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は
じ
め
に

筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
宗
教
民
俗
学
の
観
点
か
ら
、
地
域
に

息
づ
く
伝
統
行
事
に
目
を
向
け
、
そ
れ
ら
を
支
え
る
多
く
の

人
々
の
声
を
拾
い
あ
げ
て
き
た
。

「
講
」
に
つ
い
て
は
、
現
在
も
行
わ
れ
て
い
る
大
津
市
真

野
の
「
庚
申
講
」

［
［

［
註

の
実
態
や
、
同
じ
く
大
津
市
真
野
中

村
の
「
六
斎
念
仏
」
［
［

［
註

な
ど
に
つ
い
て
取
り
あ
げ
て
き
た
。

そ
の
際
に
、近
江
八
幡
市
白
王
町
の「
行
者
講
」は
気
に
な
っ

て
い
た
。
そ
れ
は
、
そ
の
年
の
当
番
で
あ
る
人
物
が
、
頭
か

ら
水
を
被
っ
て
集
落
を
走
る
と
い
う
奇
行
で
知
ら
れ
、
滋
賀

県
で
は
、
年
中
行
事
の
記
事
と
し
て
、
毎
年
新
聞
や
テ
レ
ビ

な
ど
で
紹
介
さ
れ
る
行
事
で
あ
り
、
一
度
取
材
を
し
た
い
と

思
っ
て
い
た
。
二
〇
二
五
年
度
に
編
集
す
る
文
化
誌
『
近
江

学
』
の
テ
ー
マ
は
「
講
」
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
以
前
か
ら

興
味
を
持
っ
て
い
た
「
行
者
講
」
を
探
っ
て
み
る
こ
と
に
し

た
。
た
だ
、
調
べ
て
み
る
と
、
残
念
な
こ
と
に
、
水
を
か
ぶ

る
と
い
う
行
事
（
白し
ら

王お
う

の
水み
ず

行ぎ
ょ
う）
は
、
コ
ロ
ナ
禍
に
見
舞
わ

れ
た
、
二
〇
二
一
年
以
降
実
施
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

が
わ
か
っ
た
。
し
か
し
、「
講
」
と
し
て
の
集
ま
り
は
持
た

れ
て
お
り
、
そ
の
他
に
も
、
自
治
会
活
動
と
並
行
し
て
、
複

数
の
「
講
」
が
組
織
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
論
考
で
は
、

今
後
、
こ
の
「
講
」
を
ど
の
よ
う
に
継
続
さ
せ
て
い
く
の
か
、

ま
た
、
一
旦
中
止
と
な
っ
て
い
る
「
水
行
」
が
再
開
さ
れ
る

可
能
性
が
あ
る
の
か
を
含
め
、
現
状
を
取
材
し
「
講
」
の
行

方
を
探
っ
て
み
た
。

第
一
章
　
行
者
講
の
概
観

（
一
）
講
と
は
何
か

は
じ
め
に
、
行
者
講
と
は
何
か
を
述
べ
る
前
に
、「
講
」

と
は
何
か
と
い
う
大
前
提
を
以
下
に
記
し
て
お
き
た
い
。

民
俗
学
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
講
」
と
は
、
民
俗
学
者
の
櫻

井
徳
太
郎
が
一
九
六
二
年
に
吉
川
弘
文
館
か
ら
出
版
し
た

『
講
集
団
成
立
過
程
の
研
究
』
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
中
で
、
櫻
井
は
講
の
性
格
を
下
記
の
三
つ
に
分
類
し
て

い
る
。

①
信
仰
的
な
集
団
と
し
て
の
講

②
経
済
的
な
集
団
と
し
て
の
講

③
社
会
的
な
機
能
を
備
え
て
い
る
講

信
仰
的
な
集
団
と
し
て
の
講
と
は
、
代
参
講
と
し
て
成
立

し
て
い
る
も
の
で
、
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
伊い

勢せ

講こ
う

が

挙
げ
ら
れ
る
。
江
戸
時
代
中
期
ご
ろ
に
盛
ん
と
な
り
、
集
落

の
中
で
講
を
組
織
し
、
概
ね
月
に
一
度
な
い
し
は
二
度
程
度

集
ま
り
を
持
っ
て
、
お
金
を
集
め
、
年
に
一
度
代
表
で
お
伊

勢
参
り
に
行
く
人
物
を
決
め
て
、
集
ま
っ
た
お
金
を
伊
勢
ま

で
の
旅
費
や
家
内
安
全
・
無
病
息
災
の
お
札
の
購
入
に
充
て

る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
旅
は
全
て
が
こ
の
よ
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う
な
神
仏
へ
の
代
参
で
あ
り
、
代
表
者
は
お
参
り
と
お
札
の

購
入
を
目
的
と
す
る
も
の
の
、
旅
を
楽
し
み
、
自
ら
が
暮
ら

す
地
域
以
外
の
場
所
を
見
聞
し
、
そ
こ
で
得
ら
れ
た
情
報
を

土
産
話
と
し
て
、
帰
っ
た
時
に
村
人
に
話
を
す
る
と
い
う
、

非
常
に
貴
重
な
役
割
も
担
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
代
参
講

は
、
伊
勢
講
の
他
に
、
富
士
山
に
登
拝
す
る
「
富
士
講
」
や
、

火
の
元
の
用
心
の
た
め
に
火
伏
の
霊
験
が
あ
る
静
岡
県
浜
松

市
に
あ
る
秋
葉
神
社
に
参
る
た
め
の「
秋
葉
講
」、関
西
で
は
、

同
じ
く
火
伏
の
神
で
あ
る
愛
宕
権
現
に
参
る
た
め
に
京
都
市

の
愛
宕
山
に
登
拝
す
る
「
愛あ

た
ご宕
講こ
う

」
な
ど
が
知
ら
れ
る
。

代
参
講
以
外
に
も
信
仰
的
な
講
に
は
、「
観
音
講
」「
阿
弥

陀
講
」「
地
蔵
講
」「
庚
申
講
」「
念
仏
講
」
な
ど
、
民
間
信

仰
の
一
つ
の
形
式
と
し
て
、観
音
菩
薩
や
阿
弥
陀
如
来
な
ど
、

特
定
の
仏
様
を
信
仰
す
る
た
め
に
、
講
員
が
当
番
の
家
に
集

ま
っ
て
、
飲
食
を
伴
う
行
事
を
行
っ
て
い
る
。

一
方
で
、経
済
的
な
集
団
と
し
て
の
講
と
は
、「
頼
母
子
講
」

に
代
表
さ
れ
る
相
互
扶
助
的
な
講
で
あ
る
。
十
軒
程
度
の
家

が
集
ま
っ
て
、
講
員
が
お
金
の
積
立
を
行
う
。
現
在
の
よ
う

な
金
融
機
関
が
発
達
し
て
い
な
か
っ
た
江
戸
時
代
で
は
、
ま

と
ま
っ
た
お
金
を
得
る
こ
と
が
難
し
い
た
め
、
集
落
で
講
を

組
織
し
て
少
し
ず
つ
お
金
を
貯
め
、
ま
と
ま
っ
た
お
金
が
集

ま
っ
た
段
階
で
、
抽
選
な
ど
に
よ
っ
て
、
一
人
に
全
額
を
与

え
、
数
年
間
か
け
て
全
員
が
ま
と
ま
っ
た
お
金
を
受
け
取
っ

た
段
階
で
講
を
解
散
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
と
ま
っ

た
お
金
の
使
い
道
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
急
遽
お
金
が
必

要
と
な
っ
た
家
に
、
そ
の
お
金
を
回
す
と
い
う
相
互
扶
助
の

役
割
も
担
っ
て
い
た
と
い
う
。
近
代
に
な
っ
て
個
人
が
、
金

融
機
関
を
通
じ
て
お
金
を
調
達
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
頼
母

子
講
の
役
割
は
終
了
し
た
と
考
え
ら
れ
、
頼
母
子
講
が
今
も

続
い
て
い
る
と
い
う
報
告
を
聞
く
こ
と
は
な
い
。

ま
た
、
社
会
的
機
能
を
持
つ
講
と
し
て
は
、
子
供
組
、
若

者
組
、
壮
年
組
、
老
年
講
、
同
年
講
な
ど
の
集
落
な
ど
の
地

域
社
会
の
中
で
、同
世
代
で
講
の
よ
う
な
集
団
を
組
織
し
て
、

祭
礼
や
行
事
に
そ
の
集
団
で
参
加
し
、
交
流
を
深
め
る
も
の

が
あ
る
。
同
年
と
い
う
組
織
は
、
筆
者
も
過
去
に
取
材
し
た

こ
と
が
あ
る
が
、

［
［

［
註

い
わ
ゆ
る
同
級
生
が
グ
ル
ー
プ
を
つ

く
り
、
毎
月
ど
こ
か
の
家
に
集
ま
っ
て
飲
食
を
し
て
親
交
を

深
め
、
お
金
を
積
立
て
て
全
員
が
厄
年
と
な
る
年
に
、
産う
ぶ

土す
な

神が
み

と
な
る
神
社
に
ま
と
ま
っ
た
金
額
で
修
理
や
、
祭
礼
の
道

具
な
ど
を
奉
納
す
る
な
ど
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
講
と
は
、
民
俗
学
、
社
会
学
、
宗
教
学
を

通
じ
て
、
多
角
的
に
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
江
戸
時

代
を
中
心
に
、
全
国
各
地
に
さ
ま
ざ
ま
な
「
講
」
が
存
在
し
、

一
人
の
個
人
が
、
複
数
の
講
に
所
属
し
て
、
楽
し
く
暮
ら
す

姿
が
あ
っ
た
と
想
像
で
き
る
。

（
二
）
行
者
講
と
は

で
は
、
行
者
講
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
行
者

講
と
い
う
も
の
も
、
大
き
く
は
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ

は
、
修
験
道
の
祖
師
で
あ
る
役
え
ん
の

行ぎ
ょ
う

者じ
ゃ

を
信
仰
の
対
象
と
し

て
、
そ
の
霊
場
で
霊
験
を
得
る
修
験
道
の
実
践
的
な
講
で
あ

る
。
飛
鳥
時
代
に
役
行
者
が
開
山
し
た
奈
良
県
南
部
の
大お
お

峰み
ね

山さ
ん

山さ
ん

上じ
ょ
う

ヶが

岳た
け

に
登
山
し
、
修
験
者
と
し
て
山
伏
の
装
束
を

身
に
つ
け
、
修
行
を
行
い
な
が
ら
自
ら
が
霊
験
を
獲
得
し
、

採さ
い

燈と
う

護ご

摩ま

供く

を
行
う
講
で
あ
る
。
採
燈
護
摩
供
と
は
、
無
病

息
災
、
家
内
安
全
、
商
売
繁
盛
、
学
業
成
就
な
ど
の
人
々
の

願
い
が
書
か
れ
た
護
摩
木
を
、
護
摩
壇
で
焚
い
て
、
人
々
の

願
い
が
成
就
す
る
よ
う
に
祈
る
行
事
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
行
者
講
は
、
大
峰
山
山
上
ヶ
岳
に
お
参
り
を

す
る
代
参
講
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
述
し
た
、
信
仰
的
な
集
団

と
し
て
の
講
に
属
す
る
講
で
あ
る
と
い
え
る
。
今
回
、
筆
者

が
取
り
上
げ
る
近
江
八
幡
市
白
王
町
の
行
者
講
は
、
白
王
町

と
い
う
集
落
の
中
に
組
織
さ
れ
、
月
に
一
度
の
講
の
日
に
、

役
行
者
の
掛
け
軸
の
前
に
、
講
員
が
集
ま
り
、
簡
単
な
神
事

の
後
、
飲
食
を
し
て
集
金
し
年
に
一
度
大
峰
山
へ
代
参
が
お

参
り
に
行
く
と
い
う
集
団
で
あ
る
。

第
二
章
　
白
王
町
白
部
の
行
者
講

（
一
）
白
王
町
の
行
者
講
（
新
講
・
旧
講
）
の
現
在

白
王
町
は
か
つ
て
白し
ら

部べ

と
王お

ノの

浜は
ま

と
い
う
二
つ
の
字
か
ら

な
り
、
明
治
時
代
の
は
じ
め
に
字
が
合
併
し
て
現
在
の
白
王

町
と
な
っ
た
。
白
部
の
現
在
の
戸
数
は
約
四
十
戸
で
、
そ
の

中
に
行
者
講
が
二
つ
存
在
す
る
。
新
講
と
旧
講
と
呼
ば
れ
、

講
員
は
そ
れ
ぞ
れ
十
三
軒
の
家
長
が
務
め
る
。

今
回
、
新
講
の
講
員
で
あ
る
大
西
實
氏
に
話
を
聞
く
機
会

を
得
た
。

大
西
氏
に
よ
る
と
、本
来
、こ
の
行
者
講
は
、代
参
と
な
っ

た
者
が
、
五
月
八
日
の
戸
開
け
か
ら
九
月
三
十
日
の
戸
閉
め

の
期
間
内
に
年
に
一
度
大
峰
山
山
上
ヶ
岳
の
金
剛
蔵
王
権
現

を
祀
る
蔵
王
堂
に
参
拝
し
、
講
員
全
員
の
札
を
受
け
取
り
、

配
布
す
る
と
い
う
。
不
動
明
王
の
命
日
が
六
日

［
［

［
註

と
い
う

こ
と
で
、
毎
月
六
日
に
講
員
が
決
め
ら
れ
た
宿や
ど

に
集
ま
り
、

不
動
明
王
の
掛
け
軸
を
か
け
て
般
若
心
経
を
唱
え
、
会
食
を
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し
て
い
た
と
い
う
が
、
十
年
ほ
ど
前
に
こ
の
月
参
り
は
省
略

さ
れ
、
一
月
六
日
の
初
行
者
講
と
九
月
の
年
に
二
度
の
み
、

講
員
が
集
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

代
参
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
は
概
ね
九
月
に
大
峰
山
に
参

拝
し
て
い
た
が
、
現
在
は
麓
に
あ
る
天
川
村
の
洞ど
ろ

川が
わ

温
泉
に

あ
る
陀
羅
尼
助
を
販
売
す
る
お
店
に
連
絡
し
て
、
お
札
を

送
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
お
札
は
役

行
者
が
描
か
れ
た
白
黒
の
も
の
で
、
家
内
安
全
や
無
病
息
災

の
願
い
が
込
め
ら
れ
、
貼
る
場
所
は
各
家
に
よ
っ
て
ま
ち
ま

ち
で
、お
札
の
箱
に
入
れ
て
大
事
に
お
祀
り
す
る
家
も
あ
る
。

か
つ
て
、
こ
の
行
者
講
は
、
白
王
町
だ
け
で
な
く
、
隣
の

町
で
あ
る
島
町
や
中
之
庄
町
な
ど
で
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い

た
と
い
う
。
そ
し
て
、
白
王
町
も
含
め
こ
の
地
域
の
行
者
講

の
特
徴
は
、
代
参
で
大
峰
山
に
向
か
う
者
が
、
一
週
間
前
に

川
な
ど
で
不
動
明
王
の
真
言
を
唱
え
て
水み
ず

垢ご

離

［
［

［
註

を
行
う

こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
水
垢
離
を
コ
ロ
ナ
禍
前
ま
で
行
っ
て
い
た
の
が
、
白

王
町
白
部
の
行
者
講
で
あ
る
。

（
二
）
白
王
町
白
部
の
水
垢
離
（
水
行
）

白
王
町
白
部
の
水
垢
離
は
、
一
般
に
は
「
白し
ら

王お
う

の
水み
ず

行ぎ
ょ
う」

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
以
降
は
水
行
と
表
記
す
る
。
現
在
の
水

行
は
、
一
月
六
日
の
初
行
者
講
の
日
に
行
わ
れ
て
い
た
。
水

行
を
行
う
の
は
、
基
本
は
大
峰
山
に
代
参
に
行
く
行
者
と
い

う
こ
と
で
あ
る
が
、
厄
年
の
者
や
、
特
別
に
願
を
か
け
た
い

者
が
水
行
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
。
太
平
洋
戦
争
の
戦
時
中

に
は
無
事
の
生
還
を
願
っ
て
水
行
を
す
る
者
も
あ
っ
た
と
い

う
。

り

大
西
氏
に
よ
る
と
、
水
行
を
行
っ
て
い
た
時
、
必
ず
半
月

ほ
ど
前
に
新
聞
や
テ
レ
ビ
の
取
材
が
入
り
、
今
年
は
誰
が
水

行
を
す
る
の
か
と
い
う
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
と
い
う
。「
決

ま
っ
て
い
ま
せ
ん
」
と
返
答
す
る
と
「
な
ぜ
？
」「
決
ま
っ

て
い
な
い
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
？
」
と
驚
か
れ
た
と

い
う
。

水
行
は
、
か
つ
て
は
代
参
の
者
が
水
垢
離
と
し
て
行
う
慣

習
で
あ
っ
た
が
、
近
年
は
申
し
出
に
よ
っ
て
決
め
て
い
た
。

毎
年
、
十
二
月
に
な
る
と
、「
今
年
は
誰
が
や
る
？
」
と
い

う
雰
囲
気
が
集
落
の
中
に
広
が
る
。
大
事
な
こ
と
は
、
集
落

の
者
に
と
っ
て
、
水
行
を
行
う
こ
と
は
決
し
て
避
け
た
い
も

の
で
は
な
く
、「
水
を
浴
び
さ
せ
て
い
た
だ
く
」
と
い
う
精

神
で
、
水
行
を
行
う
者
が
申
し
出
る
と
い
う
。
そ
こ
に
こ
の

行
事
の
信
仰
と
し
て
大
切
に
守
ら
れ
て
き
た
意
味
を
感
じ

る
。
大
西
氏
が
子
供
の
頃
は
、
行
者
の
力
強
さ
、
勇
ま
し
さ

に
憧
れ
、
将
来
は
か
っ
こ
い
い
行
者
に
な
り
た
い
と
思
っ
て

い
た
と
い
う
。

水
行
を
行
う
行
者
は
、
新
講
、
旧
講
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
名

写真 3　2004 年の水行の様子③　大西實氏提供 写真 2　2004 年の水行の様子②　大西實氏提供 写真 1　2004 年の水行の様子①　大西實氏提供

写真 4　2004 年の水行の様子④　大西實氏提供
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の
計
二
名
で
あ
る
た
め
、
申
し
出
が
多
い
年
は
、
長
老
が
申

し
出
者
の
思
い
を
聞
い
て
独
断
で
決
め
て
い
た
。
マ
ス
コ
ミ

が
取
材
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
で
水
行
を
行
う
行
者
が
決
ま
っ
て

い
な
い
こ
と
が
こ
の
水
行
の
特
徴
で
も
あ
り
、
興
味
深
い
と

こ
ろ
で
も
あ
る
。

一
月
六
日
の
夕
方
、
水
行
を
行
う
行
者
二
名
が
、
白
王
町

の
東
端
の
家
に
集
ま
り
、
長
老
が
導
師
役
を
務
め
、
庭
で
火

を
焚
い
て
般
若
心
経
を
唱
え
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。

行
者
の
姿
は
、
草
鞋
を
は
き
、
六
尺
褌ふ

ん
ど
しに
腰
蓑
を
つ
け
、

ほ
ぼ
裸
同
然
で
、
頭
に
は
ビ
ニ
ー
ル
（
か
つ
て
は
渋
紙
）
を

か
ぶ
っ
て
サ
ラ
シ
で
締
め
付
け
直
接
頭
に
水
が
か
か
ら
な
い

よ
う
に
す
る
。
首
に
は
念
珠
を
か
け
る
。

集
落
の
家
で
は
、
清
め
の
水
が
入
っ
た
バ
ケ
ツ
を
一
つ
ず

つ
用
意
す
る
。
清
め
の
水
は
、
各
家
で
用
意
す
る
が
、
必
ず

ナ
ン
テ
ン
の
実
と
枝
（
難な
ん

を
転て
ん

ず
る
の
意
味
）
を
入
れ
る
。

バ
ケ
ツ
の
数
は
講
員
で
あ
る
な
し
に
関
係
な
く
、
集
落
の
家

の
数
と
な
る
の
で
、
合
計
四
十
個
。「
お
水
取
り
」
と
呼
ば

れ
る
人
が
、「
こ
の
水
と
っ
た
り
」と
唱
え
て
行
者
を
先
導
し
、

行
者
は
、「
南
無
行
者
不
動
」と
叫
ん
で
、念
珠
を
噛
み
締
め
、

頭
か
ら
清
め
の
水
を
か
ぶ
る
。
行
者
は
四
十
軒
分
の
清
水
を

か
ぶ
っ
て
い
く
と
い
う
非
常
に
厳
し
い
行
と
な
る
。

集
落
の
西
の
端
の
家
で
温
か
い
風
呂
が
用
意
さ
れ
て
お

り
、
水
を
か
ぶ
り
終
え
た
行
者
は
ゆ
っ
く
り
と
湯
船
に
つ
か

る
。
こ
う
し
て
水
行
が
終
わ
る
と
、
講
員
が
代
参
の
費
用
と

な
る
白
米
を
集
め
る
。
そ
し
て
、
新
、
旧
そ
れ
ぞ
れ
の
講
の

宿
の
家
に
講
員
が
集
ま
り
、
う
ど
ん
や
ぜ
ん
ざ
い
な
ど
が
振

る
舞
わ
れ
る
。
旧
講
で
は
、
百
万
遍
数
珠
繰
り
が
行
わ
れ
た

と
い
う
。

こ
う
し
て
、
年
始
の
初
行
者
講
が
終
了
す
る
と
い
う
流
れ

で
あ
っ
た
。

第
三
章
　
講
の
こ
れ
か
ら

（
一
）
白
王
町
の
講

現
在
、二
〇
二
〇
年
を
最
後
に
行
者
講
に
お
け
る
水
行
は
、

一
旦
中
止
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
理
由
は
コ
ロ
ナ
禍

に
お
い
て
不
要
不
急
の
行
事
と
い
う
こ
と
で
自
粛
さ
れ
、
そ

の
後
は
、
水
行
を
行
う
人
物
が
現
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
、

中
止
と
い
う
状
態
の
ま
ま
で
あ
る
。
た
だ
、
水
行
は
中
止
し

て
い
る
が
行
者
講
自
体
は
継
続
さ
れ
て
お
り
、
一
月
と
九
月

に
は
、
講
員
が
集
ま
っ
て
簡
単
な
神
事
と
食
事
会
が
行
わ
れ

て
い
る
。

白
王
町
に
は
、
行
者
講
の
他
に
「
日ひ

待ま
ち

講こ
う

」「
神し
ん

明め
い

講こ
う

」「
伊

勢
講
」「
愛
宕
講
」「
津つ

島し
ま

講こ
う

」
と
い
う
講
が
存
在
し
て
い
る
。

「
日
待
講
」
と
「
神
明
講
」
の
講
員
は
、
白
王
町
白
部
地
区

の
東
組
十
七
人
、
中
組
十
人
、
西
組
十
人
、
王
ノ
浜
地
区
の

大
西
組
十
人
と
い
う
こ
と
で
、
白
王
町
の
全
戸
の
家
長
が
講

員
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
各
組
ご
と
に
講
が
行
わ
れ
、
二
月

十
七
日（
伊
勢
神
楽
の
前
日
）に
行
わ
れ
る
の
が「
日
待
講
」、

稲
刈
り
が
終
わ
っ
た
十
月
中
旬
に
行
わ
れ
る
の
が「
神
明
講
」

と
呼
ば
れ
、
コ
ロ
ナ
禍
前
ま
で
は
、
各
組
ご
と
に
、
掛
け
軸

の
前
で
祝
詞
を
あ
げ
、
そ
の
あ
と
懇
親
会
を
し
て
い
た
と
の

こ
と
。

「
伊
勢
講
」
と
「
愛
宕
講
」、「
津
島
講
」
は
代
参
で
本
社

に
お
参
り
に
い
く
目
的
を
持
っ
た
講
で
あ
る
。
伊
勢
講
は
、

白
部
地
区
の
東
組
、
中
組
、
西
組
の
代
表
者
三
名
と
王
ノ
浜

地
区
の
大
西
組
の
代
表
者
一
名
の
四
名
が
毎
年
三
重
県
の
伊

勢
神
宮
に
代
参
し
て
お
札
を
白
王
町
の
産
土
神
で
あ
る
若
宮

神
社
に
収
め
る
。
津
島
講
は
、
順
番
で
決
ま
っ
て
い
る
二
名

の
代
表
者
が
愛
知
県
津
島
市
の
津
島
神
社
に
代
参
で
お
参
り

に
行
き
、
牛
頭
天
王
の
疫
病
退
散
、
厄
除
け
の
お
札
を
持
ち

写真 5　ナンテンの枝が入った清めの水
大西實氏提供

写真 6　「日待講」「神明講」の掛け軸を入れる箱と講の帳簿
2025 年 1 月筆者撮影
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帰
り
、
若
宮
神
社
の
鳥
居
の
横
に
あ
る
牛
頭
天
王
祇
園
社
と

呼
ば
れ
る
祠
に
収
め
る
。
愛
宕
講
は
、
京
都
市
右
京
区
の
愛

宕
山
の
火
伏
の
神
に
お
参
り
を
す
る
代
参
の
講
で
あ
る
が
、

平
成
二
十
八
年
（
二
〇
一
六
）
を
境
に
、
代
参
は
中
止
で
、

お
札
を
郵
送
で
送
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
。

日
待
講
と
神
明
講
は
、
少
な
く
と
も
講
員
の
集
ま
り
が
保

た
れ
て
い
る
が
、代
参
を
目
的
に
す
る
講
は
、か
つ
て
は
集
ま

り
が
あ
っ
た
そ
う
で
あ
る
が
、
現
在
は
代
参
の
み
と
な
っ
て

い
る
、ま
た
は
代
参
も
行
っ
て
い
な
い
と
い
う
現
状
が
あ
る
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
は
次
項
で
述
べ
た
い
。

（
二
）
講
が
続
い
て
行
か
な
い
理
由

な
ぜ
、
講
が
今
ま
で
の
よ
う
に
盛
ん
に
行
わ
れ
な
い
か
と

い
う
理
由
に
つ
い
て
、
大
西
氏
に
尋
ね
て
み
た
。
大
西
氏
は

現
在
六
十
九
歳
。
今
か
ら
五
十
年
前
は
、
白
王
町
で
の
講
は

い
ず
れ
の
講
も
賑
や
か
に
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
と
り
あ

え
ず
、
み
ん
な
が
集
ま
っ
て
一
杯
飲
ん
で
、
日
頃
の
た
わ
い

も
な
い
話
か
ら
心
配
事
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
話
題
で
い
っ
ぱ
い

だ
っ
た
。
地
域
の
い
ろ
ん
な
情
報
が
飛
び
交
い
、
入
っ
て
く

る
絶
好
の
機
会
で
あ
っ
た
。そ
こ
で
振
る
舞
わ
れ
る
も
の
は
、

か
し
わ
の
じ
ゅ
ん
じ
ゅ
ん

［
6

［
註

や
、
ち
ょ
っ
と
し
た
幕
の
内

弁
当
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
が
、
そ
れ
を
食
べ
る
楽
し
み
が

あ
っ
た
。

し
か
し
、
今
、
講
の
運
営
を
担
っ
て
い
こ
う
と
す
る
人
た

ち
は
、
大
西
氏
の
一
世
代
後
（
三
十
代
か
ら
四
十
代
）
に
な

り
、社
会
の
風
習
も
変
化
し
、価
値
観
も
含
め
大
き
く
変
わ
っ

て
き
て
い
る
。
具
体
的
に
例
を
挙
げ
る
と
、
ま
ず
、
お
酒
（
特

に
日
本
酒
）
を
飲
む
若
者
が
減
っ
て
き
て
い
る
こ
と
や
、
加

え
て
、
大
勢
で
集
ま
っ
て
飲
食
す
る
こ
と
が
な
く
な
っ
て
き

て
い
る
こ
と
（
二
〇
二
〇
年
の
コ
ロ
ナ
禍
以
降
は
特
に
）、

ま
た
、
か
し
わ
の
じ
ゅ
ん
じ
ゅ
ん
や
幕
の
内
弁
当
な
ど
に
魅

力
を
感
じ
な
い
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

集
落
の
伝
統
的
な
慣
習
や
信
仰
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
な

ど
に
つ
い
て
は
、
心
の
ど
こ
か
に
大
切
で
あ
る
と
い
う
意
識

は
あ
る
も
の
の
、
合
理
的
に
で
き
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
先

に
考
え
る
風
潮
が
あ
る
。

現
代
社
会
に
は
、
自
分
が
暮
ら
す
地
域
以
外
に
、
楽
し
い

も
の
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
食
べ
る
も
の
に
も
溢
れ
て
い
る
。

か
つ
て
ハ
レ
の
日
と
い
え
ば
、
祭
り
の
日
で
あ
り
、
非
日
常

的
な
食
べ
物
や
催
事
が
あ
っ
て
、
み
ん
な
が
笑
顔
に
な
る
楽

し
み
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
。
現
代
に
至
っ
て
は
、
日
常
が
ハ

レ
の
日
で
あ
り
、
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
お
金
さ
え
あ
れ

ば
、
楽
し
み
を
享
受
で
き
る
。
人
の
つ
な
が
り
も
、
わ
ざ
わ

ざ
地
域
の
人
々
と
つ
な
が
ら
な
く
て
も
、
自
分
を
中
心
に
職

場
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
趣
味
で
つ
な
が
る
楽
し
い
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
が
あ
る
。

ま
た
、
大
西
氏
は
、「
日
待
講
」
と
「
神
明
講
」
の
講
員

に
現
状
の
聞
き
取
り
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

① 

「
日
待
講
」と「
神
明
講
」の
直な
お

会ら
い（
懇
親
会
）が
無
く
な
っ

た
理
由

・
家
の
者
（
家
族
・
主
に
戸
主
の
妻
）
に
家
周
り
（
順
番

に
）
で
組
員
を
呼
び
食
事
の
世
話
を
す
る
こ
と
の
理
解

が
得
ら
れ
な
い
。（
若
い
戸
主
の
意
見
）

・
男
性
中
心
社
会
の
名
残
で
、
女
性
は
出
ら
れ
な
い
、
裏

方
の
み

・
酒
の
好
き
な
人
の
寄
り
合
い
（
飲
め
な
い
人
は
苦
痛
）

・
宿
が
世
話
す
る
こ
と
の
苦
労
が
大
変
（
今
の
世
代
、
酒

を
飲
ま
な
い
）

・
昔
は
年
に
一
度
の
楽
し
み
（
そ
の
翌
日
に
獅
子
舞
が
来

る
の
も
楽
し
み
で
あ
っ
た
）

・
今
の
時
代
に
そ
ぐ
わ
な
い
、
楽
し
み
で
な
い

・
日
待
講
は
、
ハ
レ
の
日
を
待
つ
一
大
イ
ベ
ン
ト
で
あ
っ

写真 7　若宮神社の鳥居前に
ある愛宕講のお札が入る石塔
2025 年 1 月筆者撮影

写真 8　若宮神社の鳥居前にある牛頭天王祇園社
ここに津島講のお札が入っている

2025 年 1 月筆者撮影
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た
が
…

・「
そ
ん
な
に
宴
会
し
た
か
っ
た
ら
他
に
行
っ
て
（
宴
席

の
あ
る
店
）
し
た
ら
い
い
」
と
あ
る
若
い
者
が
発
言
し

た
ら
、
少
し
年
長
の
者
が
、「
講
の
目
的
が
違
う
や
ろ
、

そ
ん
な
考
え
や
っ
た
ら
わ
し
講
を
や
め
る
わ
〜
」
と
な

り
、
一
騒
動
発
生
し
た
。

②
講
の
目
的
・
主
旨
が
正
し
く
伝
え
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
。

・
た
だ
お
宿
の
家
に
正
装
し
て
扇
子
を
持
っ
て
定
刻
に
行

け
ば
い
い
。
伝
わ
っ
て
い
る
世
代
が
交
代
す
る
と
き

も
、
日
待
講
っ
て
な
ん
や
？
神
明
講
っ
て
何
？
が
正
し

く
家
長
か
ら
伝
わ
っ
て
い
な
い
の
と
、
ま
た
、
伝
え
て

も
、
そ
の
重
要
さ
が
ほ
ぼ
理
解
で
き
な
い
世
代
に
な
っ

て
き
て
い
る
。

・
幕
の
内
を
食
べ
る
だ
け
な
ん
や
…
く
ら
い
の
意
識
し
か

な
い
（
ご
馳
走
で
な
い
が
）

・
大
人
に
も
責
任
が
あ
る
。
正
し
く
伝
授
し
て
い
な
い
こ

と
・
お
宿
さ
ん
（
当
番
の
方
）
へ
の
連
絡
、
講
の
全
般
的
な

責
任
者
で
あ
る
組
長
が
、
講
を
お
荷
物
的
感
覚
で
意
識

し
て
い
る
。（
う
っ
さ
い
な
、
な
ん
で
こ
ん
な
の
や
ら

ん
な
ら
ん
の
感
が
あ
る
）

・
若
い
組
長
や
か
ら
で
は
な
く
、
社
会
全
体
の
変
化
が
大

き
く
影
響
す
る

・
家
は
家
族
の
も
の
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
詰
ま
っ
た
聖
地
、

そ
こ
を
皆
さ
ん
来
て
頂
い
て
懇
親
会
を
す
る
こ
と
が
、

全
く
理
解
で
き
な
い
し
、
相
入
れ
な
い
。
講
を
す
る
不

自
然
さ
へ
と
否
定
的
意
見
が
固
ま
り
つ
つ
あ
る
。

講
員
に
以
上
の
よ
う
な
意
識
が
あ
る
中
で
、
講
を
大
切
に

続
け
て
き
た
世
代
の
人
々
は
、
次
の
世
代
に
引
き
継
い
で
も

ら
い
た
い
と
熱
望
し
つ
つ
、
無
理
や
り
に
伝
統
的
な
風
習
を

続
け
て
ほ
し
い
と
強
要
で
き
な
い
。
自
分
た
ち
の
気
持
ち
を

伝
え
る
努
力
は
す
る
が
、
無
理
や
り
引
き
継
い
で
く
れ
た
と

し
て
も
、
い
ず
れ
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
思
う
。
こ
れ
は

仕
方
な
い
と
大
西
氏
は
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

（
三
）
講
に
変
わ
る
も
の

白
王
町
の
現
在
の
取
り
組
み
の
中
で
、
地
域
の
人
々
が
世

代
を
超
え
て
交
流
す
る
取
り
組
み
と
し
て
、
講
に
代
る
よ
う

な
も
の
が
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、
白
王
町
集
落
営
農
組
合

の
活
動
で
あ
る
。

白
王
町
は
、
西
の
湖
と
い
う
琵
琶
湖
の
内
湖
に
面
し
て
い

る
が
、
そ
の
西
の
湖
に
浮
か
ぶ
権ご

ん

座ざ

と
い
う
島
状
の
農
地
が

あ
る
。
平
成
十
八
年
（
二
〇
〇
六
）
に
、
こ
の
権
座
も
含
め

て
周
辺
地
域
が
、「
近
江
八
幡
の
水
郷
」
と
し
て
国
の
重
要

文
化
的
景
観
第
一
号
に
選
定
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
大
き
な

機
運
と
な
っ
て
、
平
成
二
十
年
（
二
〇
〇
八
）
に
、
白
王
町

集
落
営
農
組
合
の
有
志
が
「
権
座
・
水
郷
を
守
り
育
て
る
会
」

を
発
足
さ
せ
、権
座
で
の
酒
米
づ
く
り
や
収
穫
祭
、コ
ン
サ
ー

ト
な
ど
を
実
施
し
て
地
域
づ
く
り
が
積
極
的
に
行
わ
れ
た
。

す
る
と
、
そ
こ
に
人
が
集
ま
り
、
一
旦
故
郷
を
離
れ
た
十
名

以
上
の
若
者
世
代
が
Ｕ
タ
ー
ン
し
て
故
郷
に
帰
っ
て
き
た
と

い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
流
れ
か
ら
、
現
在
、
三
十
代
か
ら
四

十
代
半な
か
ばの
若
者
が
積
極
的
に
営
農
組
合
の
農
作
業
等
に
関

わ
っ
て
く
れ
て
い
る
。彼
ら
は
別
に
仕
事
を
持
っ
て
い
る
が
、

農
繁
期
に
は
、
休
み
の
日
を
利
用
し
て
農
作
業
を
手
伝
っ
て

く
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
時
給
で
、
賃
金
を
払
っ
て
い
る
こ
と
も

あ
る
が
、
草
刈
り
な
ど
厳
し
い
農
作
業
に
も
し
っ
か
り
取
り

組
ん
で
く
れ
る
。
農
作
業
で
体
を
使
っ
て
、
み
ん
な
と
交
流

し
、
少
し
だ
が
収
入
に
も
な
る
。
営
農
組
合
の
み
ん
な
と
作

業
す
る
姿
が
何
よ
り
も
楽
し
そ
う
で
あ
る
と
い
う
。

白
王
町
集
落
営
農
組
合
は
、
白
王
町
の
住
民
の
ほ
と
ん
ど

が
出
資
し
て
で
き
た
農
業
組
合
で
、
離
農
者
が
増
え
た
た
め

で
き
た
多
く
の
休
耕
田
を
耕
し
、
先
祖
が
残
し
て
く
れ
た
大

切
な
農
地
を
守
っ
て
い
く
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
そ
こ
に
地

元
の
若
者
の
力
が
加
わ
っ
た
こ
と
は
、
大
変
嬉
し
い
こ
と
だ

と
大
西
氏
は
語
っ
て
お
ら
れ
た
。

ま
ち
づ
く
り
や
、伝
統
を
受
け
継
ぐ
こ
と
も
、実
際
に
担
っ

て
い
る
人
た
ち
が
楽
し
く
な
く
て
は
持
続
し
な
い
。
伝
統
的

な
「
講
」
に
は
、
信
仰
の
大
切
さ
や
、
地
域
文
化
と
い
う
貴

重
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
を
実
行
す
る
際
の
楽
し

み
の
あ
り
方
が
、
時
代
に
合
っ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
現
状

で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、

講
の
継
続
は
難
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

第
四
章
　「
行
者
講
」
の
水
行
の
行
方

（
一
）
水
行
へ
の
思
い

最
後
に
、
大
西
實
氏
に
「
行
者
講
」
の
こ
れ
か
ら
に
つ
い

て
伺
っ
て
み
た
。

「
行
者
講
」
を
こ
れ
か
ら
の
世
代
に
バ
ト
ン
を
渡
し

て
い
く
中
で
、
時
代
が
今
ま
で
と
変
わ
っ
て
い
る
か
ら

と
言
っ
て
も
、
時
代
を
超
え
た
大
切
な
も
の
が
伝
統
的
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な
講
の
中
に
は
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
伝
え
て
い
き
た

い
と
思
っ
て
い
る
。
同
じ
白
王
町
に
住
ん
で
い
て
、
年

に
一
度
も
会
う
こ
と
が
な
い
と
い
う
の
は
寂
し
い
限
り

で
あ
る
。

近
江
八
幡
で
今
も
な
お
受
け
継
が
れ
る「
松
明
祭
り
」

は
「
松た
い

明ま
つ

結ゆ
い

」
と
呼
ん
で
、
設
計
図
も
何
も
な
い
中
、

共
同
で
作
業
し
て
大
き
な
松
明
を
完
成
さ
せ
る
。
そ
こ

に
か
け
が
え
の
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
生
ま

れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
交
換
が
な
さ
れ
、
世
代
の
中
で

大
切
な
も
の
が
次
の
世
代
に
受
け
継
が
れ
る
と
い
う
機

能
を
持
っ
て
い
る
。

一
方
で
、
古
い
慣
習
に
は
息
苦
し
さ
も
あ
る
。
白
王

町
を
守
っ
て
く
れ
る
鎮
守
の
神
様
で
あ
る
若
宮
神
社
に

は
、
か
つ
て
、
社し
ゃ

守も
り

と
い
う
制
度
が
あ
り
、
厄
年
に
近

い
四
十
二
歳
前
後
の
男
性
が
、
社
守
と
い
う
役
を
二
年

半
務
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
二
年
半
に
は
さ

ま
ざ
ま
な
禁
忌
が
あ
り
、
肉
類
や
卵
、
牛
乳
な
ど
食
べ

て
は
い
け
な
い
。
食
べ
ら
れ
る
の
は
魚
だ
け
。
そ
し
て

年
間
二
〇
〇
日
、
神
社
に
出
仕
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

な
ど
の
し
き
た
り
が
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
、
そ
の

当
時
（
私
が
四
十
代
の
頃
）
の
時
代
に
合
っ
て
い
な
い

と
い
う
こ
と
で
、
三
年
ほ
ど
長
老
格
の
人
た
ち
と
話
を

続
け
、
よ
う
や
く
今
の
時
代
に
あ
っ
た
制
度
に
変
え
た

と
い
う
例
が
あ
る
。

「
行
者
講
」
の
水
行
は
、
唯
一
こ
の
白
王
町
に
し
か

存
在
し
な
い
貴
重
な
地
域
文
化
で
あ
る
。
今
残
っ
て
い

る
行
事
は
、先
人
が
こ
の
地
で
つ
な
い
で
き
た
も
の
で
、

我
々
が
暮
ら
す
こ
の
地
の
大
切
な
記
憶
で
あ
る
。
な
か

な
か
う
ま
く
言
葉
に
は
で
き
な
い
が
、
次
世
代
の
人
た

ち
に
こ
の
大
切
さ
を
理
解
し
て
ほ
し
い
と
い
う
の
が
本

心
で
あ
り
、「
講
」
と
い
う
行
事
は
決
し
て
無
く
し
て

は
い
け
な
い
と
思
う
。

行
者
講
の
水
行
に
つ
い
て
は
、
来
年
は
、
少
し
早
い

目
か
ら
講
員
の
人
た
ち
と
相
談
を
始
め
よ
う
と
考
え
て

い
る
。
誰
か
水
を
か
ぶ
る
行
者
に
立
候
補
し
て
く
れ
な

い
か
と
。
な
け
れ
ば
、
再
来
年
で
も
。
毎
年
水
行
を
し

な
く
て
も
、
何
年
か
に
一
度
で
も
で
き
る
よ
う
な
制
度

に
し
て
も
良
い
の
で
は
と
思
っ
て
い
る
。

写真 11　白王町の産土神である若宮神社の参道
2025 年 1 月筆者撮影

写真 10　白王町のメインストリート
この東西の道を東から西へと行者は清めの水を被りながら歩く　

2025 年 1 月筆者撮影

写真 9　若宮神社の本殿
2025 年 1 月筆者撮影
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注
釈［

． 

「
真
野
北
村
の
「
庚
申
講
」
―
三
〇
〇
年
繋
が
っ
て
き
た
小
さ

な
ひ
と
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」　

加
藤
賢
治　
『
成
安
造
形
大
学

附
属
近
江
学
研
究
所
紀
要
』
第
十
号　

二
〇
二
一
年
発
行
に
詳

し
く
紹
介
し
て
い
る
。

［
． 

「
真
野
法
界
寺
の
六
斎
念
仏
〜
大
津
市
真
野
中
村
の
念
仏
講
が

繋
ぐ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
現
状
と
課
題
〜
」　

加
藤
賢
治　
『
成
安

造
形
大
学
附
属
近
江
学
研
究
所
紀
要
』
第
五
号　

二
〇
一
六
年

発
行
に
詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
。

［
． 

近
江
学
研
究
所
発
刊
文
化
誌
『
近
江
学
』
第
十
号
「
湖
と
生
き

る
」「
湖
辺
の
暮
ら
し
―
伊
庭
集
落
―
」
と
い
う
論
考
で
「
同

年
と
い
う
組
織
」
と
い
う
見
出
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。

［
． 

旧
暦
の
三
十
日
を
そ
れ
ぞ
れ
仏
様
の
縁
日
と
し
た
「
三
十
日
秘

仏
」
と
い
う
信
仰
で
は
、
不
動
明
王
の
命
日
は
二
十
八
日
で
あ

る
と
さ
れ
、
不
動
明
王
の
縁
日
は
一
般
的
に
は
二
十
八
日
と

な
っ
て
い
る
。

［
． 

水
垢
離
と
は
、
神
聖
な
水
で
心
身
の
垢
（
あ
か
）
を
落
と
し
て
、

身
を
清
め
る
行
事
の
こ
と
を
い
う
。

6
． 
か
し
わ
の
じ
ゅ
ん
じ
ゅ
ん
と
は
、
滋
賀
県
で
は
、
鶏
の
す
き
焼

き
の
こ
と
を
指
す
が
、
祭
礼
の
直
会
（
ナ
オ
ラ
イ
）
や
、
講
な

ど
で
の
会
食
で
振
る
舞
わ
れ
る
時
は
、
家
で
採
卵
用
に
飼
育
し

て
い
た
鶏
の
中
で
、
そ
の
役
目
を
終
え
た
鶏
（
お
や
ど
り
・
ひ

ね
ど
り
と
い
う
）
を
さ
ば
い
て
、
感
謝
を
込
め
て
い
た
だ
く
と

い
う
。
近
江
八
幡
市
白
王
町
で
も
そ
の
風
習
が
あ
る
。

参
考
文
献
・
資
料

・
近
江
八
幡
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
近
江
八
幡
の
歴
史　

第
三
巻　

祈
り

と
祭
り
』
二
〇
〇
七
年

・「
ふ
る
さ
と
島
」
編
集
委
員
会
編
『
島
学
区
五
十
周
年
誌　

ふ
る
さ
と
島
』

二
〇
一
四
年

・
櫻
井
徳
太
郎
著
『
講
集
団
成
立
過
程
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館　

一
九
六

二
年

・「
真
野
法
界
寺
の
六
斎
念
仏
〜
大
津
市
真
野
中
村
の
念
仏
講
が
繋
ぐ
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
現
状
と
課
題
〜
」　

加
藤
賢
治　
『
成
安
造
形
大
学
附
属

近
江
学
研
究
所
紀
要
』
第
五
号　

二
〇
一
六
年

・「
真
野
北
村
の
「
庚
申
講
」
―
三
〇
〇
年
繋
が
っ
て
き
た
小
さ
な
ひ
と

つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」　

加
藤
賢
治　
『
成
安
造
形
大
学
附
属
近
江
学
研

究
所
紀
要
』
第
十
号　

二
〇
二
一
年

（
二
）
ま
と
め

近
江
学
研
究
所
で
は
二
〇
二
五
年
度
に
「
講
」
を
テ
ー
マ

に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
つ
い
て
研
究
を
深
め
て
い
こ
う
と
し
て

い
る
。
今
回
の
論
考
は
そ
の
序
章
と
考
え
た
い
。
近
江
に
は

多
く
の
「
講
」
と
呼
ば
れ
る
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
今
も

な
お
、
残
っ
て
い
る
。
筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
に
さ
ま
ざ
ま
な

「
講
」
を
取
材
し
て
き
た
。
そ
の
中
で
感
じ
た
こ
と
は
、
あ

た
り
前
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
今
回
の
近
江
八
幡
市
白

王
町
の
事
例
も
、
他
の
事
例
も
、「
講
」
は
、
信
仰
と
し
て
、

地
域
文
化
と
し
て
大
切
だ
が
、
こ
れ
を
受
け
継
ぐ
次
世
代
の

理
解
が
無
く
、
お
そ
ら
く
あ
と
数
年
で
終
わ
ら
な
く
て
は
な

ら
な
く
な
り
そ
う
と
い
う
状
況
が
共
通
し
て
い
た
。

ど
こ
ま
で
、
時
代
に
合
わ
せ
て
形
を
変
え
る
こ
と
が
で
き

る
か
。
そ
れ
が
「
講
」
存
続
の
要
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

水
行
の
復
活
に
際
し
て
、
大
西
氏
の
毎
年
で
な
く
て
も
い
い

じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
、
寛
容
な
態
度
で
講
員
に
少
し

ず
つ
投
げ
か
け
て
い
く
こ
と
も
大
事
な
こ
と
だ
と
今
回
の
取

材
で
感
じ
た
。「
講
」
の
継
続
に
対
し
て
は
、
決
し
て
明
快

な
答
え
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
こ
に
は
、
先
人
の
知

恵
で
あ
っ
た
り
、
自
分
が
暮
ら
す
土
地
の
積
み
重
な
っ
て
き

た
歴
史
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
大
切
な
行
事
で
あ
る
こ
と

に
は
違
い
な
い
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
長
時
間
の
取
材
に
お
付
き
合
い
た

だ
き
、
ま
た
貴
重
な
写
真
や
関
連
資
料
を
ご
提
供
く
だ
さ
っ

た
大
西
實
さ
ん
に
こ
の
紙
面
を
使
い
感
謝
申
し
あ
げ
ま
す
。
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