
持
っ
て
い
る
講
員
は
一
人
も
い
な

い
。
た
だ
、
庚
申
の
夜
に
男
女
が
交
わ
っ
て
で
き
た
子
供
は

盗
人
に
な
る
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
避
け
る
た
め

に
一
晩
中
寝
な
い
で
い
る
と
答
え
た
者
が
あ
っ
た
と
い
う
。

こ
の
夜
の
費
用
は
、
当
番
の
家
が
酒
を
用
意
す
る
他
は
、

米
を
五
合
ず
つ
各
家
か
ら
集
め
て
ま
か
な
う
と
い
う
。

以
上
が
、
練
馬
区
で
当
時
行
わ
れ
て
い
た
庚
申
講
（
庚
申

待
）
で
あ
る
。
平
野
氏
は
、
こ
れ
は
一
例
で
あ
る
と
し
な
が

ら
、
同
著
で
「
庚
申
信
仰
の
実
情
」
と
い
う
項
で
、
関
東
地

方
の
他
の
庚
申
講
の
様
子
も
伝
え
て
い
る
。

（
四
）
全
国
各
地
の
庚
申
講

以
下
は
、
平
野
氏
の
調
査
の
要
約
で
あ
る
。

他
の
地
域
で
見
ら
れ
る
庚
申
講
は
、
庚
申
さ
ん
、
庚
申
待

な
ど
と
も
呼
ば
れ
、
そ
れ
を
開
催
す
る
頻
度
は
、
年
に
一
回

の
と
こ
ろ
や
、
年
の
は
じ
め
と
終
わ
り
の
二
回
、
な
い
し
七

回
な
ど
、
様
々
で
、
庚
申
の
日
に
限
ら
ず
都
合
の
良
い
日
に

行
わ
れ
て
い
た
り
す
る
。

出
席
者
は
、元
来
男
性
だ
け
で
あ
っ
た
が
、男
女
が
混
ざ
っ

た
講
や
、
女
性
の
み
の
講
も
あ
っ
た
。
講
を
行
う
時
は
、
仏

式
の
場
合
は
仏
壇
の
あ
る
床
の
間
な
ど
に
、
青
面
金
剛
や
帝

釈
天
の
掛
け
軸
を
掲
げ
、
神
式
の
場
合
は
猿
田
彦
の
軸
を
か

け
る
。
こ
れ
に
団
子
、
菓
子
、
花
、
線
香
な
ど
を
供
え
る
。

一
同
が
そ
ろ
う
と
、
勤
行
を
行
う
と
こ
ろ
や
般
若
心
経
を
唱

え
る
、
ま
た
庚
申
真
言
を
唱
え
る
な
ど
こ
れ
も
様
々
で
あ
っ

た
と
い
う
が
、
現
在
（
当
時
）
で
は
、
形
式
的
に
合
掌
し
た

り
、
柏
手
を
打
っ
て
拝
む
だ
け
に
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
以
降
は
雑
談
と
な
る
が
、「
話
は
庚
申
の
晩
に
」
と

い
う
諺
が
あ
り
、
庚
申
の
夜
は
、
基
本
が
徹
夜
で
あ
る
か
ら
、

十
分
に
時
間
が
あ
る
の
で
、
そ
の
時
に
ゆ
っ
く
り
話
そ
う
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
晩
を
利
用
し
て
、
無
尽
や
積
立
金
の
集
金
を

す
る
、
慰
安
旅
行
の
計
画
を
話
し
合
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
明

治
時
代
ま
で
は
賭
博
も
公
然
と
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
賭

博
が
現
代
の
よ
う
に
厳
し
く
取
り
締
ま
り
が
な
か
っ
た
頃

は
、
庚
申
講
の
他
に
、
月
待
講
や
、
日
待
講
、
な
ど
で
も
賭

け
事
が
行
わ
れ
て
い
た
。

そ
し
て
肝
心
な
信
仰
と
し
て
の
庚
申
さ
ん
の
御
利
益
は
、

第
一
に
長
寿
、
第
二
に
病
の
完
治
、
第
三
に
家
内
の
繁
栄
、

第
四
に
豊
作
、
第
五
に
豊
漁
、
第
六
に
商
売
繁
盛
、
第
七
に

金
銭
に
恵
ま
れ
る
と
言
う
の
が
一
般
的
だ
と
い
う
。

ま
た
庚
申
講
の
禁
忌
に
つ
い
て
は
、
肉
食
や
、
同
衾
が
最

も
よ
く
言
わ
れ
、
そ
の
他
、
裁
ち
も
の
を
し
て
は
な
ら
な
い
、

出
産
の
あ
っ
た
家
で
は
講
を
し
て
は
な
ら
な
い
な
ど
が
あ

る
。江

戸
時
代
以
降
、
庚
申
講
は
広
く
全
国
に
分
布
し
、
明
治

に
な
っ
て
初
め
て
行
う
と
こ
ろ
も
多
く
見
ら
れ
た
と
い
う
。

（
五
）
庚
申
講
に
お
け
る
七
と
い
う
数
字

北
村
の
庚
申
講
で
話
さ
れ
て
い
た
中
で
、
七
庚
申
の
話
題

が
あ
っ
た
が
、
こ
の
庚
申
講
に
お
け
る
七
と
い
う
数
字
に
つ

い
て
、
先
述
の
平
野
実
氏
の
『
庚
申
信
仰
』
と
、
飯
田
道
夫

氏
の
『
庚
申
信
仰　

庶
民
信
仰
の
実
像
［
註
４
］』
に
詳
し
く
記

さ
れ
て
い
る
の
で
、
要
約
し
て
み
た
い
。

基
本
的
に
は
、
七
庚
申
を
盛
大
に
祭
る
と
い
う
慣
習
が
一

般
的
で
、
こ
こ
か
ら
七
と
い
う
数
字
が
特
に
注
目
さ
れ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
七
庚
申
と
は
、
一
年
間
に
庚
申
の
日
が
七
回

あ
る
年
を
い
う
。
庚
申
の
日
は
十
干
十
二
支
の
六
十
種
類
の

組
み
合
わ
せ
に
よ
り
、
六
十
日
に
一
回
ま
わ
っ
て
く
る
。
し

た
が
っ
て
、
概
ね
二
ヶ
月
に
一
度
庚
申
の
日
が
来
る
計
算
に

な
る
が
、
そ
う
単
純
で
は
な
い
。
江
戸
時
代
の
暦
は
太
陰
暦

（
旧
暦
）で
あ
り
、二
十
九
日
の
月
と
三
十
日
の
月
に
分
か
れ
、

約
三
年
に
一
度
の
閏
月
な
ど
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、

多
少
変
則
的
に
七
回
庚
申
の
日
が
巡
る
年
が
あ
る
。
ま
た
、

年
に
五
回
の
み
庚
申
日
が
や
っ
て
く
る
年
は
五
庚
申
と
呼
ば

れ
て
い
る
が
、
七
庚
申
の
年
よ
り
回
数
は
か
な
り
少
な
い
。

慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
か
ら
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）

ま
で
の
二
六
七
年
の
間
に
、
七
庚
申
の
年
は
、
三
十
九
回
あ

り
、
五
庚
申
の
年
は
十
七
回
で
あ
る
。
七
庚
申
の
年
は
平
均

す
る
と
七
年
に
一
回
や
っ
て
く
る
計
算
に
な
る
が
、
先
述
の

通
り
、
不
規
則
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
七
庚
申
は
珍
し

い
と
い
う
こ
と
で
、
特
に
盛
大
に
祭
り
を
行
う
と
い
う
慣
習

が
生
ま
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
ち
な
み
に
五
庚
申
の
祭
り
は
特

に
み
ら
れ
な
い
。

七
と
い
う
数
字
に
つ
い
て
も
う
少
し
述
べ
て
み
る
と
、「
庚

申
の
夜
に
は
、
七
色
菓
子
を
供
え
る
」「
庚
申
講
は
七
人
待

衆
と
い
う
七
人
で
結
成
す
る
」「
庚
申
の
夜
は
、
七
度
勤
行

を
行
う
」「
夜
食
を
七
度
と
る
」
な
ど
が
あ
り
、
窪
氏
の
庚

23 成安造形大学附属近江学研究所 紀要　第 10 号



申
信
仰
に
お
け
る
供
物
の
報
告
に
も
「
七
種
の
色
ば
な
」「
う

ど
ん
・
油
揚
げ
・
に
ん
じ
ん
、
ぜ
ん
ま
い
の
あ
え
も
の
・
天

ぷ
ら
・
麩
な
ど
七
種
の
御
馳
走
」「
七
個
の
団
子
」「
七
個
の

餅
」「
七
個
の
握
飯
」
な
ど
七
に
関
す
る
全
国
各
地
の
供
物

が
多
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
窪
氏
は
な
ぜ
七
な
の
か

と
い
う
見
解
は
述
べ
て
い
な
い
が
、
飯
田
氏
は
、
七
と
い
う

数
字
に
つ
い
て
天
台
宗
と
の
関
わ
り
を
指
摘
し
て
い
る
。
七

の
尊
重
は
北
辰
崇
拝
に
由
来
し
、
北
斗
七
星
も
そ
こ
に
含
ま

れ
る
。
比
叡
山
延
暦
寺
が
北
方
鎮
護
を
自
認
し
て
お
り
、
山

頂
の
「
七
星
降
臨
処
」
を
聖
蹟
と
し
て
い
る
。
ま
た
山
王
諸

社
が
「
山
王
七
社
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
も
無
視
で

き
な
い
と
し
て
い
る
。

民
俗
学
者
五
来
重
氏
も
、
そ
の
著
書
［
註
５
］
で
「
庚
申
待
に

は
七
色
菓
子
を
あ
げ
、
庚
申
待
は
暮
七
ツ
時
（
午
後
四
時
）

か
ら
明
七
ツ
時
（
午
前
四
時
）
ま
で
と
い
い
、
功
徳
は
『
七

難
即
滅
七
福
即
生
』
と
い
う
。
…
中
略
…
そ
の
い
わ
れ
は
、

『
庚
』
が
十
干
の
七
番
目
だ
と
言
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ

は
猿
を
（
申
）
を
ま
つ
る
日
吉
（
比
叡
）
山
王
社
が
上
七
社
、

中
七
社
、
下
七
社
の
二
十
一
社
か
ら
成
る
こ
と
に
よ
る
も
の

で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。

庚
申
信
仰
の
広
が
り
が
、
天
台
寺
門
宗
総
本
山
三
井
寺
の

修
験
者
に
よ
る
も
の
と
の
指
摘
も
こ
こ
で
う
な
ず
け
る
こ
と

か
も
し
れ
な
い
。

第
三
章　

講
と
い
う
小
さ
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

（
一
）
庚
申
講
の
目
的
の
変
化

現
在
真
野
北
村
の
庚
申
講
に
は
ど
の
よ
う
な
祈
り
が
込
め

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
柳
田
國
男
は
、
日
本
に
お
け

る
庚
申
信
仰
は
、
最
も
慎
し
み
深
い
も
の
で
、
心
と
身
を
清

め
て
、
悪
念
を
遠
ざ
け
、
一
夜
を
神
の
前
に
参
籠
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
団
体
共
同
の
幸
福
を
得
よ
う
と
し
て
い
た
と
解

釈
し
て
い
る
。

家
族
の
延
命
長
寿
、
五
穀
豊
穣
、
疫
病
退
散
な
ど
、
講
員

と
そ
の
家
族
と
い
う
共
同
体
の
幸
福
を
祈
っ
て
き
た
に
違
い

な
い
。
そ
れ
も
三
〇
〇
年
の
歴
史
を
持
つ
の
で
あ
る
。

三
〇
〇
年
以
上
、
二
ヶ
月
に
一
度
講
員
の
先
祖
は
集
ま
り
、

親
交
を
深
め
る
と
同
時
に
過
去
・
現
在
・
未
来
の
幸
福
を
祈
っ

て
来
た
の
で
あ
る
。

先
述
し
た
窪
氏
の
三
十
三
編
に
及
ぶ
「
庚
申
縁
起
」
の
中

に
は
、
逆
修
的
な
自
ら
の
魂
の
行
く
末
を
案
じ
て
祈
る
こ
と

や
、
三
尸
の
虫
を
体
内
か
ら
出
さ
な
い
こ
と
で
、
自
ら
の
寿

命
を
少
し
で
も
長
く
保
ち
た
い
と
い
う
、
非
常
に
個
人
的
な

祈
り
を
み
ん
な
で
共
有
す
る
と
い
う
内
容
が
み
ら
れ
た
。
庚

申
信
仰
が
広
ま
り
を
見
せ
た
江
戸
時
代
初
期
に
は
、
柳
田
が

言
う
よ
う
な
共
同
体
の
幸
福
の
た
め
の
祈
り
と
い
う
わ
け
で

は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
時
代
が
降
る
と
と
も
に
そ
の
内
容
は
地
域
ご
と

に
ま
た
時
代
ご
と
に
変
化
し
、
昭
和
期
の
東
京
都
練
馬
区
に

お
け
る
平
野
氏
の
報
告
で
は
、
六
道
に
お
け
る
死
後
の
魂
の

行
く
末
や
三
尸
の
虫
の
話
は
一
切
な
く
、
真
野
北
村
で
行
わ

れ
て
い
る
内
容
と
大
き
く
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
も
見
え
た
。

元
来
、
庚
申
講
に
は
、
延
命
長
寿
な
ど
の
祈
り
の
部
分
と
、

集
団
で
行
う
娯
楽
的
な
も
の
が
共
存
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ

る
が
、
明
治
以
降
、
近
代
に
入
る
と
信
仰
の
面
が
次
第
に
薄

れ
、
共
同
体
の
楽
し
み
の
た
め
に
盛
り
上
が
っ
て
き
た
よ
う

に
見
え
る
。
そ
し
て
、
高
度
経
済
成
長
期
以
降
は
、
都
会
へ

の
通
勤
や
夜
の
残
業
、夜
間
の
娯
楽
が
一
般
化
す
る
な
ど
し
、

一
時
は
家
を
守
る
女
性
の
楽
し
み
と
し
て
庚
申
講
に
女
性
が

集
ま
る
こ
と
に
な
る
時
期
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
近
年
は
、

そ
の
講
の
役
割
も
見
え
な
く
な
り
、
ほ
と
ん
ど
の
庚
申
講
は

姿
を
消
し
て
い
っ
た
。

（
二
）
真
野
北
村
の
庚
申
講
の
一
夜

二
〇
二
〇
年
九
月
の
取
材
時
に
語
ら
れ
た
言
葉
を
以
下
に

記
す
。

「
息
子
が
こ
れ
を
続
け
て
く
れ
る
か
全
く
不
明
。」

「
や
め
る
と
不
幸
が
あ
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。」

「
お
し
ゃ
べ
り
が
好
き
な
の
で
こ
ん
な
機
会
が
あ
る
の
は
嬉

し
い
。」

「
三
〇
〇
年
も
続
い
て
い
る
と
は
信
じ
ら
れ
へ
ん
な
」

「
や
め
る
の
は
簡
単
。
ご
近
所
が
寄
り
合
う
こ
と
は
、
こ
の

庚
申
さ
ん
を
除
い
て
今
は
ほ
ぼ
な
い
。
寄
っ
て
い
る
と
い
ろ

ん
な
話
が
で
き
る
の
で
良
い
こ
と
だ
と
思
う
。」

「
庚
申
講
は
続
か
へ
ん
な
。
お
寺
の
仏
さ
ん
ご
と
も
そ
う
や
。

若
い
も
ん
が
し
ょ
う
ら
へ
ん
。
墓
守
る
ん
も
大
変
や
。
体
い

わ
し
た
ら
で
き
ひ
ん
。
墓
の
こ
と
わ
し
ら
が
死
ん
だ
ら
何
も

で
き
ひ
ん
。」

「
庚
申
さ
ん
も
説
明
の
し
よ
う
が
な
い
の
で
ど
う
し
て
良
い

か
わ
か
ら
へ
ん
。
コ
ロ
ナ
の
こ
と
で
、
葬
式
も
省
略
さ
れ
て

い
る
。
そ
う
は
い
う
も
の
の
愛
宕
さ
ん
の
横
の
地
蔵
さ
ん
は

い
つ
も
ふ
み
え
さ
ん
が
面
倒
見
て
く
れ
て
い
る
。
あ
り
が
た

い
こ
と
や
。」

「
昔
は
観
音
講
が
楽
し
か
っ
た
。
今
は
お
葬
式
も
家
で
し
い
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ひ
ん
。
セ
レ
マ
で
や
る
の
で
、
ご
詠
歌
を
あ
げ
る
こ
と
も
無

く
な
っ
た
。」

「
正
直
、
庚
申
さ
ん
は
若
い
人
に
続
け
て
も
ら
い
た
い
。」

「
今
ま
で
庚
申
さ
ん
に
関
心
が
な
か
っ
た
け
ど
、
こ
う
や
っ

て
取
材
し
て
く
れ
は
っ
て
、
講
の
意
味
が
わ
か
っ
て
き
た
。

昔
は
お
母
さ
ん
が
行
っ
て
い
た
の
で
女
性
の
講
や
と
思
っ
て

い
た
。
わ
い
わ
い
集
ま
っ
て
た
の
が
楽
し
か
っ
た
と
お
ば
あ

さ
ん
も
言
っ
て
た
。」

「
庚
申
さ
ん
も
で
き
る
だ
け
の
こ
と
し
た
ら
良
い
け
ど
、
ど

う
し
た
ら
続
け
ら
れ
る
か
わ
か
ら
へ
ん
な
。
み
ん
な
長
生
き

し
て
く
だ
さ
い
。」

「
う
ち
は
嫁
さ
ん
も
あ
ま
り
興
味
な
い
。
掛
け
軸
か
け
て
み

ん
な
集
ま
る
だ
け
の
行
事
。
何
の
意
味
が
あ
る
の
か
な
。」

月
取
り
表
に
よ
っ
て
、
講
が
三
〇
〇
年
続
い
て
き
た
と
証

明
で
き
る
奇
跡
は
、
客
観
的
に
我
々
研
究
者
か
ら
見
る
と
大

変
貴
重
な
話
で
あ
り
興
味
深
く
思
う
が
、
当
事
者
で
あ
る
講

員
た
ち
は
、
特
に
そ
れ
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
と
も
、
大
切

な
風
習
で
あ
る
と
い
う
意
識
も
あ
ま
り
無
い
よ
う
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
の
後
、
ど
の
よ
う
に
講
を
継
承
し
て
い
く
の
か

と
い
う
切
実
な
心
配
が
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
は
、
講
に
限
っ

た
こ
と
で
は
な
く
お
墓
の
問
題
や
、
共
有
地
の
管
理
な
ど
、

次
の
世
代
が
ど
の
よ
う
に
引
き
継
い
で
く
れ
る
か
に
つ
い
て

の
危
惧
で
あ
る
。
誰
一
人
、
こ
の
講
が
不
必
要
で
あ
る
と
い

う
認
識
は
な
く
、
先
祖
が
続
け
て
き
た
こ
と
を
絶
や
し
て
は

い
け
な
い
と
い
う
気
持
ち
と
、
講
が
存
在
す
る
こ
と
で
、
親

戚
で
も
無
い
五
軒
の
家
が
、
講
で
つ
な
が
っ
た
地
縁
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
大
切
さ
を
強
く
感
じ
て
い
る
こ
と
は
理
解
で

き
た
。

お
わ
り
に
（
ま
と
め
に
か
え
て
）

今
年
の
北
村
の
庚
申
講
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
、
五

月
と
七
月
は
中
止
と
な
っ
た
と
い
う
。
濱
本
イ
ク
子
さ
ん
は

「
九
月
は
よ
う
や
く
開
催
で
き
た
が
、
な
ん
と
か
今
後
も
続

け
た
い
。」
と
申
し
訳
な
さ
そ
う
に
語
ら
れ
て
い
た
。
庚
申

講
の
木
箱
が
新
調
さ
れ
た
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
は
、
コ

レ
ラ
が
日
本
に
蔓
延
し
た
年
で
あ
る
。
単
な
る
偶
然
か
も
し

れ
な
い
が
、
疫
病
退
散
の
意
味
を
込
め
て
新
調
さ
れ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
コ
ロ
ナ
禍
で
、
グ
ロ
ー

バ
ル
な
社
会
シ
ス
テ
ム
の
一
部
が
機
能
し
な
く
な
る
中
で
、

家
族
と
い
う
最
小
単
位
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
大
切
さ
が
叫
ば

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

二
〇
二
〇
年
の
十
一
月
に
も
講
が
開
か
れ
た
が
、
そ
こ
で

は
、
過
去
に
起
こ
っ
た
北
村
の
あ
る
高
齢
者
の
徘
徊
事
象
の

経
緯
が
語
ら
れ
、
行
方
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
本
人
の
家
族

と
と
も
に
、
周
辺
の
人
た
ち
が
様
々
に
連
絡
を
取
り
合
い
無

事
保
護
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。
ま
た
、
近
年
は
台
風

の
被
害
が
酷
く
、
日
常
的
に
地
震
等
も
含
め
災
害
に
地
域
で

備
え
る
こ
と
が
必
要
だ
。
高
齢
に
な
る
と
、
夫
婦
だ
け
で
は

何
も
で
き
な
い
。
何
か
あ
っ
た
と
き
に
自
分
た
ち
の
存
在
を

わ
か
っ
て
い
て
、
す
ぐ
に
対
応
し
て
く
れ
る
地
域
の
人
た
ち

の
存
在
が
必
要
だ
と
い
う
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
る
が
大
切

な
話
が
出
て
い
た
。

現
代
の
地
域
社
会
に
お
い
て
は
、
自
治
会
、
い
わ
ゆ
る
町

内
会
の
関
わ
り
に
つ
い
て
自
治
会
へ
の
未
加
入
や
、
防
災
対

策
、
空
き
家
問
題
、
高
齢
者
の
独
居
な
ど
、
様
々
な
問
題
が

浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
。
自
治
会
が
機
能
し
て
解
決
で
き
る

も
の
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
が
、
一
軒
の
家
が
、
自
治
会
だ
け
で

な
く
複
数
の
繋
が
り
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
重
要
な
こ
と
で

あ
る
。

三
〇
〇
年
の
伝
統
を
ど
う
引
き
つ
ぐ
か
と
い
う
方
法
を
考

え
る
と
い
う
よ
り
も
、
庚
申
講
の
よ
う
な
、
深
い
絆
で
結
ば

れ
た
地
縁
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
も
、
一
つ
の
大
切
な
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
、
今
一
度
目
を
向
け
る

こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
と
改
め
て
思
う
の
で
あ
る
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
取
材
に
ご
協
力
い
た
だ
き

ま
し
た
北
村
庚
申
講
の
皆
さ
ん
。
そ
し
て
、
取
材
に
同
行
い

た
だ
い
た
大
津
市
歴
史
博
物
館
の
和
田
光
生
学
芸
員
、
高
橋

大
樹
学
芸
員
に
こ
の
紙
面
を
お
借
り
し
て
厚
く
御
礼
申
し
あ

げ
ま
す
。

註
１
． 

窪
徳
忠
『
庚
申
信
仰
の
研
究　

日
中
宗
教
文
化
交
渉
史
』

一
九
六
一
年　

日
本
学
術
振
興
会

窪
徳
忠
『
庚
申
信
仰
の
研
究
』
一
九
六
三
年　

帝
国
書
院

２
． 

成
安
造
形
大
学
附
属
近
江
学
研
究
所
『
文
化
誌
「
近
江
学
」
創

刊
号
』
二
〇
〇
九
年　

サ
ン
ラ
イ
ズ
出
版

３
． 

平
野
実
『
庚
申
信
仰
』
一
九
六
九
年　

角
川
選
書

４
． 

飯
田
道
夫
『
庚
申
信
仰　

庶
民
宗
教
の
実
像
』
一
九
八
九
年　

人
文
書
院

５
． 

五
来
重
『
石
の
宗
教
』
一
九
八
八
年　

角
川
書
店
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編
集
後
記

一
年
前
の
前
号
の
編
集
後
記
で
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
流
行

の
ニ
ュ
ー
ス
が
連
日
報
道
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
書
い
て
い
ま
し
た
。

今
も
状
況
は
好
転
す
る
こ
と
な
く
、
日
々
、
グ
ラ
フ
や
映
像
で
視
覚

化
さ
れ
た
目
に
見
え
な
い
も
の
の
脅
威
に
対
し
て
新
し
い
生
活
様
式

を
実
践
し
な
が
ら
コ
ロ
ナ
後
の
未
来
を
模
索
し
て
い
ま
す
。
人
と
の

距
離
を
と
り
、
マ
ス
ク
で
表
情
も
読
み
取
り
に
く
い
、
そ
れ
だ
け
で

も
日
常
の
暮
ら
し
や
ハ
レ
の
日
、
お
祭
り
や
行
事
に
多
大
な
影
響
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
一
年
間
は
日
常
を
自
粛
し
、
ハ
レ
の
日
の
多
く
が

縮
小
や
中
止
と
な
り
ま
し
た
。
日
本
の
文
化
が
凝
縮
さ
れ
継
承
さ
れ

て
き
た
ハ
レ
の
日
の
「
か
た
ち
」
や
暮
ら
し
の
「
か
た
ち
」、「
ハ
レ

と
ケ
」
の
あ
り
よ
う
が
今
後
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
く
の
か
大
変

気
が
か
り
で
す
。

本
紀
要
で
は
客
員
研
究
員
と
本
学
研
究
員
か
ら
の
論
考
三
編
を
掲

載
し
ま
す
。

髙
梨
客
員
研
究
員
か
ら
は
、
愛
知
郡
愛
荘
町
・
常
照
庵
の
木
造
不

動
明
王
二
童
子
像
の
調
査
報
告
を
寄
稿
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
加

藤
研
究
員
の
論
考
は
、
大
津
市
真
野
北
村
地
区
に
今
も
続
く
庚
申
講

の
調
査
に
つ
い
て
、
庚
申
信
仰
と
三
井
寺
や
大
津
絵
と
の
関
わ
り
な

ど
に
も
触
れ
、地
縁
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
意
義
を
考
察
し
て
い
ま
す
。

石
川
研
究
員
は
、
東
近
江
市
五
個
荘
の
宮
荘
の
取
材
と
大
学
近
郊
の

大
津
市
仰
木
の
取
材
お
よ
び
学
生
と
の
活
動
に
つ
い
て
「
近
江
の
懐

を
め
ぐ
る
4
」
と
い
う
か
た
ち
で
紹
介
し
て
い
ま
す
。
近
江
学
の
講

座
は
こ
の
一
年
間
す
べ
て
中
止
と
な
っ
た
た
め
、「
講
座
の
報
告
」

は
あ
り
ま
せ
ん
。
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