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第
一
章� �

（
一
）
仰
木
集
落
の
概
略　

　

大
津
市
北
部
、
比
叡
山
延
暦
寺
三
塔
十
六
谷
の
最
北
部
に
位
置
す
る
修

行
道
場
横よ

川か
わ

の
麓
に
「
仰
木
」
と
い
う
集
落
が
あ
る
。
そ
の
集
落
の
名
は
、

横
川
の
霊
木
を
仰
ぎ
見
る
と
い
う
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
と
い
う
。
す
な

わ
ち
、
仰
木
と
い
う
集
落
は
、
平
安
時
代
末
期
か
ら
中
世
末
期
に
至
る
ま

で
比
叡
山
延
暦
寺
の
荘
園
と
し
て
延
暦
寺
と
深
い
関
係
を
築
き
な
が
ら
発

展
し
て
き
た
。
ま
た
、
仰
木
の
庄
の
鎮
守
社
で
あ
る
小
椋
神
社
（
旧
称
：

田
所
神
社
）
は
、『
延
喜
式
神
名
帳
』
に
記
載
さ
れ
る
滋
賀
郡
八
座
の
一

つ
で
あ
り
、『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
五
年
（
八
六
三
）
十
二
月
三
日
条

に
よ
る
と
、
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
、
古
く
か
ら
朝
廷
と
も
深
く
繋
が
っ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。（
写
真
１
）

　

仰
木
の
開
創
に
つ
い
て
は
、
近
世
後
期
に
写
さ
れ
た
『
江
州
高
日
山
由

来
』
に
よ
る
と
、
広
大
な
山
野
で
あ
っ
た
仰
木
は
か
つ
て
上
野
山
と
よ
ば

れ
、
上
野
山
宗
治
郎
と
い
う
老
翁
（
日
吉
大
宮
権
現
）
が
斧
を
持
っ
て
切

り
開
い
て
土
地
を
開
発
し
、
奥
山
に
入
っ
た
時
に
賀
太
夫
（
伽
太
夫
）
と

い
う
仰
木
の
地
主
神
と
出
会
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
仰
木
は
最
初
に
下
北
坂

本
（
下
仰
木
）
か
ら
開
発
が
始
ま
り
、
次
に
上
北
坂
本
（
上
仰
木
）、
上

•••••••••••••••••••••••••••••••
Name�:

KATO　Kenji

Title�:
The�Folk�Religion�of�Satoyama:�A�study�of�Religious�Beliefs�sur-
rounding�Jizo�Statues�in�Ogi

Summary�:�
Ogi,�a�town�at�the�foot�of�Mt.�Heiei’s�Enryakuji�Temple,�is�known�
for�its�numerous�stone�Jizo�statues.�Here�I�will�offer�an�analysis�of�
the�religious�beliefs�observed�in�Satoyama�by�examining�the�way�
in�which�such�beliefs�and�daily�life�are�intertwined�with�Mt.�Hiei.
•••••••••••••••••••••••••••••••
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北
坂
本
か
ら
辻
ヶ
下
、
下
北
坂
本
か
ら
平
尾
と
い
う
よ
う
に
順
次
開
発
さ

れ
た
と
さ
れ
る
。

　

一
方
で
、「
親
村
［
註
１
］」
と
呼
ば
れ
る
宮
座
の
共
有
文
書
・
親
村
置
文

『
仰
木
之
庄
田
所
大
明
神
親
村
由
緒
』（
写
真
２
）
に
よ
る
と
、『
江
州
高

日
山
由
来
』
で
言
う
と
こ
ろ
の
地
主
神
で
あ
る
伽
太
夫
は
、
翁
に
姿
を
変

え
た
山
王
大
師
（
比
叡
山
の
地
主
神
）
と
問
答
を
繰
り
返
し
、
最
終
的
に

こ
の
地
（
葉
広
の
郷
＝
仰
木
）
を
収
め
、
開
墾
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
と

し
て
い
る
。

　

ま
た
、
こ
れ
と
は
別
に
親
村
の
古
老
に
つ
た
わ
る
伝
承
に
よ
る
と
、
天

智
六
年
（
六
六
七
）、
第
三
十
八
代
天
智
天
皇
が
都
を
大
和
の
飛
鳥
か
ら

近
江
の
志
賀
に
遷
都
す
る
際
、
大
和
葛
城
山
に
住
む
伽
太
夫
と
い
う
仙
人

が
同
行
し
た
。
伽
太
夫
は
、
帝
が
住
む
都
に
近
い
場
所
に
浄
地
を
求
め
て

湖
辺
伝
い
に
北
上
し
、
現
在
の
衣
川
に
あ
っ
た
斧よ

き

垰
か
ら
山
を
見
上
げ
る

と
瑞
雲
が
た
な
び
く
神
の
お
告
げ
を
感
知
し
、
道
を
切
り
開
い
て
山
に

入
っ
た
。
そ
の
山
中
で
清
い
湧
水
が
湧
き
出
る
浄
地
を
見
つ
け
、
こ
こ
に

大
和
の
丹
生
川
上
神
社
の
下
社
か
ら
闇
龗
大
神
を
勧
請
し
て
、
滝
壺
神
社

と
し
た
。
こ
こ
が
現
在
の
上
仰
木
の
地
に
あ
た
り
、
は
じ
め
は
葉
広
の
郷

と
呼
ば
れ
た
の
だ
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
に
仰
木
に
は
、
二
つ
の
開
村
神
話
が
存
在
す
る
と
い
う
意
味

で
非
常
に
稀
有
な
集
落
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
神
話
も
比
叡
山
延
暦
寺
や

日
吉
大
社
の
神
仏
が
混
交
し
た
権
現
が
登
場
す
る
と
い
う
特
殊
な
物
語
が

伝
承
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
仰
木
に
暮
ら
す
人
々
は
、
平
安
京
の
遷

都
と
ほ
ぼ
同
時
に
開
か
れ
た
新
興
仏
教
宗
派
で
あ
る
天
台
宗
の
聖
地
の
麓

で
あ
る
と
い
う
こ
の
地
に
お
い
て
、
延
暦
寺
や
日
吉
大
社
と
い
う
大
き
な

宗
教
の
影
響
を
少
な
か
ら
ず
受
け
て
き
た
の
で
あ
る
。

（
二
）
石
仏
の
集
落
「
仰
木
」

　

伽
太
夫
が
仰
木
の
先
駆
け
と
し
た
滝
壺
神
社
は
、
仰
木
地
区
の
氏
神
で

あ
る
小
椋
神
社
の
奥
宮
と
し
て
崇
拝
さ
れ
、平
成
二
十
九
年
（
二
〇
一
七
）、

祠
や
周
辺
の
整
備
を
終
え
、御
鎮
座
一
三
五
〇
年
の
記
念
式
典（
式
年
祭
）

が
開
催
さ
れ
た
。（
写
真
３
）

　

滝
壺
の
水
は
、
天
神
川
と
な
っ
て
仰
木
の
集
落
を
貫
流
し
、
美
し
い
棚

田
の
景
観
で
知
ら
れ
る
田
畑
を
潤
し
て
い
る
。
古
代
か
ら
そ
の
歴
史
を
刻

む
仰
木
集
落
は
、
近
世
に
ほ
ぼ
現
在
に
近
い
集
落
が
形
成
さ
れ
、
小
椋
神

写真1：仰木の鎮守社である小椋神社（旧称：田所神社）

写真2：親村置文『仰木之庄田所大明神親村由緒』部分
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社
を
中
心
に
上
仰
木
、
辻
ケ
下
、

平
尾
、
下
仰
木
の
四
つ
の
字
に
分

か
れ
、
静
か
に
平
生
の
暮
ら
し
が

営
ま
れ
て
い
る
［
註
２
］。

　

戦
後
の
高
度
経
済
成
長
に
よ
る

変
化
も
、
こ
の
仰
木
で
は
緩
や
か

に
進
み
、
四
つ
の
集
落
で
は
、
傾

斜
が
あ
る
棚
田
で
の
米
づ
く
り
を

中
心
に
、
神
仏
を
も
と
に
し
た
年

中
行
事
が
日
常
的
に
行
わ
れ
て
き

た
。

　

以
後
、
農
業
の
機
械
化
を
進
め
、

生
産
力
の
向
上
を
目
指
し
て
棚
田
の
土
地
整
備
事
業
が
進
め
ら
れ
、
近
世

以
降
、傾
斜
地
に
伸
び
て
い
た
小
さ
な
ぐ
に
ゃ
ぐ
に
ゃ
し
た
田
圃
の
畔（
あ

ぜ
）
は
、
直
線
に
整
備
さ
れ
、
農
機
具
が
動
き
や
す
く
効
率
の
良
い
長
方

形
の
田
圃
に
改
良
さ
れ
て
い
っ
た
［
註
３
］。

　

そ
の
整
備
の
際
、
土
を
掘
り
返
す
と
多
く
の
石
仏
が
掘
り
起
こ
さ
れ
、

畝
の
袂
に
安
置
さ
れ
た
。
お
そ
ら
く
、
近
世
に
つ
く
ら
れ
た
石
仏
が
水
害

な
ど
で
、
土
中
に
埋
も
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ひ
と
所
に
数
十
体

も
の
石
仏
が
集
ま
る
石
仏
群
が
、
至
る
所
に
存
在
す
る
。

　

た
だ
、
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
掘
り
起
こ
さ
れ
た
大
量
の
石
仏
だ
け
で

な
く
、
こ
の
地
域
に
は
非
常
に
多
く
の
石
仏
が
存
在
し
、
そ
の
一
体
一
体

に
は
朝
夕
に
生
花
が
生
け
ら
れ
、
浄
水
が
供
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
石
仏
、

い
わ
ゆ
る
仏
様
は
一
体
何
者
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
地
に
暮
ら
す
人
々

は
、
一
様
に
「
お
地
蔵
さ
ん
」
と
呼
ん
で
い
る
。
一
般
的
に
見
て
も
西
日

本
で
は
石
仏
自
体
を
総
称
し
て
「
お
地
蔵
さ
ん
」
と
認
識
し
て
い
る
と
こ

ろ
が
あ
る
が
、
実
際
に
は
、
阿
弥
陀
仏
や
道
祖
神
、
庚
申
さ
ん
、
そ
し
て

地
蔵
さ
ん
、
も
ち
ろ
ん
多
く
は

風
雨
に
さ
ら
さ
れ
磨
耗
が
激
し

く
姿
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い

る
も
の
も
あ
る
。（
写
真
４
）

　

こ
の
よ
う
な
仰
木
集
落
に
お

け
る
お
地
蔵
さ
ん
（
石
仏
）
に

対
す
る
信
仰
は
、
ど
の
よ
う
に

浸
透
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

の
必
然
性
に
つ
い
て
、
次
章
で

検
証
し
て
み
た
い
。

第
二
章　

仰
木
に
お
け
る
地
蔵
信
仰� �

（
一
）
源
信
と
『
往お
う

生じ
ょ
う

要よ
う

集し
ゅ
う』

　

地
蔵
信
仰
と
は
、
地
獄
と
極
楽
に
関
わ
る
浄
土
思
想
と
深
い
つ
な
が
り

が
あ
る
。
そ
の
浄
土
思
想
が
醸
成
さ
れ
た
の
が
仰
木
の
地
名
の
由
来
と

な
っ
た
比
叡
山
の
北
方
「
横
川
」
の
地
で
あ
る
。
横
川
は
最
澄
の
後
を
継

い
だ
慈
覚
大
師
円
仁
（
七
九
四
～
八
六
四
）
が
開
い
た
修
行
道
場
で
、
延

写真3：式典に合わせて祠や周辺の整備を終えた現在の
滝壺神社本殿

写真4：恵心僧都源信自作と伝わる六体地蔵が安置され
る地蔵堂（上仰木墓地）
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暦
寺
中
興
の
祖
と
い
わ
れ
る
慈
恵
大
師
良
源
（
元
三
大
師
）（
九
一
二
～

九
八
五
）
に
よ
っ
て
四
季
講
堂
（
元
三
大
師
堂
）
を
中
心
に
、
一
大
修
行

道
場
と
し
て
発
展
し
た
。

　

そ
し
て
、
そ
の
横
川
で
浄
土
思
想
を
ま
と
め
、
わ
か
り
や
す
く
日
本
全

土
に
発
信
し
た
の
が
、
良
源
の
高
弟
の
一
人
で
あ
る
恵
心
僧
都
源
信

（
九
四
二
～
一
〇
一
七
）
で
あ
る
。
源
信
は
、
寛
和
元
年
（
九
八
五
）、

横
川
の
恵
心
堂
で
『
往
生
要
集
』
を
執
筆
し
、
浄
土
関
係
の
仏
説
や
諸
論
、

経
典
か
ら
、地
獄
や
極
楽
浄
土
に
関
す
る
記
事
を
拾
い
集
め
、「
厭お

ん

離り

穢え

土ど

」

「
欣ご

ん

求ぐ

浄じ
ょ
う

土ど

」［
註
４
］
を
訴
え
た
。
全
一
〇
章
の
中
で
も
、
第
一
章
「
厭

離
穢
土
」、
に
語
ら
れ
た
「
六
道
（
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
阿
修
羅
・
人
間
・

天
）」
と
い
う
魂
が
転
生
す
る
と
い
う
六
つ
の
世
界
の
解
説
に
重
き
が
置

か
れ
、
特
に
「
地
獄
」
の
記
述
に
お
い
て
、
源
信
は
全
身
全
霊
を
注
い
だ

と
思
わ
れ
る
。

　

源
信
は
、
伝
統
的
保
守
的
仏
教
の
教
義
書
と
し
て
知
ら
れ
る
『
倶く

舎し
ゃ

論ろ
ん

』

に
従
っ
て
、
等と

う

活か
つ

、
黒こ

く

縄じ
ょ
う、

衆し
ゅ

合ご
う

、
叫

き
ょ
う

喚か
ん

、
大
叫
喚
、
焦

し
ょ
う

熱ね
つ

、
大
焦
熱
、

阿あ

鼻び

の
八
大
地
獄
か
ら
書
き
始
め
、
凄
惨
な
る
地
獄
の
恐
ろ
し
さ
を
文
字

で
表
現
し
た
。
源
信
が
描
い
た
恐
ろ
し
い
地
獄
絵
巻
は
、
鎌
倉
時
代
以
降
、

文
字
通
り
「
六
道
絵
」
や
「
地
獄
絵
」
な
ど
の
絵
画
と
し
て
描
か
れ
る
よ

う
に
な
り
、
文
字
を
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
一
般
庶
民
に
ま
で
そ
の
恐
ろ

し
さ
が
広
ま
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

そ
の
一
方
で
『
往
生
要
集
』
に
は
、
こ
の
よ
う
な
地
獄
の
恐
ろ
し
さ
だ

け
で
な
く
、
ど
う
す
れ
ば
地
獄
で
な
く
、
極
楽
へ
行
け
る
の
か
と
い
う
方

便
も
書
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
阿
弥
陀
仏
の
世
界
で
あ
る
極
楽
浄
土

の
素
晴
ら
し
さ
を
紹
介
し
な
が
ら
、
具
体
的
に
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い

う
念
仏
を
唱
え
る
こ
と
や
阿
弥
陀
仏
を
観
想
す
る
こ
と
な
ど
が
説
か
れ
、

極
楽
へ
行
く
た
め
の
方
法
が
様
々
に
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
二
）『
往
生
要
集
』
に
登
場
す
る
地
蔵
菩
薩

　

そ
の
方
便
の
中
に
、
地
蔵
菩
薩
が
登
場
す
る
。『
往
生
要
集
』「
第
二
欣

求
浄
土
」
の
「
七
・
聖
衆
倶
会
の
楽
」
の
中
で
源
信
は
、
地
蔵
菩
薩
が
地

獄
で
の
苦
し
み
を
抜
く
「
地
獄
抜
苦
」
を
『
十
輪
経
』
か
ら
引
用
し
て
紹

介
し
て
い
る
。
横
川
に
お
け
る
源
信
や
そ
の
師
良
源
の
時
代
は
、
上
級
貴

族
社
会
の
元
に
こ
の
信
仰
が
広
が
り
、『
左
経
記
』［
註
５
］
の
記
録
か
ら
、

良
源
が
始
め
た
地
蔵
講
が
横
川
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
た
だ
し
、
こ
の
時
代
は
、
阿
弥
陀
如
来
と
共
に
、
観
音
菩
薩
や
勢

至
菩
薩
ら
と
並
ん
で
地
蔵
菩
薩
が
存
在
し
、
地
蔵
菩
薩
が
独
立
し
た
形
で

信
仰
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

　

速
水
侑
氏
の
論
考「
日
本
古
代
貴
族
社
会
に
お
け
る
地
蔵
信
仰
の
展
開
」

に
よ
る
と
、

　
「
院
政
期
に
入
り
、
天
台
教
団
の
頽
廃
が
顕
著
と
な
る
に
つ
れ
、
源
信

の
法
流
に
連
な
る
横
川
浄
土
教
家
（
地
蔵
説
話
に
現
れ
る
僧
侶
等
）
達
は
、

山
を
離
れ
、
別
所
に
隠
棲
し
、
あ
る
い
は
京
洛
に
出
て
布
教
し
、
貴
賎
の

帰
依
を
集
め
た
。
横
川
浄
土
教
の
地
蔵
信
仰
は
、
地
蔵
説
話
と
横
川
浄
土

教
家
の
関
係
か
ら
推
察
さ
れ
る
如
く
、
お
そ
ら
く
は
彼
等
に
よ
っ
て
、
地

蔵
講
・
地
蔵
会
等
を
通
じ
て
、
民
衆
の
間
に
広
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
院
政

期
の
民
間
地
蔵
信
仰
は
、
一
面
に
お
い
て
、
貴
族
社
会
地
蔵
信
仰
（
こ
と
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に
横
川
地
蔵
信
仰
）
の
民
間
下
降
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
」
と
述
べ
、
良
源
や
源
信
が
亡
く
な
っ
た
後
、
横
川
の
宗
教
活
動
が

世
俗
化
し
、
浄
土
の
教
え
を
訴
え
る
僧
侶
た
ち
が
、
山
を
降
り
て
喜
捨
を

募
っ
て
活
発
化
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
山
の
上
で
あ
る
横
川
に
あ
っ
た
地
蔵
信
仰
は
、

あ
く
ま
で
も
上
級
貴
族
に
支
え
ら
れ
、
阿
弥
陀
仏
に
従
属
し
た
形
で
あ
っ

た
の
に
対
し
、
山
を
降
り
て
、
民
間
に
浸
透
し
た
地
蔵
信
仰
は
、
阿
弥
陀

仏
か
ら
完
全
に
独
立
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

速
水
氏
は
、論
考
の
中
で
当
時
の
仏
教
説
話
集
の
代
表
と
も
言
え
る『
今

昔
物
語
集
』
に
、
地
獄
蘇
生
譚
、
す
な
わ
ち
地
獄
に
落
ち
た
人
た
ち
が
、

何
ら
か
の
事
情
（
経
典
の
写
経
や
、仏
に
祈
る
な
ど
の
作
善
行
為
）
に
よ
っ

て
罪
を
許
さ
れ
、
世
に
蘇
生
す
る
と
い
う
説
話
の
中
で
、
特
に
地
蔵
菩
薩

が
登
場
す
る
説
話
が
極
端
に
多
い
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
三
）
地
蔵
菩
薩
が
登
場
す
る
仏
教
説
話

　

そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
説
話
が
『
今
昔
物
語
集
』
で
語
ら
れ
た
の
だ

ろ
う
か
。
特
に
興
味
深
い
も
の
を
紹
介
し
て
み
る
。

　
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
十
七
「
三
井
寺
浄
照
依
地
蔵
助
得
活
語
第

十
九
」
に
、
三
井
寺
の
浄
照
と
い
う
僧
侶
の
蘇
生
譚
が
あ
る
。
浄
照
が
、

十
二
、三
歳
ば
か
り
の
頃
、
他
の
子
供
と
遊
ん
で
い
た
時
に
、
戯
れ
に
自

分
の
手
で
地
蔵
菩
薩
を
彫
っ
て
、
遊
び
で
花
を
供
え
た
り
、
僧
侶
の
真
似

を
し
て
供
養
す
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
た
。
そ
の
仏
像
は
、
い
つ
し
か

忘
れ
去
ら
れ
、
堂
の
隅
に
置
き
去
り
に
な
っ
た
ま
ま
、
や
が
て
浄
照
は
出

家
し
て
い
つ
し
か
尊
い
僧
侶
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
三
十
歳
を
過
ぎ
た
時
、

病
に
か
か
っ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
。

　

す
る
と
恐
ろ
し
い
地
獄
の
使
者
が
迎
え
に
来
て
、
地
獄
に
連
れ
て
行
く
。

地
獄
で
は
多
く
の
罪
人
が
泣
き
叫
び
な
が
ら
激
し
い
苦
し
み
を
受
け
て
い

る
。
こ
の
地
獄
か
ら
抜
け
出
し
た
い
と
願
っ
た
時
、
小
さ
な
僧
が
現
れ
、

自
分
は
、
か
つ
て
浄
照
が
つ
く
っ
た
地
蔵
菩
薩
で
あ
る
と
い
う
。
あ
く
ま

で
も
浄
照
が
戯
れ
に
つ
く
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
地

蔵
菩
薩
と
浄
照
に
縁
が
結
ば
れ
、
生
前
か
ら
ず
っ
と
守
っ
て
き
た
の
だ
と

い
う
。ち
ょ
っ
と
の
隙
に
、地
獄
に
落
ち
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
か
ら
と
言
っ

て
、
閻
魔
大
王
の
前
に
行
き
、
浄
照
の
罪
を
許
し
て
も
ら
え
る
よ
う
訴
え

た
。
浄
照
は
涙
を
流
し
て
喜
ん
だ
途
端
、
蘇
生
し
た
と
い
う
。
そ
の
後
、

地
蔵
菩
薩
を
厚
く
信
仰
し
、
高
僧
と
な
っ
て
生
涯
を
全
う
し
た
と
い
う
。

　

も
う
一
つ
は
、『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
十
七
「
聊
敬
地
蔵
菩
薩
得
活
人

語
第
二
十
四
」
で
あ
る
。
主
人
公
は
清
和
源
氏
の
祖
で
勇
猛
な
武
将
と
し

て
知
ら
れ
る
源
満
仲
の
郎
等
（
家
来
）
で
あ
る
。
こ
の
郎
等
は
、
猛
々
し

い
気
性
の
男
で
、
生
き
物
を
殺
す
こ
と
を
日
常
の
生
業
と
し
て
、
善
根
を

す
る
こ
と
も
全
く
な
か
っ
た
。
あ
る
時
、
広
い
野
原
で
鹿
狩
り
の
途
中
、

一
頭
の
鹿
を
追
い
か
け
て
馬
を
走
ら
せ
て
い
た
。
あ
る
寺
の
前
を
通
過
し

た
時
、
馬
を
走
ら
せ
な
が
ら
一
瞬
寺
の
中
を
覗
く
と
、
お
堂
の
中
に
地
蔵

菩
薩
の
像
が
立
っ
て
い
た
。
郎
等
は
こ
れ
を
見
て
、
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
敬

い
心
を
起
こ
し
、
左
の
手
で
笠
を
脱
い
で
、
そ
れ
だ
け
で
そ
の
場
を
駈
け

去
っ
た
。

　

そ
の
後
、
郎
等
は
病
に
か
か
り
、
つ
い
に
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
ふ
と
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気
づ
く
と
閻
魔
大
王
の
前
に
い
て
、
自
分
の
罪
状
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

周
り
に
は
、
極
悪
人
た
ち
が
獄
卒
の
激
し
い
責
め
を
受
け
て
い
る
。
そ
の

恐
ろ
し
い
光
景
を
眺
め
な
が
ら
郎
等
は
な
ん
と
か
救
わ
れ
る
方
法
は
な
い

の
か
と
嘆
い
て
い
た
。
す
る
と
そ
の
前
に
小
僧
が
現
れ
た
。
そ
の
小
僧
が

言
う
に
は
、
自
分
は
郎
等
が
一
瞬
敬
い
心
を
起
こ
し
て
笠
を
と
っ
て
見
た

地
蔵
菩
薩
で
あ
る
と
い
う
。
あ
な
た
は
極
め
て
重
い
罪
を
背
負
っ
て
い
る

が
、
一
瞬
で
あ
っ
て
も
私
を
敬
う
心
を
持
っ
た
の
で
、
是
非
と
も
こ
の
地

獄
か
ら
助
け
た
い
と
思
う
と
い
う
。

　

郎
等
は
あ
り
が
た
く
思
い
、
必
死
で
こ
の
小
僧
を
拝
ん
だ
瞬
間
、
蘇
生

し
た
。
郎
等
は
妻
に
こ
の
話
を
し
て
心
を
入
れ
替
え
、
以
後
一
切
の
殺
生

を
や
め
、
地
蔵
菩
薩
は
か
り
そ
め
に
も
敬
う
心
を
持
っ
た
人
で
す
ら
救
っ

て
く
だ
さ
る
の
だ
か
ら
、
ま
し
て
や
心
を
込
め
て
長
年
祈
念
し
続
け
れ
ば
、

必
ず
救
っ
て
く
だ
さ
る
こ
と
間
違
い
な
い
。
人
々
は
こ
の
話
を
聞
い
て
、

専
心
に
地
蔵
菩
薩
に
お
仕
え
す
べ
き
で
あ
る
と
、
語
り
継
が
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
。

（
四
）
民
間
に
広
ま
る
地
蔵
信
仰

　

源
信
の
『
往
生
要
集
』
に
曰
く
は
、
日
常
的
に
阿
弥
陀
仏
を
熱
心
に
拝

ん
で
い
る
も
の
は
、
死
後
六
道
輪
廻
転
生
か
ら
逃
れ
、
極
楽
浄
土
へ
生
ま

れ
変
わ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
地
蔵
菩
薩
に
関
す
る
こ

れ
ら
の
説
話
は
、
本
来
、
日
常
的
に
神
仏
を
厚
く
信
仰
し
て
い
た
善
人
が
、

救
わ
れ
て
い
く
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
で
き
ず
に
地
獄
に
落
ち
て
し
ま
っ

た
罪
人
を
地
蔵
菩
薩
が
救
う
話
で
あ
る
。
そ
れ
も
興
味
深
い
の
は
、
生
前
、

一
生
懸
命
地
蔵
菩
薩
を
信
仰
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
ほ
ん
の
一
瞬
、
地

蔵
菩
薩
を
拝
ん
だ
、
あ
る
い
は
、
戯
れ
に
地
蔵
菩
薩
を
彫
っ
た
な
ど
、

ち
ょ
っ
と
し
た
縁
に
よ
っ
て
地
獄
か
ら
救
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
上
級
貴
族
は
、
日
常
的
に
作
善
が
行
え
る
が
、
庶
民
は
、
生
ま

れ
て
そ
れ
ま
で
の
年
月
に
仏
教
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
既
に
殺
生
な

ど
仏
門
に
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
し
て
し
ま
っ
て
い
る
前
提
が
あ
る
。

こ
の
庶
民
の
心
を
救
う
に
は
、
地
獄
に
一
旦
落
ち
て
も
救
っ
て
く
れ
る
地

蔵
菩
薩
を
独
立
さ
せ
て
信
仰
す
る
必
然
性
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。

　

中
世
初
期
に
は
こ
の
よ
う
な
仏
教
説
話
が
、
横
川
か
ら
降
り
て
き
た
浄

土
教
家
で
あ
る
僧
侶
た
ち
に
よ
っ
て
語
ら
れ
、
既
に
殺
生
を
し
て
い
る
罪

悪
人
の
心
を
救
い
、
作
善
に
向
か
わ
せ
る
こ
と
を
し
な
が
ら
、
僧
侶
は
信

仰
を
広
め
生
業
を
続
け
た
と
想
像
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

先
述
の
通
り
、
仰
木
集
落
は
、
浄
土
教
が
発
祥
し
た
横
川
の
麓
に
あ
る
。

全
国
に
先
駆
け
て
地
蔵
信
仰
が
民
衆
に
降
り
て
き
た
場
所
で
あ
る
こ
と
に

間
違
い
は
な
い
。
お
そ
ら
く
早
く
か
ら
、
仰
木
集
落
に
地
蔵
講
や
地
蔵
会

な
ど
が
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
に
伴
っ
て
石
仏
も
誕
生
し
て

い
っ
た
と
考
え
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。（
写
真
５-

１
～
５-

３
）

　

次
章
で
は
、
現
在
仰
木
の
石
仏
に
注
目
し
て
い
る
人
々
や
、
今
も
仰
木

に
暮
ら
す
人
々
が
ど
の
よ
う
に
地
蔵
菩
薩
と
触
れ
合
っ
て
い
る
の
か
を
検

証
し
て
み
た
い
と
思
う
。
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第
三
章　

仰
木
に
見
ら
れ
る
民
間
信
仰
の
か
た
ち� �

（
一
）
地
蔵
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
取
り
組
み

　

こ
の
仰
木
の
地
に
多
数
点
在
す
る
「
お
地
蔵
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
る
石
仏

群
に
注
目
し
た
人
た
ち
が
い
る
。
平
成
十
二
年
（
二
〇
〇
〇
）
に
、「
地

蔵
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
名
付
け
ら
れ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
が
発
足
し

た
。
メ
ン
バ
ー
は
、
当
時
の
成
安
造
形
大
学
の
教
職
員
と
学
生
や
卒
業
生

な
ど
で
構
成
さ
れ
、
石
仏
群
が
散
在
す
る
仰
木
地
区
と
、
隣
接
す
る
新
興

住
宅
街
の
「
仰
木
の
里
」
も
含
め
た
地
域
を
調
査
す
る
と
こ
と
か
ら
活
動

は
始
ま
っ
た
。

　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
発
足
の
き
っ
か
け
は
、
当
時
か
ら
、
こ
の
仰
木
地
区
に

ア
ト
リ
エ
を
持
ち
、
人
と
自
然
が
共
生
す
る
空
間
が
「
里
山
」
で
あ
る
と

定
義
づ
け
、
仰
木
の
「
里
山
」
を
、
作
品
を
通
し
て
世
界
に
発
信
し
た
写

真
家
の
今
森
光
彦
氏
（
現
在
成
安
造
形
大
学
客
員
教
授
）
の
気
づ
き
に
よ

る
。
今
森
氏
は
、
こ
の
里
山
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
写
真
作
品
を
撮
影
す
る
中

で
、
被
写
体
の
一
つ
で
あ
る
石
仏
に
興
味
を
持
た
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
当

時
の
成
安
造
形
大
学
の
教
員
と
、
集
落
の
ど
こ
に
ど
の
く
ら
い
の
石
仏
が

あ
る
の
か
を
調
べ
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。（
写
真
６
）

　

現
在
、
地
蔵
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
代
表
を
務
め
る
の
は
、
谷
本
研
氏
（
成

安
造
形
大
学
助
教
）。
谷
本
氏
が
地
蔵
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
合
流
し
た
の
は

発
足
か
ら
二
年
後
の
平
成
十
四
年
（
二
〇
〇
二
）
で
、
す
で
に
ひ
と
通
り

の
調
査
が
終
了
し
て
い
た
が
、
そ
の
石
仏
調
査
の
結
果
を
、
ど
の
よ
う
に

整
理
し
て
ま
と
め
、
広
く
世
の
中
に
発
信
す
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
の
お

写真5-1：辻ヶ下真迎寺飛地境内地蔵堂　撮影：大原歩

写真5-3：地蔵堂では今もなお地蔵講に関連する行事が
行なわれている 撮影：大原歩

写真5-2：辻ヶ下真迎寺飛地境内地蔵堂  国重要文化
財木造地蔵菩薩立像が安置されている。
撮影：大原歩
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手
伝
い
か
ら
関
わ
り
始
め
た
。

　

は
じ
め
は
、「
も
の
づ
く
り
の
立
場
で
、
何
が
で
き
る
だ
ろ
う
」

と
悩
ん
だ
が
、
仰
木
と
い
う
フ
ィ
ー
ル
ド
に
入
り
、
み
ん
な
で
話
し

合
い
な
が
ら
意
見
を
出
し
合
っ
た
。

　

こ
の
年
に
、「
お
地
蔵
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
る
多
く
の
石
仏
を
、
老

若
男
女
を
問
わ
ず
、
幅
広
い
世
代
の
人
々
に
興
味
を
持
っ
て
も
ら
う

た
め
、
硬
い
論
文
や
報
告
書
で
は
な
く
、
石
仏
の
写
真
等
が
カ
ー
ド

と
マ
ッ
プ
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
。「
地
蔵
Ｃ
ａ
ｒ
ｄ
ｓ
」
と
名
付

け
ら
れ
た
カ
ー
ド
は
、
ト
ラ
ン
プ
ゲ
ー
ム
の
カ
ー
ド
に
な
ぞ
ら
え
て
、

四
種
（
上
仰
木
♠
、
辻
ケ
下
♦
、
平
尾
♣
、
下
仰
木
♥
）
に
分
け
ら

れ
、
無
数
に
点
在
す
る
石
仏
か
ら
各
地
域
十
三
ヶ
所
ず
つ
を
厳
選
し
、

合
計
五
十
二
枚
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
当
初
、
カ
ー
ド
は
地
域
の
地
蔵

盆
で
ふ
る
ま
わ
れ
る
お
下
が
り
の
お
菓
子
に
潜
ま
せ
て
配
布
さ
れ
た

り
、
マ
ッ
プ
と
全
種
類
の
カ
ー
ド
を
セ
ッ
ト
に
し
、
地
蔵
盆
に
お
け

る
ビ
ン
ゴ
ゲ
ー
ム
な
ど
の
景
品
と
し
て
地
域
住
民
の
手
に
渡
っ
た
。

各
カ
ー
ド
の
表
は
、
名
前
が
付
け
ら
れ
た
石
仏
（
お
地
蔵
さ
ん
）
の

写
真
で
あ
り
、
裏
面
は
マ
ッ
プ
の
位
置
と
対
象
と
な
る
石
仏
に
関
す

る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。（
写
真
７-

１
～
７-

３
）

　

同
時
に
仰
木
の
立
体
地
図
の
制
作
が
始
ま
り
、
ま
た
、
天
社
門
と

辻
ヶ
下
地
区
の
夏
の
地
蔵
盆
行
事
に
参
加
し
て
、
地
域
の
人
々
と
と

も
に
手
作
り
し
た
ラ
ン
タ
ン
に
よ
る
灯
り
の
演
出
。
平
成
十
五
年

（
二
〇
〇
三
）、
圃
場
整
備
さ
れ
た
か
つ
て
の
棚
田
に
お
け
る
、
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
の
伝
統
打
楽
器
「
ガ
ム
ラ
ン
」
と
地
域
の
小
学
生
た
ち

写真6：仰木集落内で地蔵プロジェクトが聞き取り調
査をしている様子　提供：地蔵プロジェクト

写真7-1：地蔵Map　提供：地蔵プロジェクト

写真7-3：地蔵カード　提供：地蔵プロジェクト

写真7-2：辻ヶ下の地蔵堂でお下がりのお菓子に地蔵
カードを入れている様子　提供：地蔵プロ
ジェクト
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に
よ
る
仰
木
太
鼓
と
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
・
コ
ン
サ
ー
ト
の
開
催
。
平
成
十
七

年
（
二
〇
〇
五
）、
辻
の
お
大
師
さ
ん
で
知
ら
れ
る
辻
ヶ
下
の
真
迎
寺
で

の
元
三
大
師
の
誕
生
会
に
合
わ
せ
た
「
豆
大
師
」
に
ち
な
ん
だ
プ
ラ
板
づ

く
り
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
開
催
。
そ
し
て
、
平
成
二
十
年
（
二
〇
〇
八
）

十
月
に
は
、
地
域
の
氏
神
で
あ
る
小
椋
神
社
鎮
座
千
百
五
十
年
祭
に
ち
な

ん
で
、
仰
木
太
鼓
会
館
と
小
椋
神
社
の
境
内
に
お
い
て
「
仰
木
一
〇
〇
〇

年
の
く
ら
し
博
覧
会
」
を
開
催
し
た
。

　

地
蔵
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
地
蔵
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
仰
木
集
落
の
自

然
環
境
や
歴
史
、
文
化
、
信
仰
、
そ
し
て
人
々
の
暮
ら
し
に
関
わ
り
な
が

ら
、
地
域
の
人
々
を
巻
き
込
み
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
し
て
き
た
。

　

現
在
も
地
蔵
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
中
核
を
担
っ
て
活
動
す
る
谷
本
氏
は
、

仰
木
の
石
仏
や
、
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
と
接
す
る
中
で
、
多
く
の
魅
力
を

感
じ
て
き
た
と
い
う
。

　

棚
田
の
風
景
の
中
で
、
自
然
と
共
に
暮
ら
す
人
々
は
、
仏
教
や
神
道
と

い
う
宗
派
や
教
義
な
ど
の
形
式
に
こ
だ
わ
ら
な
い
包
容
力
が
あ
り
、
常
に

神
仏
に
祈
り
を
込
め
、
そ
の
ご
加
護
と
し
て
の
自
然
の
恵
み
に
感
謝
し
て

い
る
。
こ
の
空
間
に
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
畏
敬
の
念
を
持
っ
て
日
常

を
過
ご
す
と
い
う
生
活
ス
タ
イ
ル
は
、
谷
本
氏
た
ち
地
蔵
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
メ
ン
バ
ー
に
と
っ
て
新
鮮
に
う
つ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

辻
ヶ
下
の
地
蔵
盆
の
行
事
に
参
加
し
た
時
は
、
地
蔵
盆
は
単
な
る
イ
ベ

ン
ト
じ
ゃ
な
い
と
教
え
ら
れ
た
。
地
蔵
堂
に
祀
ら
れ
る
お
地
蔵
さ
ん
の
前

に
皆
が
集
ま
る
。
賑
や
か
に
楽
し
ん
で
構
わ
な
い
が
、
年
に
一
度
の
ご
開

帳
で
あ
る
お
地
蔵
さ
ん
の
前
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
と
。
そ

の
年
に
生
ま
れ
た
子
ど
も
（
赤
ち
ゃ
ん
）
の
写
真
を
展
示
す
る
ス
ペ
ー
ス

も
用
意
さ
れ
て
お
り
、
谷
本
氏
自
身
の
子
供
も
誕
生
し
た
年
に
紹
介
し
て

も
ら
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
お
盆
行
事
の
終
了
後
に
「
盆
た
た
き
」
と
い
う

い
わ
ゆ
る
「
直
会
（
な
お
ら
い
）」
に
入
れ
て
も
ら
い
、
自
治
会
の
役
員

さ
ん
た
ち
と
交
流
す
る
中
で
、

集
落
の
深
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

の
存
在
も
知
っ
た
。（
写
真
８
）

　

集
落
や
田
畑
の
畔
（
あ
ぜ
）

に
点
在
す
る
石
仏
に
感
謝
し
な

が
ら
暮
ら
す
仰
木
と
い
う
地
域

に
入
ら
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、

い
わ
ゆ
る
都
市
生
活
の
中
で
は

感
じ
る
こ
と
の
で
き
な
い
日
本

文
化
の
精
神
性
の
よ
う
な
も
の

を
肌
で
感
じ
て
い
る
と
谷
本
氏

は
語
っ
て
く
れ
た
。

　（
二
）
中
井
家
の
信
仰

　

仰
木
の
四
箇
村
（
上
仰
木
、
辻
ヶ
下
、
平
尾
、
下
仰
木
）
に
は
、
か
つ

て
比
叡
山
中
や
小
椋
神
社
の
神
宮
寺
に
存
在
し
た
木
造
の
仏
様
が
、
集
落

内
の
寺
院
の
飛
地
境
内
に
あ
る
お
堂
に
安
置
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
辻
ヶ

下
集
落
で
は
、
平
安
後
期
の
作
風
を
残
し
た
鎌
倉
前
期
に
制
作
さ
れ
た
と

い
う
木
造
地
蔵
菩
薩
立
像
（
国
重
要
文
化
財
）
が
真
迎
寺
の
飛
地
境
内
の

写真8：辻ヶ下の地蔵盆で地蔵プロジェクトが担当した
ビンゴゲームの様子　提供：地蔵プロジェクト
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地
蔵
堂
に
安
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
地
蔵
さ
ま
を
地
域
の
人
々
と
と
も
に

お
守
り
さ
れ
て
い
る
中
井
徹
さ
ん
と
い
う
方
が
お
ら
れ
、
こ
の
地
に
お
け

る
信
仰
に
つ
い
て
お
話
を
聞
い
た
。

　

中
井
さ
ん
は
昭
和
十
八
年
（
一
九
四
三
）
に
仰
木
生
ま
れ
。
高
校
卒
業

後
、
大
手
音
響
機
器
メ
ー
カ
ー
に
就
職
さ
れ
、
神
奈
川
県
横
浜
市
へ
。
昭

和
四
十
二
年
に
京
都
支
店
に
転
勤
を
申
し
入
れ
、
実
家
に
戻
り
、
昭
和

四
十
六
年
、
二
十
八
歳
の
時
に
結
婚
、
三
児
の
父
と
な
る
。

昭
和
五
十
一
年
九
月
に
、
食
道
に
腫
瘍
が
発
見
さ
れ
、
十
月
に
手
術
は
成

功
し
、
無
事
摘
出
。
昭
和
六
十
一
年
に
再
び
神
奈
川
県
へ
転
勤
。
家
族
で

横
浜
に
居
住
。
平
成
十
年
に
会
社
を
五
十
五
歳
で
早
期
退
職
。
仰
木
に�

帰
っ
て
く
る
。

　

退
職
後
は
、
平
成
十
一
年
に
仰
木
小
椋
神
社
氏
子
総
代
年
番
取
締
り
、

平
成
十
四
年
か
ら
二
十
二
年
ま
で
上
仰
木
土
地
改
良
区
事
務
局
長
、
そ
の

後
、
森
林
組
合
事
務
局
長
、
真
迎
寺
檀
家
総
代
、
仰
木
地
区
活
性
化
委
員

会
事
務
局
長
な
ど
仰
木
集
落
に
お
い
て
、
様
々
な
取
り
組
み
を
さ
れ
、
現

在
に
至
る
。
七
十
四
歳
。

　

激
動
の
人
生
の
中
、
中
井
さ
ん
は
、
仰
木
の
風
習
や
信
仰
に
学
ぶ
と
こ

ろ
が
非
常
に
多
く
あ
っ
た
と
い
う
。
幼
少
期
の
思
い
出
に
、
近
隣
で
大
峰

修
験
の
山
伏
の
方
が
お
ら
れ
、
そ
の
熱
心
な
信
仰
の
姿
を
不
思
議
に
思
い

な
が
ら
も
、
い
つ
も
自
然
物
や
神
仏
に
祈
り
を
捧
げ
る
暮
ら
し
を
眺
め
て

い
た
。

　

ま
た
、
こ
の
中
井
家
は
、
親
村
（
し
ん
む
ら
）
と
呼
ば
れ
る
宮
座
の
座

衆
の
一
員
で
あ
り
、
小
椋
神
社
に
関
係
す
る
様
々
な
儀
礼
祭
式
に
関
わ
る
。

そ
こ
に
は
、
儀
礼
を
執
り
行
う
長
老［
註
６
］
が
お
ら
れ
、
そ
の
長
老
の
威

厳
は
大
き
く
、
集
落
の
し
き
た
り
や
、
生
活
の
知
恵
な
ど
を
日
常
的
に
教

え
て
い
た
だ
い
た
。
時
に
は
厳
し
く
叱
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
良
い
意
味

で
怖
い
存
在
で
も
あ
っ
た
。

　

他
に
、
中
井
家
は
複
数
の
「
講
」
に
所
属
し
て
い
る
。「
愛
宕
講
」「
薬

師
講
」「
行
者
講
」「
大
師
講
」「
山
の
神
講
」「
地
蔵
講
」
な
ど
が
あ
り
、

各
講
の
講
員
数
は
、
数
人
か
ら
十
数
人
と
ま
ち
ま
ち
で
、
講
員
の
顔
ぶ
れ

は
、
講
に
よ
っ
て
異
な
る
。
講
は
毎
月
行
わ
れ
る
も
の
、
年
に
数
回
行
わ

れ
る
も
の
な
ど
が
あ
り
、
講
の
内
容
は
、
概
ね
、
当
番
の
家
に
集
ま
っ
て

講
に
関
す
る
掛
け
軸
を
掲
げ
、
経
文
を
唱
え
、
会
食
す
る
と
い
う
形
式
が

多
い
。

　

中
で
も
、「
地
蔵
講
」
は
、
国
重
要
文
化
財
の
木
造
地
蔵
菩
薩
立
像
を

お
守
り
す
る
最
も
重
要
な
役
割
が
あ
り
、
か
つ
て
は
中
井
家
を
含
む
四
家

が
担
っ
て
き
た
。
現
在
は
、
中
井
家
の
み
が
地
蔵
堂
の
お
世
話
を
引
き
継

い
で
い
る
。
現
在
、
地
蔵
堂
の
地
蔵
菩
薩
に
関
連
す
る
行
事
は
、
辻
ヶ
下

自
治
会
員
と
真
迎
寺
の
檀
家
衆［
註
７
］
の
年
中
行
事
と
し
て
、
一
月
二
十�

三
日
の
地
蔵
汁
講
（
新
年
会
）、
八
月
二
十
三
日
に
近
い
土
日
に
行
わ
れ

る
地
蔵
講
（
地
蔵
盆
）、
十
一
月
十
四
日
の
十
夜
念
仏
（
数
珠
繰
り
）
が

行
な
わ
れ
て
い
る
。（
写
真
９
・
10
）

　

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
中
井
家
は
、
集
落
の
中
で
様
々
な
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
に
所
属
し
、
多
く
の
人
と
つ
な
が
り
、
そ
の
中
心
に
は
神
仏
が
存

在
す
る
。
中
井
さ
ん
は
こ
の
よ
う
な
地
域
社
会
で
成
長
し
、
多
く
の
こ
と

を
学
ん
だ
の
だ
と
語
る
。
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関
東
で
、
大
企
業
の
社
長
室
直
属
の
機
器
の
買
い
付
け
を
担
当
し
た
時

は
、
多
く
の
他
社
の
役
職
者
と
会
い
、
様
々
な
交
渉
ご
と
を
行
う
の
で
あ

る
が
、
少
年
期
に
家
に
出
入
り
す
る
長
老
や
講
員
の
人
た
ち
と
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
い
ろ
ん
な
意
味
で
役
に
立
っ
た
と
い
う
。
目
上
の
人
か

ら
多
く
の
話
を
聞
い
て
、
そ
れ
を
大
切
に
思
っ
て
、
自
分
の
力
に
し
て
い

く
と
い
う
「
人
間
信
仰
」
の
よ
う
な
も
の
は
、
仰
木
辻
ヶ
下
集
落
で
長
老

ら
に
揉
ま
れ
て
育
ま
れ
た
と
熱
く
語
ら
れ
た
。

　

そ
し
て
、
中
井
さ
ん
の
前
半
の
人
生
で
最
も
大
き
な
出
来
事
で
あ
っ
た
、

大
手
術
の
時
は
、
必
死
で
神
仏
に
祈
っ
た
と
い
う
。
比
叡
山
横
川
の
元
三

大
師
堂
に
何
度
も
登
り
、
不
動
明
王
や
厄
除
け
の
角
大
師
に
お
参
り
し
、

東
大
阪
の
石
切
不
動
で
お
百
度
詣
り
も
し
た
。
そ
し
て
、
お
守
り
を
し
て

い
る
地
蔵
堂
の
お
地
蔵
さ
ん
、
家

の
庭
に
佇
む
お
地
蔵
さ
ん
（
複
数

の
石
仏
）
に
毎
日
祈
っ
た
。
科
学

の
力
で
も
ど
う
し
よ
う
も
な
い
こ

と
。
三
人
の
小
さ
な
子
供
を
残
し

て
倒
れ
る
わ
け
に
い
か
な
い
。
熱

心
に
祈
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、

京
都
大
学
医
学
部
の
名
医
と
の
出

会
い
が
あ
り
、
そ
の
方
の
お
か
げ

で
綺
麗
に
腫
瘍
は
取
り
除
か
れ
、

今
が
あ
る
と
の
こ
と
。（
写
真
11
）

　

最
終
的
に
は
、
科
学
（
医
学
）

写真11：中井家の庭に安置されるお地蔵さん（石仏）

写真9：中井家にある地蔵菩薩関連のお経　日常
的に地蔵菩薩に唱える経本

写真10：四名の地蔵講の講員の名前が記される木
箱の蓋
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の
力
が
生
命
を
救
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
腫
瘍
が
発
見
さ
れ
た
時
、

傍
に
お
地
蔵
さ
ん
が
い
な
か
っ
た
ら
、
間
違
い
な
く
心
が
折
れ
て
い
た
と

い
う
。
お
地
蔵
さ
ん
が
お
ら
れ
な
か
っ
た
ら
、
精
神
的
に
自
分
も
、
妻
も

持
た
な
か
っ
た
と
中
井
さ
ん
は
語
っ
て
く
れ
た
。

ま
と
め� �

　

仰
木
集
落
は
、
日
本
浄
土
信
仰
の
発
祥
の
地
横
川
の
麓
に
位
置
し
、
山

上
の
僧
侶
の
修
行
を
支
え
、
仏
門
に
帰
依
し
な
が
ら
比
叡
山
と
深
い
関
係

を
つ
な
い
で
き
た
。

　

今
回
の
論
考
で
は
、
そ
の
仰
木
に
多
く
見
ら
れ
る
石
仏
と
地
蔵
菩
薩
に

つ
い
て
の
信
仰
を
改
め
て
考
え
て
み
た
。
平
安
時
代
後
期
、
横
川
で
は
、

高
僧
た
ち
が
極
楽
浄
土
と
阿
弥
陀
仏
を
中
心
と
す
る
信
仰
を
発
信
し
、
京

の
都
の
貴
族
た
ち
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
鎌
倉
時
代
以
降
、
阿
弥
陀
仏
や
周

辺
の
諸
菩
薩
か
ら
地
蔵
菩
薩
が
独
立
し
て
民
衆
に
支
持
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
流
れ
が
見
え
て
き
た
。
地
獄
の
苦
し
み
を
抜
く
（
地
獄
抜
苦
）
と
い
う

地
蔵
菩
薩
の
役
割
が
、
無
知
な
る
故
に
作
善
を
行
う
こ
と
が
で
き
ず
、
地

獄
へ
落
ち
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
庶
民
に
積
極
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
今
も
な
お
そ
の
地
蔵
菩
薩
（
石
仏
）
が
人
々
の
心
を
救
う
役

割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
が
、
聞
き
取
り
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

地
蔵
菩
薩
の
役
割
は
地
獄
抜
苦
で
あ
る
。
地
獄
抜
苦
と
は
、
六
道
輪
廻

転
生
、
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
阿
修
羅
・
人
間
・
天
と
い
う
六
つ
の
世
界

を
魂
が
行
き
来
す
る
中
で
作
善
を
積
む
が
、
そ
れ
が
か
な
わ
な
か
っ
た
時

に
地
獄
に
落
ち
る
。
一
度
地
獄
に
落
ち
れ
ば
輪
廻
転
生
が
で
き
な
く
な
り
、

永
久
に
地
獄
で
苦
し
み
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
地
獄
に
落
ち
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
状
況
に

陥
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
窮
地
を
救
う
の
が
地
蔵
菩
薩
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。

　

こ
れ
を
人
間
の
知
恵
に
よ
り
科
学
が
発
展
し
た
現
代
に
置
き
換
え
て
み

る
と
、
科
学
の
力
で
も
解
決
で
き
な
い
こ
と
を
地
蔵
菩
薩
（
石
仏
）
が
一

旦
預
か
っ
て
く
だ
さ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
様
々
な
デ
ー
タ
を
駆
使

し
て
も
未
来
を
確
実
に
予
測
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
病
を
患
っ
た

時
、
現
代
の
発
達
し
た
医
療
技
術
に
す
べ
て
を
委
ね
る
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
が
完
治
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
誰
に
も
わ
か
ら
な

い
。
地
蔵
菩
薩
に
祈
る
こ
と
で
、
病
気
が
治
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
祈
る

行
為
や
、
石
仏
と
し
て
い
つ
も
見
守
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
、
心
に
少
し
の
安
ら
ぎ
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
予
測
不
可
能
な

未
来
に
対
す
る
不
安
と
い
う
苦
し
み
を
抜
苦
し
て
く
れ
る
の
が
現
代
の
地

蔵
菩
薩
で
あ
る
。

　

今
回
、
仰
木
と
い
う
比
叡
山
の
麓
の
集
落
を
眺
め
な
が
ら
、
そ
こ
に
息

づ
く
信
仰
を
見
て
き
た
が
、
他
に
も
里
山
の
集
落
に
は
、
こ
の
よ
う
な
い

わ
ゆ
る
民
間
信
仰
が
、
講
や
祭
礼
な
ど
と
と
も
に
多
く
伝
わ
っ
て
い
る
。

一
方
で
神
も
仏
も
存
在
し
な
い
近
代
社
会
の
イ
エ
が
存
在
す
る
。
心
の
孤

独
や
不
安
が
叫
ば
れ
る
中
で
、
里
山
の
信
仰
の
か
た
ち
に
今
一
度
目
を
向

け
る
こ
と
も
大
切
で
あ
ろ
う
。
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。
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