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一　

代
参
講

　

講
は
あ
る
目
的
の
た
め
に
結
成
さ
れ
た
集
団
で
、
経
済
的
な
相
互
扶
助
の
た
め
の

講
、
娯
楽
や
趣
味
の
集
ま
り
の
た
め
の
講
も
あ
る
が
、
も
っ
と
も
多
く
さ
ま
ざ
ま
な

種
類
が
あ
る
の
が
信
仰
に
関
わ
る
講
で
あ
る
。

　

信
仰
に
関
わ
る
講
も
、
庚
申
講
の
よ
う
に
あ
る
特
定
の
日
に
当
番
の
宿
に
集
ま
っ

て
祭
り
や
会
食
を
行
う
よ
う
な
地
域
社
会
の
中
で
完
結
す
る
も
の
と
、
地
域
社
会
か

ら
出
て
遠
隔
地
の
諸
社
寺
を
参
詣
す
る
目
的
の
講
が
あ
る
。
参
詣
す
る
諸
社
寺
が
近

い
距
離
の
場
合
は
総
参
り
と
い
っ
て
講
員
全
体
で
参
拝
す
る
が
、
遠
隔
地
の
場
合
は

講
の
代
表
が
参
詣
し
て
お
札
な
ど
を
受
け
取
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
代
参

講
と
い
い
、
京
都
市
の
愛
宕
講
の
よ
う
に
毎
月
交
代
で
月
参
り
を
す
る
と
こ
ろ
も
あ

る
が
、
多
く
は
毎
年
か
何
年
か
お
き
に
代
表
者
数
名
が
参
詣
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

　

各
霊
場
に
よ
っ
て
そ
の
起
源
は
異
な
る
が
、
古
く
は
社
寺
の
側
か
ら
神
職
・
僧
侶
・

修
験
者
な
ど
が
御
師
（
伊
勢
は
お
ん
し
、
他
は
お
し
）
や
先
達
と
し
て
地
方
を
廻
り
、

守
り
札
や
祈
禱
札
、
縁
起
物
な
ど
を
配
っ
て
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
御
師
は
担
当
の
村

を
持
ち
、
そ
こ
を
檀
那
（
旦
那
）
場
と
し
て
毎
年
廻
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

江
戸
時
代
に
な
っ
て
街
道
が
整
備
さ
れ
、
庶
民
が
容
易
に
旅
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
る
と
、
信
者
が
み
ず
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
霊
場
に
参
詣
す
る
よ
う
に
な
り
、

担
当
の
御
師
が
檀
那
場
の
信
者
を
迎
え
て
宿
泊
や
参
拝
の
便
宜
を
図
る
よ
う
に
な
る
。

し
か
し
、
交
通
の
便
が
悪
く
費
用
も
掛
か
る
こ
と
か
ら
、
講
を
組
織
し
て
費
用
を
積

み
立
て
、
毎
年
籤
引
き
な
ど
で
代
表
（
代
参
者
・
代
参
人
）
が
選
ば
れ
て
参
詣
し
、

講
員
全
員
の
祈
禱
札
を
持
ち
帰
っ
て
配
る
と
い
う
代
参
の
方
式
が
現
わ
れ
た
。
代
参

者
が
出
発
す
る
際
と
帰
着
時
に
は
、
道
中
の
安
全
と
帰
着
を
祝
っ
て
儀
礼
を
行
い
、

持
ち
帰
っ
た
祈
禱
札
を
、
村
で
も
毎
年
造
り
替
え
る
仮
設
の
祠
（
お
仮
屋
）
で
ま
つ

る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。

　

そ
の
お
仮
屋
は
、
竹
を
柱
に
麦
や
稲
藁
、
杉
葉
や
檜
葉
で
屋
根
や
壁
を
葺
い
て
造

っ
た
が
、
現
在
で
は
材
料
の
入
手
や
技
術
伝
承
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
木
製

や
石
製
の
常
設
の
祠
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
か
つ
て
愛
知
県
津
島
市
の
津
島
神
社
の

代
参
講
の
お
仮
屋
を
紹
介
し
た
が①
、
本
稿
で
は
他
の
代
参
講
の
事
例
を
見
て
み
た
い
。
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二　

伊
勢
講
の
お
仮
屋

　

全
国
的
に
広
く
見
ら
れ
る
代
参
講
は
、
伊
勢
神
宮
に
参
詣
す
る
伊
勢
講
で
あ
る
。

中
世
に
は
伊
勢
の
御お
ん

師し

が
各
地
で
布
教
活
動
を
し
て
お
札
を
配
っ
て
廻
っ
た
が
、
江

戸
時
代
の
中
ご
ろ
に
な
る
と
、
個
人
的
に
伊
勢
参
り
を
す
る
人
も
重
な
っ
て
多
く
の

人
び
と
が
伊
勢
を
目
指
し
た
。

　

か
つ
て
訪
ね
た
福
岡
県
香
春
町
の
古
宮
八
幡
神
社
の
祭
り
で
、
神
輿
渡
御
の
際
に

唄
わ
れ
る
音
頭
が
地
元
の
方
に
は
由
来
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
た
が
、
実
際
に
聴

い
て
み
る
と
実
は
伊
勢
音
頭
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
、
各
地
の
祭
り
に
伊
勢
音
頭
が
伝

わ
っ
て
い
る
の
も
、
江
戸
時
代
以
来
の
伊
勢
詣
の
影
響
で
あ
る
。

　

伊
勢
へ
の
代
参
は
講
員
が
お
金
を
出
し
あ
っ
て
交
代
で
行
く
の
だ
が
、
と
く
に
男

女
を
問
わ
ず
、
若
者
が
年
長
者
に
引
率
さ
れ
て
出
掛
け
る
と
こ
ろ
も
多
か
っ
た
。
そ

う
い
う
村
で
は
、
人
生
初
め
て
の
旅
の
経
験
と
な
る
伊
勢
詣
を
す
る
こ
と
で
、
村
で

一
人
前
と
見
な
さ
れ
た
と
い
う
伝
承
を
残
す
と
こ
ろ
も
多
い
。
初
め
て
の
伊
勢
詣
の

若
者
が
い
た
場
合
は
帰
っ
て
来
る
際
に
、
村
人
た
ち
が
村
境
ま
で
迎
え
に
い
く
サ
カ

ム
カ
エ
を
行
い
、
下
向
祝
い
と
い
う
お
祝
い
会
が
開
か
れ
た
。

　

ま
た
、
長
崎
県
壱
岐
島
の
郷
ノ
浦
で
の
聞
き
取
り
で
は
、
家
を
新
築
し
、
長
男
に

嫁
を
も
ら
っ
て
隠
居
し
て
か
ら
伊
勢
に
出
掛
け
る
と
の
こ
と
で
、
伊
勢
参
り
は
社
会

的
地
位
を
表
す
象
徴
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
際
に
は
、
帰
っ
て
か
ら
ド
ウ
ブ
レ
イ
と

い
う
お
祝
い
会
を
開
く
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
サ
カ
ム
カ
エ
や
ド
ウ
ブ
レ
イ
の
は
名

称
は
地
域
で
少
し
ず
つ
異
な
る
が
、
全
国
的
に
共
通
し
て
行
わ
れ
た
。

　

奈
良
県
の
『
安
堵
町
史
』
に
、
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
三
月
の
「
伊
勢
参
宮
道

之
記
」
が
載
っ
て
い
る
。
そ
の
中
に
、
出
発
前
の
準
備
の
と
こ
ろ
に
次
の
よ
う
な
記

録
が
あ
る
。

一�

前
日
ニ
お
は
け
之
儀
極
楽
寺
へ
頼
申
度
由
申
置
、
能
時
刻
ニ
使
を
遣
し
可
申

由
申
置
候
也
、（
中
略
）

一�

四
月
三
日
お
は
け
つ
き
い
た
し
日
柄
よ
く
候
故
今
日
持
さ
せ
申
候
、
人
足
儀

兵
衛
、
甚
兵
衛
弐
人
壱
日
ツ
ヽ
ニ
而
出
来
か
ね
少
々
手
伝
入
申
候
、
此
賃
壱

人
壱
匁
ツ
ヽ
（
中
略
）

一
お
は
け
鳥
井
先
年
よ
り
調
有
之
候②
、

　

出
発
前
の
準
備
と
し
て
「
お
は
け
つ
き
」
と
い
う
こ
と
を
し
た
記
事
だ
が
、「
お
は

け
」
と
は
ど
の
よ
う
な
形
態
な
の
か
、
こ
の
記
事
か
ら
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

　

兵
庫
県
の
『
加
東
郡
誌
』（
現
在
の
加
東
市
・
小
野
市
）
で
は
、

講
毎
に
「
お
は
け
宿
」
と
称
す
る
家
を
定
め
、
参
宮
に
関
す
る
集
会
所
と
な
し
、

門
前
に
「
お
は
け
様
」
と
て
、
竹
を
立
て
七
五
三
を
張
り
た
る
神
籬
を
作
り
、

留
守
居
の
も
の
は
毎
日
此
の
処
に
来
り
、
神
宮
を
参
拝
す③
。

と
あ
り
、
南
隣
の
『
美
囊
郡
誌
』（
三
木
市
周
辺
）
で
も
同
様
の
記
述
が
あ
る④
。

　
『
新
修
加
東
郡
誌
』
に
は
も
う
少
し
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
伊
勢
参
り
の
一
行
の

中
に
は
「
は
い
の
子
（
拝
の
子
）」
と
よ
ば
れ
た
十
一
、
二
歳
の
女
子
も
参
加
し
て
、

伊
勢
に
連
れ
て
行
っ
た
よ
う
だ
が
、

「
お
は
け
宿
」（
講
の
世
話
人
）
は
、
講
衆
が
く
じ
引
で
決
め
た
。「
お
は
け
宿
」

に
あ
た
る
と
、
緑
先
に
土
を
盛
っ
て
上
に
竹
を
二
本
さ
し
、
注
連
な
わ
を
は
る
。

お
は
け
は
一
行
が
帰
っ
て
く
る
ま
で
、
留
守
家
族
の
も
の
が
灯
明
を
あ
げ
て
旅

の
安
全
を
祈
っ
た⑤
。

と
あ
る
。
加
東
郡
社
町
東
古
瀬
の
歴
史
な
ど
を
ま
と
め
た
『
巨
勢
誌
』
に
は
さ
ら
に

詳
し
く
、



三

芝
を
一
ｍ
四
方
に
し
き
つ
め
、
そ
の
縁
に
は
河
原
石
を
並
ベ
ま
し
た
。
杭
を
四

方
に
う
ち
、
中
央
に
三
ｍ
程
度
の
竹
を
三
枝
の
こ
し
て
二
本
た
て
、
そ
れ
に
御

幣
を
く
く
り
つ
け
、
杭
に
し
め
縄
を
張
り
わ
た
す
と
で
き
あ
が
り
で
す
。
お
ハ

ケ
元
は
旅
の
間
毎
朝
御
供
を
そ
な
え
、
参
詣
者
の
留
守
家
族
も
毎
朝
お
ハ
ケ
に

お
ま
い
り
し
ま
し
た⑥
。

と
記
さ
れ
て
お
り
、
芝
の
上
に
竹
二
本
を
立
て
、
そ
の
間
に
注
連
縄
を
渡
し
た
も
の

で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

一
般
的
に
、
オ
ハ
ケ
は
各
地
の
神
社
の
祭
り
で
、
神
事
の
準
備
な
ど
を
担
当
す
る

当
番
の
家
（
頭
屋
）
に
立
て
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
門
口
や
庭
に
先
端
の
枝
葉
を
少

し
残
し
た
青
竹
を
立
て
、
一
番
上
部
に
御
幣
を
付
け
る
も
の
が
多
い
。
岡
山
県
な
ど

で
は
、
二
階
建
て
の
家
の
屋
根
よ
り
も
高
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
と
こ

ろ
も
あ
り
、
頭
屋
の
家
の
目
印
に
も
な
る
。
そ
の
た
め
、
竹
を
直
立
さ
せ
る
た
め
に

下
部
に
支
え
と
す
る
綱
を
張
っ
た
り
、
土
壇
を
築
い
た
り
、
木
材
を
組
ん
だ
構
造
物

を
作
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

　

神
社
祭
祀
の
オ
ハ
ケ
に
対
し
、
交
通
の
便
が
よ
く
な
っ
て
何
日
も
徒
歩
で
旅
を
す

る
と
い
う
こ
と
が
な
く
な
っ
て
い
る
た
め
、
伊
勢
講
の
オ
ハ
ケ
が
現
在
も
残
っ
て
い

る
と
こ
ろ
は
、
極
め
て
少
な
く
な
っ
て
い
る
。

　

兵
庫
県
三
田
市
下
相
野
で
は
、
正
月
二
日
に
御
供
搗
き
が
行
わ
れ
る
。
翌
日
に
行

わ
れ
る
氏
神
の
大お
お

歳と
し

神
社
の
祭
り
（
オ
ト
ウ
喜
び
）
の
準
備
で
あ
る
。
正
月
で
静
ま

り
か
え
っ
た
地
区
を
訪
ね
る
と
、
か
す
か
に
人
声
と
餅
を
搗
く
音
が
聞
こ
え
、
そ
れ

を
頼
り
に
近
づ
い
て
い
く
と
、
頭
屋
宅
に
男
性
た
ち
が
集
ま
っ
て
お
供
え
物
な
ど
神

事
の
準
備
を
し
て
い
た
。
そ
の
際
、
庭
に
オ
ハ
ケ
が
立
て
ら
れ
る
。

　

六
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
四
方
の
赤
土
の
土
壇
を
三
段
築
き
、
各
段
に
は
芝
を
敷
く
。

中
央
に
は
軒
よ
り
少
し
高
い
約
三
メ
ー
ト
ル
の
竹
を
立
て
る
。
先
端
部
は
枝
を
残
し
、

半
紙
を
巻
い
た
藁
束
を
中
央
の
枝
に
括
り
つ
け
、
そ
こ
に
御
幣
を
立
て
る
。
四
方
の

地
面
に
も
御
幣
を
立
て
て
注
連
を
張
る
（
写
真
1
）。
こ
の
よ
う
な
形
の
オ
ハ
ケ
は
、

三
田
市
内
の
神
社
の
祭
り
で
も
よ
く
見
る
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
準
備
の
間
に
お
話
を
う
か
が
っ
て
い
る
と
、
こ
の
オ
ハ
ケ
と
同
じ
も
の

を
四
年
に
一
度
、
二
月
ご
ろ
に
行
わ
れ
た
伊
勢
講
の
代
参
の
際
に
、
大
歳
神
社
の
境

内
に
立
て
る
の
だ
と
い
う
。
ほ
か
に
も
三
田
市
内
の
井
ノ
草
や
大
川
瀬⑦
、
丹
波
篠
山

市
今
田
町
黒
石
で
も
、
伊
勢
講
の
代
参
中
に
立
て
る
オ
ハ
ケ
が
あ
る
と
い
う⑧
。

　

大
阪
府
能
勢
町
宿
野
で
は
、
五
年
に
一
度
行
わ
れ
た
総
詣
り
に
は
、
集
落
内
の
八

つ
の
地
区
で
そ
れ
ぞ
れ
代
参
者
と
ヤ
ド
が
籤
で
選
ば
れ
、「
出
発
の
前
日
、
代
参
者
と

ヤ
ド
の
主
人
と
で
オ
ハ
ケ
サ
ン
を
つ
く
っ
て
床
に
飾
」
っ
た
と
い
う⑨
。
ヤ
ド
は
、
代

参
者
の
道
中
の
安
全
を
祈
る
役
割
が
課
せ
ら
れ
、
床
の
間
に
オ
ハ
ケ
サ
ン
を
ま
つ
っ

た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
は
戦
後
の
事
例
の
よ
う
で
、『
能
勢
町
史
』
で
は
、
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所
に
よ
っ
て
は
そ
の
期
間
中
「
お
は
け
」
を
立
て
、
講
員
家
族
が
毎
朝
そ
こ
に

参
拝
し
た
。
お
は
け
は
庭
先
の
清
浄
な
場
所
に
ス
ギ
葉
で
囲
い
を
し
て
、
神
棚

を
作
っ
て
伊
勢
神
宮
を
ま
つ
っ
た
も
の
で
あ
る⑩
。

と
し
て
、
御
幣
を
付
け
た
竹
を
立
て
た
も
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
大
き
な
棚
が
あ
る

屋
形
が
庭
に
造
ら
れ
た
こ
と
を
記
し
、
写
真
を
載
せ
て
い
る
。

　

戦
前
に
各
地
の
オ
ハ
ケ
を
調
査
し
た
原
田
敏
明
も
伊
勢
参
宮
の
オ
ハ
ケ
も
紹
介
し

て
お
り
、
か
つ
て
は
伊
勢
講
の
代
参
の
無
事
を
祈
る
た
め
オ
ハ
ケ
が
立
て
ら
れ
た
村

が
各
地
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
中
で
、
能
勢
の
オ
ハ
ケ
は
床
の
間
で
は
な

く
、
庭
先
に
青
葉
で
造
っ
た
宝
殿
を
建
て
て
ま
つ
る
の
だ
と
記
し
て
い
る⑪

。

　

ま
た
、
近
畿
地
方
を
中
心
に
講
の
行
事
を
調
査
し
た
井
上
頼
壽
も
、
京
都
府
綴
喜

郡
の
伊
勢
講
の
事
例
と
し
て
、

綴
喜
郡
三
山
木
村
山
本
で
は
、
参
宮
の
道
者
が
立
つ
と
同
時
に
氏
神
の
佐
牙
神

社
の
境
内
入
口
に
杉
葉
や
杉
皮
、
松
丸
太
な
ど
で
簡
素
な
屋
形
を
築
き
毎
夜
留

守
の
講
員
の
内
、
然
る
べ
き
人
が
燈
を
上
げ
て
拝
む
。
此
を
オ
ハ
ケ
さ
ん
又
は

仮
屋
と
呼
び
一
行
が
帰
え
る
や
直
ぐ
破
壊
し
た⑫
。

と
記
し
て
い
る
な
ど
、
屋
形
の
か
た
ち
の
も
の
が
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、

全
国
的
に
は
オ
ハ
ケ
は
竹
を
立
て
た
も
の
で
、
屋
形
の
か
た
ち
、
い
わ
ゆ
る
お
仮
屋

の
形
態
は
極
め
て
少
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

オ
ハ
ケ
を
立
て
る
の
で
は
な
く
、
人
間
が
入
る
こ
と
の
で
き
る
も
っ
と
大
型
の
お

仮
屋
を
造
っ
て
い
た
地
域
も
あ
る
。
群
馬
県
北
部
の
赤
城
山
麓
で
は
、
伊
勢
参
り
に

お
仮
屋
を
造
り
、
代
参
者
が
帰
っ
て
く
る
際
に
儀
礼
が
あ
っ
た
と
い
う
。『
北
橘
村

誌
』
に
は
、
北
橘
村
（
現
・
渋
川
市
北
橘
町
）
八
崎
で
の
伝
承
を
記
し
て
い
る
。

　

お
伊
勢
詣
り
を
す
る
と
お
山
づ
き
の
予
定
の
日
に
留
守
宅
で
は
近
く
の
空
地

（
多
く
田
や
畑
の
一
隅
）
に
オ
カ
リ
ヤ
を
作
る
。
こ
れ
は
間
口
六
尺
位
の
竹
の

柱
、
竹
の
桁
で
藁
葺
の
片
屋
根
で
、
屋
根
の
裏
側
は
地
面
に
つ
い
て
い
る
。
中

に
人
が
入
れ
る
、
籾
が
ら
を
地
面
に
し
き
、
籾
俵
を
一
俵
中
央
に
お
く
。
竹
の

柄
に
藁
製
の
軍
配
様
の
団
扇
や
、
藁
製
の
徳
利
、
半
紙
の
横
と
じ
の
大
福
帳
な

ど
を
置
く
。
大
福
帳
に
は
登
山
餞
別
を
か
く
。
昔
は
個
人
毎
に
作
っ
た
が
、
団

体
と
か
講
で
伊
勢
詣
り
す
る
時
は
共
同
で
大
形
の
オ
カ
リ
ヤ
を
作
る
。
さ
て
御

詣
り
を
す
ま
せ
て
下
山
す
る
と
、
こ
の
オ
カ
リ
ヤ
で
籾
俵
に
腰
か
け
て
酒
を
一

献
く
む
。
そ
し
て
オ
カ
リ
ヤ
に
火
を
つ
け
る
。
燃
え
あ
が
る
と
各
自
の
家
に
帰

る
の
で
あ
る⑬
。

　

間
口
六
尺
（
一
八
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
の
藁
製
の
お
仮
屋
を
代
参
者
の
人
数
分

だ
け
造
っ
た
よ
う
だ
が
、
前
面
は
竹
二
本
を
柱
に
し
て
桁
を
渡
し
、
後
方
は
地
面
に

接
し
た
藁
葺
の
片
屋
根
で
、
中
に
人
が
入
れ
る
大
き
さ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
内
部
の

地
面
に
は
籾
殻
を
敷
き
、
中
央
に
籾
俵
と
藁
製
の
軍
配
様
の
団
扇
や
徳
利
、
大
福
帳

な
ど
も
置
い
た
と
い
う
。

　

同
村
の
小
室
や
箱
田
で
も
、
同
様
の
民
俗
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
い

ず
れ
も
、
代
参
者
が
旅
行
中
に
お
仮
屋
を
造
り
、
代
参
者
が
無
事
に
帰
る
と
、
種
籾

を
入
れ
た
俵
を
お
仮
屋
の
中
に
置
き
、
そ
の
上
に
代
参
者
を
座
ら
せ
て
、
神
酒
を
飲

ま
せ
て
い
る
最
中
に
背
後
か
ら
火
を
付
け
て
お
仮
屋
を
燃
や
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　

群
馬
県
内
の
市
町
村
史
の
民
俗
編
な
ど
に
も
同
様
の
記
事
が
見
え
る
の
で
、
一
覧

表
に
ま
と
め
て
み
た
（
表
1
）。
い
ず
れ
も
伊
勢
ま
で
十
四
日
前
後
か
ら
六
十
日
ほ
ど

の
日
数
を
か
け
て
伊
勢
参
り
を
し
た
こ
ろ
の
話
で
、
明
治
か
ら
大
正
の
こ
ろ
ま
で
の

伝
承
で
あ
る
。

　

共
通
し
て
出
発
前
か
出
発
後
に
留
守
家
族
や
講
員
た
ち
が
お
仮
屋
を
造
り
、
代
参
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表 １　群馬県内の伊勢講のお仮屋

出典（刊行年） 現在の�
市町村 記事

中之条町誌
（1993年） 中之条町

代参を送り出すと組の者がオクマンサンの鳥居の下にお仮屋（小祠）をつくった。代参の人数
分のお仮屋には、毎日交代で道中の無事を祈るためにお参りし、無事に帰ってくると燃やして
きよめた（蟻川）。お仮屋をつくり、代参に行った人の名前と趣旨を書いた札を立てておいた。
家によっては陰膳も供えた（大道、山田でも）。

勢多郡誌
（1958年） 渋川市

旧慣によれば講員は出発前にお仮屋を作り（お仮屋は竹の桂、藁葺の片側屋根の中に人の入れ
る程度の大きなもので、籾俵、藁製の徳利、同じく団扇、帳簿などを備える）、氏神で御祓をう
けその幣をこのお仮屋に立てゝ出発する。帰宅の時はお仮屋に入り、籾俵に腰かけて神酒を祝
う。この時お仮屋に火をつけて之を燃やす。

北橘村の民俗
（1968年）

北橘村誌
（1975年）

渋川市

出発後八日目をオヤマツキといい田圃か神社の境内に藁でお仮屋を作り、種俵を作り籾をお供
えした。帰るとまずお仮屋のところへ行き、これを背にご神酒を飲む、この時お仮屋に火を付
けて焼く。これをやらぬと家が焼けるという。これをゲゴウ祝いという（箱田、小室でも）。
伊勢詣りのお仮屋　お伊勢詣りをするとお山づきの予定の日に留守宅では近くの空地（多く田
や畑の一隅）にお仮屋を作る。これは間口六尺位の竹の柱、竹の桁で藁葺の片屋根で、屋根の
裏側は地面についている。中に人が入れる。籾殻を地面にしき、籾俵を一俵中央におく。竹の
柄に藁製の軍配様の団扇や、藁製の徳利、半紙の横とじの大福帳などを置く。大福帳には登山
餞別をかく。昔は個人毎に作ったが、団体とか講で伊勢詣りする時は共同で大形のお仮屋を作
る。さて御詣りをすませて下山すると、このお仮屋で籾俵に腰かけて酒を一献くむ。そしてお
仮屋に火をつける。燃えあがると各自の家に帰るのである（八崎・八津・谷津、分郷入崎でも）。
大正時代まで行なわれた。代参者が帰って来ると、お仮屋の中に入ってタネ俵に腰かけてオミ
キを呑んでいる間に、他の者がうしろからお仮屋に火をつけるので、タネ俵を担ぎ出す。終っ
て家に入る。代参者がお仮屋の所に行く前に家に入ったりするとその家は火事になる。またお
仮屋からタネ俵を担ぎ出さないと、家に火をつけられると言って忌む。タネ俵というのは、臨
時につくる径三十センチメートル位のものである（箱田）。

渋川市誌
（1984年） 渋川市

明治の中ごろまでかなり盛んであった。伊勢参りに出かける時は、お仮屋を作って拝んだ。伊
勢神宮に到着する予定日には、お山着きといって各戸で赤飯を炊いてお祭りをした。無事に帰
って来ると報告をし、お仮屋は鎮守様に運んで焼いた。その日は下向振舞といって講員や近所
の人を呼んでお祝いをした（有馬、渋川でも）。

室田町誌
（1966年） 榛名町

数日前から鎮守の庭に新藁や竹で片屋根のお仮屋を作って鎮守に祈願、身を浄め、お籠りをし
ます。伊勢神宮で太々神楽を奉納する予定日をオヤマヅキといい、残った講員は鎮守の杜のお
仮屋に祈願します。帰ってきた代参者はお仮屋入りし、桟俵の上に乗ると、直後にお仮屋は火
をつけて焼いてしまう。

嬬恋村の民俗�
（1973年） 嬬恋村

神社前に麦藁で小屋をつくる。代参者の数によって一人なら一軒、三人なら三軒の小屋。そこ
で旅装束を新しくし、古いわらじ等はその小屋に入れた。そして小屋を燃やす。そこまでは伊
勢の神様がついて来たが、その煙にのってお帰りになるという。その後神社にお詣りする（田
代、芦生田でも）。
諏訪神社境内に70cm位の藁で作ったお仮屋を建て、代参人某と書いたお札を下げる。帰って
くると諏訪神社に参拝して、お仮屋を燃やす（今井、鎌原・袋倉・大前でも）。

勢多郡東村の民俗
（1966年） みどり市 代表が伊勢参りに出た後、お仮屋（藁と竹で作る）にお参りをする（関守）。

大間々町の民俗
（1977年） みどり市 三峯講はお仮屋をつくった。伊勢講もお仮屋をつくった。

前橋市城南地区の民俗
（1975年） 前橋市

伊勢講はないが希望で行った。田に六尺まっ角位の藁のお仮屋を作ってタチブルマイ、ゲコウ
イワイをした。ゲコウイワイは中で一杯飲んでいる所を、後から火をつけて燃やす（下大島、
小屋原は茅）。昭和初期頃、伊勢参りに行く時はお仮屋を造り、その中に大福帳、藁で酒樽を作
り、軍配うちわも備えた。このお仮屋から水杯で出発して行った。出発後毎朝お仮屋に家人は
お参りを行った。帰って来るとまず村の神社へ参拝し、お仮屋に入る。近所の者がこのお仮屋
に火を放つ。この小屋の竹のはねる音が皇大神宮まで聞えると幸福だといい、大きい音が出る
ように願った（富田、今井・泉沢・新井でも）。
地元ではお仮屋を造って祝い、帰るとそのお仮屋（藁小屋）に腰をかけてから、火を付けて焼
く（下大屋、筑井は菅でつくる、荒口でも）。

大胡町誌
（1976年） 前橋市

神社の境内とか白分の家の田に、お仮屋をつくった、お仮屋は、参宮に行く人の人数だけつく
った。お仮屋の中には、俵の模型をつくってかざったり、このめ（木の芽か）をたったり、時
計をさげておいたり、ふつうの家のようなかたちにしつらえてあった。お仮屋には家族のもの
が、毎朝無事を祈りに行った。帰ってくると、本人にお仮屋の中に入ってもらって、お仮屋の
うちから火をつけてもやした（河原浜、堀越でも）。

宮城村の民俗
（1981年） 前橋市 伊勢参り　行く前に自宅にお仮屋をこしらえた（三夜沢）。

倉渕村の民俗
（1976年） 高崎市

藁のお仮屋を事前につくり、前日には近所の人に集まってもらって赤飯をふるまい水杯をかわ
した。フクベに水を入れ、印籠を下げて出発した。六十日もかかったという、伊勢につく日に
お祝いした。帰着するまて家族の者は蔭膳をすえた。帰着するとお仮屋に行って腰を入れ、後
から燃してしまう。それから自宅に入りお祝いする（一区）。
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出典（刊行年） 現在の�
市町村 記事

高崎市東部地区の民俗
（1978年） 高崎市

鎮守様の境内にお仮屋を作ってそこから出発した。家の者が帰って来るまで毎朝鎮守様のお仮
屋まで行き、お仮屋の柱の下を水で洗い、伊勢参りに行った人が途中で足がつかれないように
と祈願した（中島）。
青竹と藁でお仮屋をつくった。家族は毎日このお仮屋にお詣りし、また陰膳をすえた。帰って
くると、まずお仮屋の前に来て御神酒を供え、お仮屋を焼き、それから自分の家に入りお祝い
がある（元島名、榎町・島野でもお仮屋）。

新修高崎市史
（2004年） 高崎市

上小塙町では、代参者を出した家では、それぞれ庭にお仮屋を作り、留守中毎日ご飯や水を供
えた。代参者が帰ると、お仮屋の前に置いた俵の上に腰掛けるが、そこで子供を抱くとその子
が幸福に育つといい、親戚や近所の子供を抱いたものであった。その後、お仮屋に赤飯を供え、
拝んだ後、塩を撒いて清め、火を付けて燃やす。お仮屋の灰は踏んではいけないといって、て
いねいに集め、田に振り撒いたが、そうすれば稲がよく生育するといった（元島名町でも）。

安中市史
（1998年） 安中市

出発する時は近くの田んぼに青竹を柱にして稲藁でお仮屋を作り、オタチブルマイをして出掛
けた。伊勢から無事帰って来るとお仮屋に火をつけて燃やしてから家に入った。竹のはねる音
で、「無事に帰り着いた」という報告が伊勢神宮に届くのだという（上後閑）。

富岡市史
（1984年） 富岡市

籤引きで代参者を順番に決め、曽木神社に仮宮をつくり、二人ずつで十日間ぐらいかけていっ
てきた。大正の初期ごろまで行われていた（曽木）。南後箇では講中で四十人程で行った。行く
とき川原にお仮屋を作り、拝んで出掛けた（額部、黒岩でも小屋）。

妙義町誌
（1993年） 富岡市 お伊勢参りに歩いて行った頃は、田の端などにお仮屋をつくったという。二人で行くときは二

戸、三人で行くときは三戸つくったという（上高田）。

多野藤岡地方誌
（1976年） 上野村 戦後は講をしなくなった。上野村川和では四十二才の厄年を過ぎた人が伊勢神宮に代参し、庭

にお仮屋を造って安全を祈り、帰ると燃やした。

藤岡市史
（1995年） 藤岡市

大正時代までは伊勢講があった。代表が伊勢参宮に出かける。出かける家の人が道中の無事を
祈るため、鎮守浅間神社境内に、竹の柱を立てて藁をふいたお仮屋を造り、拝んで出かけた。
無事に帰って来ると、鎮守のお仮屋を燃やして、下向祝いをした（芝平、金井・大平・上戸塚・
下戸塚でも）。

桐生市梅田町の民俗
（1970年） 桐生市 餞別をもらって伊勢参りをする。お仮屋を道の脇に作った。お仮屋に藁で作った人形をあげて

おいた。伊勢から帰るとお仮屋に腰かけて休む。お仮屋に火をつけて燃やす（鍋足）。

藪塚本町の民俗
（1974年） 太田市

お仮屋を神社（権現様）に建てる。青竹の丸竹で作る。屋根と囲いは青いきれいな藁で作る。
紙で作った人形をその中に納め、家族が毎日お参りする。帰ってくるとお仮屋をこわして燃や
す。すると、青竹がはねる。その音が伊勢まで聞こえ、今無事に帰ったという報告となる（滝
ノ入、山ノ上・中原でも）。
伊勢参りに出掛けたあとは、お仮屋を作り、雛人形を入れ、帰るまで陰膳を供えて拝んだ（寺
下、台でも雛人形）。

千代田村の民俗
（1972年） 千代田町

家敷内に設けられた小屋に入り、外から火をつけられ、そこから飛び出し家にはいった。伊勢
様が道中の安全を守ってきたが、火をつけられることにより煙に乗って伊勢に帰って行くのだ
といわれていた。明治時代までつづけられた（鍋谷）。

� （原文の引用に際しては、文章の省略や語句の修正を行った）
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者
が
帰
る
ま
で
家
族
は
お
仮
屋
に
お
供
え
を
し
、
家
で
も
そ
の
人
の
食
事
を
用
意
す

る
陰
膳
を
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
地
区
に
よ
っ
て
は
中
に
人
名
を
書
い
た
札
を
吊
し

た
り
、
身
代
わ
り
の
人
形
を
置
い
た
り
す
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
と
い
う⑭

。

　

代
参
者
が
無
事
に
伊
勢
か
ら
帰
っ
て
く
る
と
真
っ
先
に
こ
の
お
仮
屋
の
と
こ
ろ
へ

行
き
、
中
に
座
っ
て
一
献
の
御
神
酒
を
飲
ん
で
い
る
と
後
ろ
か
ら
別
の
講
員
が
火
を

付
け
て
燃
や
し
、
そ
こ
か
ら
飛
び
出
し
て
は
じ
め
て
家
に
帰
る
こ
と
に
な
る
。
中
に

は
履
い
て
い
た
草
鞋
を
一
緒
に
燃
や
し
た
所
も
あ
っ
た
。

　

燃
や
す
理
由
と
し
て
は
、
伊
勢
の
神
様
が
道
中
一
緒
に
つ
い
て
き
て
安
全
を
守
っ

た
の
で
、
燃
え
る
煙
と
と
も
に
帰
っ
て
行
く
の
だ
と
か
、
燃
え
た
竹
が
は
じ
け
る
音

で
、
代
参
者
が
無
事
に
村
に
帰
っ
た
こ
と
が
伊
勢
の
神
様
に
報
告
さ
れ
る
の
だ
と
言

い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
お
仮
屋
を
焼
く
煙
を
浴
び
る
と
一
年
中
無
病
息
災

で
あ
る
と
か
、
燃
え
あ
と
の
灰
を
田
に
ま
く
と
稲
が
よ
く
育
つ
、
代
参
人
が
入
浴
し

た
残
り
湯
を
使
う
と
安
産
で
あ
る
、
水
難
除
け
に
な
る
と
の
伝
承
も
あ
る
。

　

こ
の
事
例
に
注
目
し
た
櫻
井
徳
太
郎
は
、
こ
れ
ら
の
伊
勢
講
の
お
仮
屋
は
神
社
の

精
進
屋
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
出
発
前
の
精
進
潔
斎
に
使
っ
た
も
の
だ
と
考
え
た
。

精
進
潔
斎
の
た
め
に
籠
も
っ
た
代
参
者
は
神
聖
視
さ
れ
、
旅
の
間
は
そ
の
無
事
を
家

族
が
祈
る
と
と
も
に
、
帰
っ
た
後
で
燃
や
す
の
は
、
こ
う
い
っ
た
御
籠
り
小
屋
の
よ

う
な
祭
り
の
た
め
の
施
設
は
祭
り
が
終
わ
る
と
破
却
し
た
り
燃
や
さ
れ
た
り
す
る
の

と
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
を
燃
や
す
こ
と
で
初
め
て
家
に
帰
る
こ
と
が
で
き
、
帰
着
を

祝
う
宴
会
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
精
進
明
け
の
儀
礼
で
も
あ
る
と
す
る⑮
。
そ
の
際

の
、
道
中
を
送
っ
て
き
た
神
が
伊
勢
へ
帰
る
と
か
、
竹
が
は
ね
る
音
で
伊
勢
の
方
に

無
事
に
帰
っ
た
事
を
知
ら
せ
る
と
い
う
伝
承
は
付
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

伊
勢
講
の
お
仮
屋
は
、
す
で
に
群
馬
県
で
は
伝
承
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
だ
け

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
長
野
県
で
は
最
近
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　

長
野
市
北
東
部
の
長
沼
地
域
に
、
伊
勢
講
の
お
仮
屋
が
残
っ
て
い
た
。『
善
光
寺
平

の
ま
つ
り
と
講
』
の
口
絵
に
は
、
津
野
の
八
幡
神
社
で
両
屋
根
の
お
仮
屋
に
座
っ
た

四
人
の
代
参
者
が
神
酒
を
飲
ん
で
い
る
写
真
が
あ
り
、
昭
和
六
十
二
年
（
一
九
八
七
）

の
聞
き
取
り
調
査
で
次
の
よ
う
な
伝
承
を
記
し
て
い
る
。

代
参
人
は
朝
八
時
に
八
幡
神
社
に
帰
郷
し
、
拝
礼
を
す
る
。
総
代
や
区
役
員
な

ど
が
出
迎
え
る
。
伊
勢
参
り
を
済
ま
せ
た
代
参
人
を
伊
勢
神
宮
の
神
と
み
な
し
、

葦
と
藁
で
作
っ
た
「
お
仮
屋
」
と
呼
ば
れ
る
小
屋
に
迎
え
入
れ
る
が
、
代
参
人

は
江
戸
時
代
か
ら
伝
わ
る
慣
習
通
り
後
向
き
で
小
屋
に
入
り
、
お
神
酒
一
杯
を

飲
み
、
田
作
り
、
き
ん
ぴ
ら
ご
ぼ
う
を
食
べ
る
。
食
べ
終
る
と
役
員
が
背
中
側

の
壁
を
取
り
外
し
、
後
向
き
の
ま
ま
外
へ
出
る
。
お
仮
屋
は
公
民
館
庭
に
建
て

ら
れ
、
こ
の
後
「
連
れ
て
き
た
神
」
を
伊
勢
神
宮
へ
送
り
返
す
た
め
お
仮
屋
を

焼
い
て
神
事
を
終
え
、
各
戸
へ
お
札
を
配
り
直
会
を
す
る⑯
。

　

現
況
を
尋
ね
る
た
め
に
地
元
へ
出
掛
け
た
が
、
伊
勢
講
は
こ
の
調
査
後
間
も
な
く

し
て
解
散
し
た
よ
う
で
、
こ
の
行
事
も
な
く
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
長
野
市
立

博
物
館
が
、
同
じ
長
沼
地
域
の
六
地
蔵
町
の
伊
勢
講
で
は
ま
だ
こ
の
行
事
が
続
い
て

い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。

　

そ
の
記
事
に
よ
る
と
、
下
向
し
た
代
参
者
を
迎
え
る
お
仮
屋
は
葭ヨ
シ

で
作
り
、
こ
の

中
に
座
っ
た
代
参
者
が
お
神
酒
を
受
け
た
後
、
後
ろ
向
き
の
ま
ま
退
出
し
、
そ
の
直

後
に
お
仮
屋
は
燃
や
さ
れ
る
。
そ
の
燃
え
た
煙
に
乗
っ
て
そ
れ
ま
で
代
参
者
に
付
き

添
っ
て
い
た
神
が
伊
勢
に
戻
る
と
言
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う⑰
。

　

伊
勢
講
の
お
仮
屋
は
、
お
そ
ら
く
ほ
か
に
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
が
、
代
参
講
の
帰
着
時
に
燃
や
す
お
仮
屋
の
事
例
を
、
秋あ
き

葉は

講
で
調
査
し



八

て
い
る
。
次
に
そ
れ
を
紹
介
し
た
い
。

三　

秋
葉
講
の
お
仮
屋

　

山
梨
県
韮
崎
市
穂
坂
町
宮
久
保
で
は
、
静
岡
県
浜
松
市
天
竜
区
春
野
町
の
秋
葉
山

へ
代
参
し
て
帰
っ
て
来
る
と
、
秋
葉
講
の
祭
り
が
行
わ
れ
る
。
本
来
は
講
に
加
入
し

て
い
る
者
だ
け
が
参
加
し
て
い
た
が
、
現
在
で
は
区
の
行
事
と
し
、
区
長
を
中
心
に

運
営
さ
れ
て
い
る
。
宮
久
保
区
は
、
東
村
・
上
村
・
中
村
・
新
田
の
五
～
六
戸
ず
つ

の
組
に
分
か
れ
て
お
り
、
毎
年
交
代
で
祭
り
の
準
備
に
当
た
る
。
こ
れ
は
、「
小
屋
掛

け
当
番
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
藁
小
屋
を
造
る
の
が
主
な
仕
事
で
あ
る
。

　

祭
り
は
、
氏
神
社
の
稲
荷
神
社
の
境
内
で
行
わ
れ
る
。
特
に
秋
葉
社
の
祠
も
な
く
、

本
殿
の
前
の
広
場
で
「
秋
葉
さ
ん
の
お
祭
り
」、
引
き
続
い
て
こ
れ
も
講
の
行
事
が
区

の
行
事
に
な
っ
た
「
お
天て
ん

狗ご
ー

さ
ん
の
お
祭
り
」
が
、
本
殿
東
側
の
斜
面
に
ま
つ
る
お

天
狗
さ
ん
の
小
祠
の
前
で
行
わ
れ
る
。

　

秋
葉
山
へ
の
代
参
の
翌
日
に
行
わ
れ
る
祭
り
で
あ
り
、
も
と
も
と
日
程
は
定
ま
っ

て
い
な
か
っ
た
が
、
現
在
は
正
月
二
日
に
代
表
の
三
名
が
自
動
車
で
代
参
し
、
翌
三

日
に
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
る
（
調
査
時
は
一
名
欠
員
）。

　

当
日
午
前
中
に
、
神
社
の
境
内
に
藁
小
屋
が
造
ら
れ
る
。
竹
を
骨
組
み
に
し
た
片

屋
根
の
長
方
形
の
小
屋
で
あ
り
、
屋
根
と
三
方
の
壁
を
藁
で
覆
い
、
地
面
に
も
藁
を

敷
く
。
二
〇
〇
八
年
の
調
査
時
の
お
仮
屋
は
、
横
幅
は
二
二
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

奥
行
は
一
三
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
前
面
の
高
さ
は
一
三
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
後

方
の
高
さ
は
一
一
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
屋
根
の
長
さ
は
一
四
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

で
あ
っ
た
。『
山
梨
県
の
祭
り
・
行
事
』（
一
九
九
九
年
）⑱

の
調
査
時
の
代
参
者
は
五

名
だ
っ
た
の
で
横
幅
が
約
三
メ
ー
ト
ル
あ
っ
た
が
、
人
数
が
減
っ
た
た
め
短
く
な
っ

て
い
る
。

　

午
前
中
に
は
準
備
が
終
わ
り
、
十
三
時
ご
ろ
に
再
び
村
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
く
る
。

最
初
に
区
長
の
挨
拶
が
あ
っ
て
、
代
参
者
た
ち
が
藁
小
屋
に
正
座
し
、
御
神
酒
が
振

る
舞
わ
れ
る
。
何
杯
か
飲
ん
で
い
る
う
ち
に
、
他
の
講
員
が
後
か
ら
藁
小
屋
に
火
を

付
け
、
代
参
者
た
ち
は
そ
れ
に
気
が
つ
く
と
外
に
飛
び
出
し
て
、
燃
え
尽
き
る
ま
で

小
屋
を
見
守
る
。
そ
の
後
、
翌
年
の
代
参
者
の
抽
籤
が
行
わ
れ
る
。
今
年
の
代
参
者

以
外
の
各
家
か
ら
ひ
と
り
ず
つ
出
て
籤
を
引
き
、
不
参
加
者
の
分
も
代
理
で
抽
籤
す

る
。
次
の
代
参
者
が
決
ま
る
と
、
各
家
に
秋
葉
社
の
お
札
が
配
ら
れ
、
約
四
十
分
で

祭
り
は
終
わ
る
（
写
真
2
～
4
）。

　

そ
の
後
、
社
殿
横
の
斜
面
に
あ
る
お
天
狗
さ
ん
の
石
の
祠
の
前
に
移
動
す
る
。
祠

の
横
で
焚
き
火
を
し
、
湯
立
の
た
め
に
釜
で
湯
が
沸
か
さ
れ
て
い
る
。
火
に
当
た
っ

て
人
び
と
が
雑
談
を
し
て
い
る
間
に
、
駒
ヶ
岳
の
行
者
が
小
祠
の
前
に
御
神
酒
・
塩
・

米
を
供
え
て
「
甲
斐
駒
嶽
式
功
経
」
を
読
む
。
湯
立
に
移
り
、
行
者
が
笹
で
湯
を
撒

い
て
境
内
に
集
ま
っ
た
人
び
と
を
祓
う
。
す
べ
て
の
儀
礼
は
一
時
間
半
ぐ
ら
い
で
終

了
し
、
酒
や
み
か
ん
な
ど
が
振
る
舞
わ
れ
る
。
代
参
か
ら
帰
着
時
に
代
参
者
を
座
ら

せ
て
藁
小
屋
を
燃
や
す
の
は
、
伊
勢
講
の
お
仮
屋
と
同
じ
儀
礼
で
あ
る
。

　

秋
葉
山
は
、
古
く
か
ら
修
験
の
山
と
し
て
秋
葉
大
権
現
（
秋
葉
神
社
）
が
祭
ら
れ

て
い
た
。
江
戸
時
代
に
は
火
防
の
神
と
し
て
三
尺
坊
大
権
現
に
対
す
る
信
仰
が
中
部

地
方
を
中
心
に
し
て
全
国
各
地
に
広
ま
っ
て
い
た
。
明
治
初
年
の
神
仏
分
離
で
秋
葉

寺
が
廃
さ
れ
、
そ
の
後
は
秋
葉
山
本
宮
神
社
、
秋
葉
三
尺
坊
権
現
を
引
き
継
い
だ
袋

井
市
の
可
睡
斎
、
の
ち
に
秋
葉
山
八
合
目
に
再
興
さ
れ
た
秋
葉
寺
の
三
社
寺
に
分
か

れ
て
い
る
。
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秋
葉
寺
は
奈
良
時
代
の
開
山
と
さ
れ
、
修
験
の
山
と
し
て
の
古
い
歴
史
が
あ
っ
た

が
、
庶
民
に
厚
く
信
仰
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ

る
。『
徳
川
実
紀
』
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
十
一
月
十
一
日
条
に
、

十
一
日
令
せ
ら
る
ゝ
は
。
こ
た
び
遠
州
に
て
秋
葉
祭
と
唱
へ
。
村
々
次
第
に
送

り
わ
た
し
。
末
々
に
い
た
り
て
は
人
数
多
群
集
し
。
他
国
ま
で
も
転
送
す
る
よ

し
。
い
と
ひ
が
事
な
り
。
よ
て
厳
科
に
処
せ
ら
れ
た
り
。
各
国
郷
村
に
て
も
。

此
後
あ
ら
た
に
祭
祀
催
事
有
ベ
か
ら
ず
。
さ
り
が
た
き
ゆ
へ
あ
ら
ば
。
寺
社
奉

行
へ
う
た
へ
て
指
揮
う
く
べ
し
。
古
来
よ
り
の
神
事
祭
祀
は
怠
慢
す
べ
か
ら
ず
。

先
々
の
ご
と
く
。
そ
れ
も
か
ろ
く
執
行
す
べ
し
と
な
り
。

と
し
て
、
秋
葉
祭
が
村
か
ら
村
へ
波
及
し
、
他
国
ま
で
広
が
っ
て
群
衆
が
押
し
か
け

た
の
で
、
幕
府
が
禁
令
を
出
し
た
こ
と
を
記
し
て
お
り⑲
、
こ
の
こ
ろ
に
は
、
遠
江
と

周
辺
の
国
の
庶
民
に
秋
葉
信
仰
が
広
が
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
や
が
て
、

遠
州
掛
川
、
信
州
飯
田
、
東
海
道
御
油
か
ら
三
河
鳳
来
寺
を
経
由
し
て
秋
葉
山
に
向

か
う
街
道
は
秋
葉
街
道
と
よ
ば
れ
て
参
詣
道
が
整
備
さ
れ
、
さ
ら
に
多
く
の
人
び
と

が
参
詣
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

持
ち
帰
っ
た
秋
葉
山
の
お
札
は
、
火
防
の
神
と
し
て
ま
つ
ら
れ
た
。
家
の
竈
に
は

荒
神
を
ま
つ
る
と
こ
ろ
も
多
い
の
に
対
し
、
秋
葉
神
は
町
や
村
の
火
災
除
け
（
防
火
）

と
し
て
、
と
く
に
城
下
町
や
宿
場
町
で
ま
つ
ら
れ
た
。

　

写
真
5
は
民
家
の
棟
の
上
に
祠
が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
屋
根
神
と
よ
ば
れ

る
。
静
岡
県
か
ら
岐
阜
県
に
か
け
て
民
家
の
屋
根
の
と
こ
ろ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
建
物
の
建
て
替
え
な
ど
で
そ
の
数
は
減
っ
て
い
る
。
秋
葉
神
だ
け
で
は
な
く
、

名
古
屋
市
内
の
屋
根
神
で
は
熱
田
社
、
津
島
社
な
ど
の
お
札
を
一
緒
に
ま
つ
る
と
こ

ろ
も
多
い
。
毎
月
一
日
と
十
五
日
は
月
次
祭
と
し
て
祠
の
扉
を
開
け
、
お
供
え
を
し

写真 2～ ４　韮崎市穂坂町宮久保の秋葉講のお仮屋（2008年）
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一
一

て
い
る
。

　

宿
場
町
で
は
、
街
道
に
沿
っ
て
秋
葉
山
の
石
燈
籠
、
常
夜
燈
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。

写
真
6
は
静
岡
県
湖
西
市
新
居
町
の
小
松
楼
ま
ち
づ
く
り
交
流
館
前
に
あ
る
旧
新
居

宿
の
常
夜
燈
で
、
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
の
銘
が
あ
る
。
背
後
に
は
神
棚
が
あ
り
、

右
か
ら
「
秋
葉
神
社
」「
春
埜
山⑳
」「
津
島
神
社
」
と
三
つ
の
祠
が
納
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
常
夜
燈
の
そ
ば
に
は
秋
葉
神
社
の
お
札
を
ま
つ
る
と
こ
ろ
も
多
く
、

な
か
に
は
愛
知
県
豊
川
市
大
木
新
町
通
の
大
樹
院
前
の
常
夜
燈
の
よ
う
に
、
大
き
な

お
堂
の
中
に
ま
つ
ら
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

　

写
真
7
は
、
浜
松
市
浜
北
区
小
松
の
秋
葉
神
社
で
、
秋
葉
街
道
沿
い
に
建
立
さ
れ

て
い
る
。
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
銘
の
高
さ
七
・
三
メ
ー
ト
ル
の
大
鳥
居
の
向
こ

う
に
見
え
る
の
が
本
殿
で
、
鳥
居
の
右
横
の
建
物
は
龍
燈
と
呼
ば
れ
る
。
内
部
に
常

夜
燈
を
納
め
、
周
囲
を
覆
堂
（
鞘
堂
）
で
覆
っ
た
も
の
で
、
常
夜
燈
に
は
明
和
五
年

（
一
七
六
八
）
の
銘
が
あ
る
。
秋
葉
信
仰
で
は
常
夜
燈
と
と
も
に
、
龍
燈
も
多
数
建
て

ら
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

　

秋
葉
山
へ
の
信
仰
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
十
七
世
紀
後
半
の
貞
享
年
間
あ
た
り

か
ら
広
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
現
存
す
る
常
夜
燈
の
造
立
年
代
は
宝

暦
六
年
（
一
七
五
六
）
以
降
で
あ
り㉑
、
十
八
世
紀
後
半
か
ら
秋
葉
講
が
各
地
で
広
く

組
織
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

代
参
で
持
ち
帰
っ
た
お
札
は
、
常
夜
燈
の
そ
ば
や
氏
神
社
の
境
内
で
ま
つ
ら
れ
た
。

そ
の
多
く
は
木
製
の
祠
で
、
や
が
て
氏
神
社
の
末
社
と
な
っ
た
も
の
が
見
ら
れ
る
が
、

最
初
か
ら
木
製
の
祠
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

写
真
8
は
、
長
野
県
諏
訪
市
中
洲
の
諏
訪
大
社
上
社
の
神
職
、
大お
お

祝ほ
う
りの

屋
敷
跡
に

隣
接
す
る
春
日
神
社
の
社
殿
横
に
あ
る
お
仮
屋
で
、
中
に
は
秋
葉
神
社
の
お
札
が
ま

つ
ら
れ
て
い
る
。
高
さ
は
一
五
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
間
口
は
九
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
、
奥
行
は
一
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
両
屋
根
の
建
物
で
、
屋
根
と
壁
は
ス
ス
キ

の
穂
で
葺
か
れ
て
い
る
。
以
前
二
〇
一
〇
年
に
調
査
し
た
際
に
は
そ
れ
ぞ
れ
。
八
五
、

一
〇
五
、
八
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
っ
た
の
で
、
造
り
か
え
る
ご
と
に
大
き
さ
が

少
し
ず
つ
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。

　

秋
葉
講
の
お
札
を
ま
つ
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
が
木
製
の
祠
に
な
っ
て
い
る
中
で
、

古
い
形
態
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。

四　

津
島
講
の
お
仮
屋

　

愛
知
県
津
島
市
の
津
島
神
社
は
、
江
戸
時
代
ま
で
津
島
牛
頭
天
王
社
と
し
て
神
仏

混
淆
の
神
社
だ
っ
た
。
十
二
世
紀
後
半
に
は
尾
張
国
で
広
く
信
仰
を
集
め
て
い
た
こ

と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
も
と
も
と
は
水
の
神
、
防
疫
の
神
だ
っ
た
が
、
の
ち
に
は
様
々

な
願
い
事
を
か
な
え
る
神
と
信
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

社
家
や
社
僧
と
そ
の
子
弟
や
手
代
た
ち
が
御お

師し

と
し
て
活
動
し
、
現
在
神
社
に
残

る
最
古
の
檀
那
帳
の
「
慶
長
十
三
年
（
一
六
〇
八
）
大
吉
御
檀
那
帳
」
に
は
、
尾
張

を
中
心
に
信
濃
・
越
後
・
上
野
・
紀
伊
・
伊
予
・
豊
後
に
わ
た
る
十
六
か
国
に
檀
那

場
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る㉒
。

　

御
師
の
布
教
活
動
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
結
果
、
全
国
各
地
に
津
島
信
仰
が
広
ま
っ

た
。
そ
の
た
め
、
今
で
も
正
月
前
か
、
津
島
祭
に
あ
わ
せ
て
夏
の
六
、
七
月
に
津
島

講
の
代
参
者
が
参
宮
し
て
神
札
を
受
け
て
帰
っ
た
り
、
郵
送
で
の
依
頼
が
来
る
こ
と

が
多
い
と
い
う
。

　

現
在
七
月
下
旬
に
行
わ
れ
る
津
島
祭
は
、
室
町
時
代
後
期
に
始
ま
っ
た
と
さ
れ
、



一
二

天
王
川
に
船
を
浮
か
べ
て
神み

葭よ
し

を
流
し
、
そ
れ
が
流
れ
着
い
た
と
こ
ろ
に
棚
を
作
っ

て
七
十
五
日
間
ま
つ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
影
響
で
、
神
社
周
辺
の
木
曽
川

流
域
の
集
落
で
も
、
七
月
に
竹
や
真ま

菰こ
も

で
お
仮
屋
を
作
っ
て
神
札
を
納
め
、
オ
ミ
ヨ

シ
サ
ン
と
呼
ん
で
ま
つ
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
以
外
の
地
域
で
も
、
持
ち
帰
っ
た
神
札
を
集
落
中
央
の
広
場
な
ど
に
祭
壇
を

設
け
て
ま
つ
る
津
島
祭
（
天
王
祭
）
を
行
い
、
そ
の
後
も
木
製
や
石
製
の
祠
で
引
き

続
い
て
翌
年
ま
で
ま
つ
る
。
そ
の
中
に
は
藁
や
杉
葉
な
ど
を
使
っ
た
古
い
形
態
を
伝

え
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
東
は
静
岡
県
の
伊
豆
半
島
か
ら
西
は
滋
賀
県
の
湖
東
地
域
あ

た
り
ま
で
広
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
様
子
に
つ
い
て
は
す
で
に
紹
介
し
た
の
で㉓
、

こ
こ
で
は
長
野
県
（
信
濃
）
の
事
例
を
紹
介
し
て
補
足
し
た
い
。

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
慶
長
十
三
年
（
一
六
〇
八
）
の
檀
那
帳
に
は
、
信
濃
国
に

檀
那
場
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
文
化
十
三
、
十
四
年
（
一
八
一
六
、

七
）
に
は
、
信
濃
の
ほ
ぼ
中
央
部
が
山
本
一
六
郎
と
い
う
御
師
の
檀
那
場
に
な
っ
て

い
た
史
料
が
残
っ
て
い
る㉔
。

　

飯
田
市
中
心
部
の
飯
田
地
区
で
は
、
各
町
内
に
津
島
講
が
組
織
さ
れ
て
い
る
。
正

徳
五
年
（
一
七
一
五
）
に
巡
礼
六
部
が
飯
田
に
来
て
祇
園
様
を
置
い
て
い
っ
た
の
が

そ
の
由
来
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
町
に
よ
っ
て
直
接
津
島
神
社
へ
参
詣
し
て
神
札
を

も
ら
っ
て
く
る
と
こ
ろ
、
郵
送
で
送
っ
て
も
ら
う
と
こ
ろ
と
異
な
る
が
、
七
月
十
四

日
、
十
五
日
に
町
の
集
会
所
や
自
治
会
館
の
前
に
祠
を
出
し
て
授
与
さ
れ
た
神
札
を

祀
り
、
疫
病
除
け
な
ど
を
願
っ
て
祇
園
祭
を
行
う
。
そ
の
後
は
、
集
会
所
な
ど
の
屋

内
に
小
祠
を
移
し
、
翌
年
ま
で
ま
つ
る
。
調
査
報
告
で
は
、
祭
り
が
な
く
な
っ
た
と

こ
ろ
も
含
め
五
〇
か
町
で
祇
園
祭
が
行
わ
れ
て
い
る㉕
。

　

写
真
9
は
、
諏
訪
市
四
賀
の
神
明
宮
の
本
殿
横
に
あ
る
お
仮
屋
で
あ
る
。
中
に
御

幣
を
納
め
た
小
祠
を
ま
つ
り
、
藁
で
覆
屋
を
造
っ
て
四
隅
に
御
柱
が
立
て
ら
れ
て
い

る
。
覆
屋
の
高
さ
は
一
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
間
口
は
一
二
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

奥
行
は
一
一
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。『
諏
訪
四
賀
村
誌
』
に
は
、「
飯
島
村
で

は
、
神
明
宮
社
殿
の
東
側
に
、
葦
で
上う
わ

屋や

を
作
っ
て
須
佐
男
神
社
（
津
島
神
社
）
を

祭
り
、
現
在
で
も
、
七
月
十
四
日
に
神
官
を
迎
え
て
例
祭
を
お
こ
な
っ
て
い
る
」
と

あ
り㉖
、
神
明
社
の
末
社
に
な
っ
て
も
ま
だ
、
葦
で
屋
根
や
壁
を
葺
い
て
い
た
お
仮
屋

の
形
態
を
伝
え
て
い
る
。

　

長
野
県
の
北
端
、
新
潟
県
糸
魚
川
市
と
接
す
る
小
谷
村
の
黒
川
で
は
、
天
王
様
の

祭
り
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
集
落
の
中
央
の
道
路
沿
い
に
天
王
岩
を
ま
つ
る
場
所
が

あ
り
、
普
段
は
写
真
10
の
よ
う
に
間
口
一
間
（
約
一
・
八
メ
ー
ト
ル
）
四
方
の
区
画

が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
毎
年
六
月
三
十
日
の
真
夜
中
に
集
落
内
に
あ
る
諏
訪
神
社
の

宮
司
が
、
先
端
の
分
か
れ
た
三
又
と
よ
ぶ
木
製
の
鉾
を
こ
こ
に
立
て
て
天
王
様
の
神

霊
を
招
き
、
そ
の
頭
へ
杉
の
枝
を
つ
け
る
。
ま
た
四
隅
に
は
桂
、
楢
、
か
え
で
、
い

写真 ９　�諏訪市四賀飯島・神明宮内の
津島神社（202１年）



一
三

た
や
の
四
本
の
木
の
枝
を
立
て
注

連
縄
を
張
る
。
七
月
十
五
日
の
祭

り
で
は
、
五
人
の
子
ど
も
が
五
色

の
鉢
巻
き
、
襷
姿
で
御
神
体
の
三

又
と
木
の
枝
を
そ
れ
ぞ
れ
神
社
へ

運
ぶ
。
三
又
は
本
殿
に
納
め
、
木

の
枝
は
拝
殿
横
の
桂
の
木
に
打
ち

つ
け
て
葉
を
落
と
し
、
落
ち
方
で

そ
の
年
の
作
柄
を
占
う㉗
。

　

現
在
は
子
ど
も
が
少
な
く
な
っ

た
の
で
、
大
人
が
運
ん
で
い
る
と

の
こ
と
だ
っ
た
が
、
木
の
枝
で
覆

わ
れ
た
神ひ
も
ろ
ぎ籬

の
姿
を
伝
え
て
い
る
。

天
王
様
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
お

そ
ら
く
津
島
信
仰
が
伝
わ
っ
た
も
の
と
考
え
る
。

　

秋
葉
信
仰
は
江
戸
時
代
の
初
期
か
ら
、
津
島
信
仰
も
そ
の
前
か
ら
庶
民
の
間
で
ま

つ
ら
れ
、
江
戸
時
代
に
講
が
組
織
さ
れ
て
代
参
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

が
、
次
に
も
う
少
し
後
の
段
階
で
信
仰
が
広
ま
っ
た
、
代
参
講
の
事
例
を
見
て
い
き

た
い
。

五　

山
犬
を
ま
つ
る
お
仮
屋

　

第
二
節
で
取
り
上
げ
た
伊
勢
講
の
お
仮
屋
の
伝
承
が
残
る
群
馬
県
赤
城
山
麓
の
地

域
で
は
、
伊
勢
講
以
外
に
も
代
参
講
の
お
仮
屋
の
記
事
が
あ
る
。

　
『
勢
多
郡　

横
野
村
誌
』（
現
在
は
渋
川
市
）
に
は
、
三
峯
講
と
し
て
、

　

代
参
人
が
お
山
に
行
つ
て
い
る
間
に
、
講
員
は
お
仮
屋
を
作
る
。
樽
部
落
で

は
代
参
人
が
お
山
へ
着
く
日
に
講
中
が
集
つ
て
お
仮
屋
を
作
り
か
え
る
。
各
自

竹
一
本
、
縄
十
尋
持
参
し
、
山
か
ら
萱
を
刈
つ
て
来
る
。
三
原
田
、
持
柏
木
両

部
落
で
は
、
下
山
の
当
日
、
午
後
三
時
頃
講
中
で
竹
二
本
、
縄
一
房
、
萱
一
束

ず
つ
持
参
し
て
作
る
。
上
三
原
田
部
落
は
三
講
あ
る
の
で
輪
番
で
作
る
。
こ
れ

ら
の
部
落
で
も
毎
年
作
り
換
え
ら
れ
る
の
は
お
仮
屋
だ
け
で
、
周
囲
に
結
え
ら

れ
た
垣
根
は
、
そ
の
ま
ま
あ
る
上
に
外
側
か
ら
同
じ
よ
う
に
新
し
く
加
え
て
結

び
つ
け
て
い
く
。
そ
の
た
め
、
垣
根
が
五
重
六
重
に
な
つ
て
い
る
の
は
珍
ら
し

く
な
い
。
い
つ
全
部
を
新
し
く
す
る
か
、
全
然
そ
の
ま
ま
で
続
け
て
い
く
か
等

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
と
云
う
決
め
は
な
い
ら
し
い㉘
。

と
あ
り
、
同
じ
く
『
勢
多
郡　

敷
島
村
誌
』（
渋
川
市
）
に
は
、

　

津
久
田
二
区
の
三
峰
講
。
近
年
は
交
通
が
開
け
た
の
で
日
帰
り
の
代
参
者
が

多
い
。
代
参
者
が
帰
つ
て
く
る
日
、
講
員
が
総
出
で
御
仮
屋
を
修
理
し
た
り
、

境
内
の
掃
除
を
し
て
お
く
。
御
仮
屋
に
御
眷
属
拝
借
之
牘
を
安
置
し
て
か
ら
代

参
者
宅
へ
行
き
お
日
待
を
す
る
。
お
炊
上
げ
と
称
し
て
、
二
合
の
米
を
炊
い
て

全
部
を
御
眷
属
に
供
え
て
か
ら
代
参
者
の
家
で
、
御
札
を
受
け
会
食
を
し
て
、

次
回
代
参
者
を
決
定
し
て
引
継
を
す
る
。
此
所
の
御
仮
屋
は
今
上
神
社
の
参
道

の
中
腹
左
側
に
あ
つ
て
、
木
造
杉
皮
葺
の
社
殿
な
の
で
年
毎
に
葺
替
を
し
な
い㉙
。

と
あ
る
。
伊
勢
講
の
よ
う
に
代
参
の
間
に
ま
つ
り
、
帰
着
後
燃
や
す
お
仮
屋
で
は
な

く
、
代
参
者
た
ち
が
出
か
け
て
い
る
間
に
新
し
く
造
り
か
え
る
か
修
理
を
し
て
、
神

社
か
ら
授
与
さ
れ
た
「
御ご

眷け
ん

属ぞ
く

拝は
い

借し
ゃ
く

之の

牘ふ
だ

」
を
ま
つ
る
た
め
の
お
仮
屋
で
あ
る
。

写真１0　小谷村黒川・天王様（202１年）



一
四

　

三
峯
神
社
は
埼
玉
県
秩
父
市
三
峰
に
あ
る
神
社
で
、
三
峰
山
と
総
称
さ
れ
る
三
つ

の
山
の
う
ち
、
妙
法
が
岳
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
。
秋
葉
山
が
標
高
八
六
六
メ
ー
ト
ル

な
の
に
対
し
、
奥
宮
が
あ
る
妙
法
が
岳
の
頂
上
は
一
三
三
二
メ
ー
ト
ル
、
主
要
な
社

殿
も
標
高
一
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
位
置
に
あ
る
。

　

伊
弉
諾
尊
・
伊
弉
册
尊
を
祭
神
と
し
、
神
の
お
使
い
、
御
眷け
ん

属ぞ
く

は
山
犬
（
狼
）
と

さ
れ
、
神
格
化
さ
れ
た
大
口
真
神
（
お
犬
さ
ま
）
は
猪
な
ど
の
獣
害
を
防
ぐ
だ
け
で

は
な
く
、
災
難
、
盗
難
や
火
難
除
け
な
ど
様
々
な
災
難
か
ら
守
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

三
峯
神
社
で
は
、
こ
の
お
犬
さ
ま
を
借
り
て
帰
る
信
仰
が
あ
る
。
江
戸
南
町
奉
行

を
つ
と
め
た
根
岸
鎮
衛
が
記
し
た
『
耳
嚢
』（
巻
之
三
「
三
峰
山
に
て
犬
を
か
り
る

事
」）
に
、

且
又
右
三
峰
権
現
を
信
じ
俗
難
・
火
難
除
の
守
護
の
札
を
附
与
す
る
時
、
犬
を

か
り
る
と
い
ふ
事
あ
り
。
右
犬
を
借
る
時
は
盗
難
・
火
難
に
逢
ふ
事
な
し
と
て
、

都
鄙
の
申
も
う
し

習な
ら
いし

事
な
り
。
或
人
、「
犬
を
か
り
候
と
は
い
へ
ど
札
を
附
与
斗
也
。

誠
の
犬
を
か
し
給
ふ
事
も
な
る
べ
き
や
。
神
明
の
冥
み
よ
う

感か
ん

目
に
さ
へ
ぎ
る
事
を
」

頼
み
け
れ
ば㉚
、

と
あ
る
よ
う
に
、
盗
難
・
火
難
除
け
に
犬
を
借
り
る
の
は
、
本
当
の
犬
で
は
な
く
、

札
（
護
符
）
を
受
け
て
帰
る
と
い
う
信
仰
が
江
戸
時
代
後
期
に
は
広
が
っ
て
い
た
。

　

こ
の
火
難
・
盗
難
除
、
諸
難
除
の
山
犬
の
護
符
（
御
眷
属
拝
借
之
牘
）
を
配
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
か
ら
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
ま
で

三
峰
山
に
入
っ
て
住
持
を
務
め
、
神
使
の
山
犬
を
大
口
真
神
と
し
て
ま
つ
っ
た
日
光

法
印
が
は
じ
め
た
と
さ
れ
て
い
る㉛

。
そ
し
て
、
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
正
月
に
下

総
国
印
旛
郡
神
門
村
と
同
郡
戸
神
村
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
役
人
連
署
で
、
猪
鹿
除
け
、

盗
賊
除
け
の
た
め
に
御
犬
を
御
拝
借
し
た
い
と
い
う
願
い
が
出
さ
れ
た
の
が
、
神
社

に
残
る
最
も
古
い
御
拝
借
を
依
頼
す
る
文
書
で
あ
る
。
続
い
て
、
宝
暦
六
年
二
月
に

も
、
伊
勢
国
小
倭
上
村
と
谷
杣
村
の
五
人
か
ら
江
戸
の
取
次
人
を
通
じ
て
出
さ
れ
た

願
書
が
神
社
に
残
っ
て
い
る㉜
。

　

今
で
こ
そ
、
道
路
が
通
じ
車
で
社
殿
の
近
く
ま
で
行
け
る
が
、
昔
は
秩
父
の
山
奥

ま
で
徒
歩
で
登
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
直
接
神
社
へ
参
拝
し
た
記
事
は
、『
三

峯
神
社
日
鑑
』
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
七
月
六
日
条
に
、
江
戸
市
谷
町
講
中
七
人

が
「
御
神
犬
壱
疋
引
替
」
の
た
め
に
三
峰
山
に
参
詣
し
た
の
が
古
い
記
録
で
あ
る㉝
。

　

そ
の
こ
ろ
か
ら
直
接
三
峰
山
へ
参
拝
す
る
参
拝
講
と
、
代
表
者
が
参
拝
す
る
代
参

講
が
各
地
で
結
成
さ
れ
た
よ
う
だ
が
、
赤
城
山
麓
の
村
で
は
伊
勢
講
と
同
じ
よ
う
に

代
参
講
が
主
と
な
っ
て
い
た
。

　

こ
の
拝
借
し
て
帰
っ
た
お
犬
さ
ま
の
ま
つ
り
方
に
つ
い
て
は
、
三
峰
山
側
か
ら
指

示
が
あ
る
。「
御
眷
属
拝
借
心
得
書
」
と
い
う
も
の
で
、
御
眷
属
を
授
与
す
る
講
の
人

数
や
初
穂
料
な
ど
に
続
い
て
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

一�

御
在
所
へ
御
帰
着
被
成
候
は
ゝ
、
早
速
假
宮
（
清
浄
な
る
地
に
て
御
自
分
持

の
山
林
又
は
庭
中
小
高
き
所
へ
御
勧
請
な
さ
れ
或
は
鎮
守
の
境
内
等
へ
木
材
、

茅
、
藁
の
類
に
て
御
造
営
）
へ
御
勧
請
な
さ
れ
注
連
縄
を
張
り
御み

酒き

御ご

饌せ
ん

（
是

は
洗
米
に
て
よ
ろ
し
）
を
土か
わ
ら
け器

に
盛
り
御
献
備
不
潔
の
者
立
寄
せ
ぬ
や
う
御

注
意
な
さ
れ
、
御
祭
り
御
信
心
の
誠
を
被い
た

致さ
る

可べ

き
事
。

　

初
穂
料
は
心
得
書
の
発
行
年
代
に
よ
っ
て
異
な
る
た
め
、
他
の
文
面
も
少
し
ず
つ

異
な
っ
て
い
る
が
、
内
容
と
し
て
は
ほ
ぼ
同
じ
で
、
こ
の
文
章
は
石
倉
重
継
著
『
三

峯
山
誌
』（
一
九
〇
六
）
に
載
っ
て
い
る
明
治
時
代
の
も
の
か
ら
引
用
し
た㉞
。
こ
こ
に

は
、
お
犬
さ
ま
は
自
分
の
山
林
や
庭
の
小
高
い
場
所
、
あ
る
い
は
鎮
守
社
の
境
内
に

木
材
・
茅
・
藁
の
類
で
仮
宮
を
造
営
し
て
清
浄
に
ま
つ
る
よ
う
に
指
示
さ
れ
て
い
る
。



一
五

そ
の
た
め
、
三
峯
山
の
お
札
は
お
仮
屋
で
ま
つ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

　

こ
の
三
峯
講
の
お
仮
屋
は
『
勢
多
郡　

敷
島
村
誌
』
に
、
津
久
田
二
区
の
写
真
が

載
っ
て
い
る
。
前
方
は
二
本
柱
、
後
方
は
地
面
に
接
し
た
片
屋
根
で
、
杉
皮
で
葺
か

れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
周
囲
は
矢
来
を
め
ぐ
ら
せ
て
い
る
。
敷
島
村
は
横
野
村
と
合

併
し
て
赤
城
村
に
な
る
が
、『
勢
多
郡　

横
野
村
誌
』
の
記
事
に
あ
る
三
原
田
の
八
幡

宮
境
内
に
あ
っ
た
お
仮
屋
の
写
真
が
、『
群
馬
県
史
』
に
載
っ
て
い
る
。
人
の
背
よ
り

も
高
い
矢
来
に
囲
ま
れ
た
片
屋
根
で
、
昭
和
四
十
四
年
（
一
九
六
九
）
の
撮
影
に
な

っ
て
い
る㉟
。

　

渋
川
市
三
原
田
は
農
村
歌
舞
伎
舞
台
が
残
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
二
〇
〇
八
年
に

現
地
を
訪
ね
て
調
査
を
し
た
が
、
三
原
田
八
幡
神
社
、
上
三
原
田
八
幡
神
社
と
も
神

社
の
境
内
と
周
辺
の
区
画
整
備
事
業
が
行
わ
れ
て
お
り
、
お
仮
屋
は
跡
形
も
残
っ
て

い
な
か
っ
た
。
上
三
原
田
で
は
三
峯
講
そ
の
も
の
が
解
散
し
て
お
り
、
三
原
田
で
は

三
峯
講
は
残
っ
て
い
た
が
、
代
参
者
が
帰
っ
た
後
で
食
事
を
す
る
だ
け
に
な
っ
て
い

て
、
お
仮
屋
の
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
方
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　

ほ
か
に
も
『
北
橘
村
の
民
俗
』
に
、
こ
れ
ら
と
同
じ
形
を
し
た
お
仮
屋
の
写
真
が

載
っ
て
い
る
。
と
く
に
口
絵
は
、
三
峯
講
の
お
仮
屋
の
隣
に
も
う
ひ
と
つ
片
屋
根
の

お
仮
屋
が
並
ぶ
写
真
で
あ
る㊱
が
、
ど
こ
の
講
の
も
の
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
同
書

で
は
伊
勢
講
の
お
仮
屋
も
藁
製
で
片
屋
根
と
あ
る
の
で
、
伊
勢
講
の
影
響
で
三
峰
講

な
ど
の
お
仮
屋
も
片
屋
根
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い㊲
。

　

三
峯
講
以
外
に
も
、『
敷
島
村
誌
』
の
津
久
田
に
は
、
古
峰
講
の
お
仮
屋
も
あ
っ
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
栃
木
県
鹿
沼
市
草く
さ

久ぎ
ゅ
うの

古こ

峯ぶ

原
・
古ふ
る

峯み
ね

神
社
を
ま
つ
る
講

で
、
同
社
の
祭
神
日
本
武
尊
の
お
使
い
は
天
狗
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
埼
玉
県
神
川
町
の
城
峰
神
社
の
祭
神
は
日
本
武
尊
で
、
神
の
使
い
は
山
犬

と
さ
れ
、
三
峯
神
社
と
同
じ
よ
う
に
こ
の
山
犬
の
お
姿
（
お
札
）
を
持
ち
帰
る
と
、

養
蚕
、
商
売
繁
盛
、
安
産
な
ど
の
御
利
益
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
城
峰
講
も
御
札
を
ま
つ
る
お
仮
屋
が
作
ら
れ
た
よ
う
で
、
現
在
は
高
崎
市
と

合
併
し
て
い
る
『
倉
賀
野
町
の
民
俗
』
に
は
昭
和
初
期
の
お
仮
屋
の
図
が
載
っ
て
い

る
。
正
面
は
上
部
が
一
・
二
メ
ー
ト
ル
、
下
部
は
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
台
形
で
御
簾

が
掛
け
ら
れ
、
高
さ
は
一
・
三
メ
ー
ト
ル
、
奥
行
は
約
二
メ
ー
ト
ル
の
片
屋
根
の
建

物
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り㊳
、
群
馬
県
内
の
代
参
講
の
お
仮
屋
の
形
態
は
、
共
通
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

群
馬
県
で
は
、
こ
の
よ
う
な
片
屋
根
の
形
式
を
伝
え
る
三
峯
講
の
お
仮
屋
は
、
現

在
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
。
筆
者
が
唯
一
調
査
が
で
き
た
の
は
、
埼
玉
県
上
里
町

七
本
木
古
新
田
の
お
仮
屋
で
あ
る
（
二
〇
一
〇
年
調
査
）。
西
行
き
の
古
新
田
バ
ス
停

の
所
に
お
仮
屋
が
あ
っ
た
。
片
屋
根
で
鉄
パ
イ
プ
の
骨
組
み
を
し
て
お
り
、
高
さ
約

一
・
二
メ
ー
ト
ル
、
幅
約
二
メ
ー
ト
ル
、
奥
行
約
二
・
一
メ
ー
ト
ル
で
、
屋
根
の
前

方
に
丸
い
軒
を
作
り
、
軒
の
上
に
竹
矢
来
を
立
て
て
い
た
。
内
部
の
中
央
奥
に
棚
を

吊
り
、
お
札
を
納
め
る
。
雨
漏
り
で
お
札
が
痛
む
の
を
避
け
る
た
め
、
金
属
製
の
菓

子
箱
に
お
札
を
納
め
て
棚
の
上
に
置
き
、
そ
の
下
の
地
面
に
は
蠟
燭
立
て
な
ど
を
置

い
て
い
る
（
写
真
11
～
13
）。
高
さ
は
低
い
が
、
群
馬
県
内
の
写
真
に
写
さ
れ
た
お
仮

屋
の
形
と
よ
く
似
て
い
る
。

　

も
と
は
、
茅
葺
き
だ
っ
た
が
、
稲
藁
を
使
う
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
藁
束
五
束
で

屋
根
を
造
る
と
い
う
。
柱
も
も
と
は
竹
だ
っ
た
が
、
鉄
パ
イ
プ
に
変
え
た
と
い
う
。

講
の
世
話
役
で
あ
る
当
時
の
講
元
の
話
に
よ
る
と
、
古
新
田
講
は
明
治
三
十
八
年
（
一

九
〇
五
）
五
月
に
結
成
し
た
講
で
、
も
と
は
二
十
軒
で
組
織
さ
れ
た
が
、
調
査
時
に

は
十
九
軒
に
な
っ
て
お
り
、
毎
年
四
月
下
旬
か
ら
五
月
上
旬
に
四
人
一
組
で
三
峯
山



一
六

へ
代
参
す
る
。
昔
は
徒
歩
で
三
峰
山
に
登
っ
て
宿
坊
で
一
泊
し
、
の
ち
に
は
自
転
車

と
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
と
な
り
、
調
査
時
は
自
動
車
で
日
帰
り
に
な
っ
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
な
古
い
形
態
を
残
し
て
い
た
古
新
田
の
三
峯
講
の
お
仮
屋
だ
が
、
二
〇

一
二
年
に
訪
ね
た
際
に
は
ま
だ
残
っ
て
い
た
が
、
そ
の
後
造
ら
れ
な
く
な
っ
て
お
り
、

別
の
場
所
で
常
設
の
祠
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

ほ
か
に
も
、
長
瀞
町
長
瀞
町
、
宝
登
山
の
麓
に
あ
る
宝
登
山
神
社
も
山
犬
を
ま
つ

る
神
社
で
、
御
眷
属
の
お
札
を
受
取
っ
て
帰
る
代
参
講
が
あ
る
。
群
馬
県
の
『
太
田

市
史
』
に
は
、

　

代
参
の
も
の
が
で
か
け
た
あ
と
は
、
オ
カ
リ
ヤ
を
ク
ル
ワ
ご
と
に
つ
く
っ
て

（
わ
ら
で
小
屋
を
つ
く
り
、
前
を
ス
ギ
の
葉
で
飾
る
）、
代
参
の
も
の
が
帰
っ
て

く
る
と
、
赤
飯
を
た
い
て
そ
こ
へ
ま
つ
り
こ
む
。
お
札
を
、
一
軒
三
枚
ず
つ
く

ば
る
（
北
金
井
）。

と
あ
り
、
藁
の
お
仮
屋
の
前
側
に
竹
矢
来
と
杉
葉
が
あ
る
藁
製
の
お
仮
屋
の
写
真
が

載
っ
て
い
る㊴
。

　
『
新
編
埼
玉
県
史
』
に
も
、
皆
野
町
金
沢
に
あ
っ
た
宝
登
山
講
の
お
仮
屋
の
写
真
が

載
っ
て
い
る
。
正
面
が
馬
蹄
形
で
窓
の
と
こ
ろ
に
御
簾
が
懸
か
っ
て
い
る㊵
。
こ
の
写

真
が
撮
影
さ
れ
た
正
法
寺
を
二
〇
〇
九
年
に
訪
ね
た
と
こ
ろ
、
宝
登
山
神
社
の
御
眷

属
の
札
を
ま
つ
る
祠
は
、
石
製
に
か
わ
っ
て
い
た
（
写
真
14
）。

　

山
犬
を
ま
つ
る
お
仮
屋
に
つ
い
て
補
足
す
る
と
、
岐
阜
県
恵
那
市
串
原
の
中
山
神

社
の
中
山
講
の
信
仰
が
あ
る
。
中
山
神
社
は
、
大
和
国
吉
野
郡
の
金
峰
神
社
か
ら
勧

請
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
神
社
で
、
狐
や
狸
な
ど
の
憑
き
も
の
に
効
果
が
あ
る
と
い

わ
れ
る
お
犬
様
を
眷
属
と
し
て
ま
つ
っ
て
い
る
。
長
野
県
、
岐
阜
県
、
愛
知
県
を
流

れ
る
矢
作
川
の
流
域
を
中
心
に
信
仰
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
神
社
の
特
徴
は
、
陶
器
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一
七

製
の
犬
の
人
形
を
配
っ
て
い
る
。
中
山
講
で
は
柱
の
上
に
小
さ
な
祠
を
作
り
付
け
、

授
与
さ
れ
た
人
形
を
そ
の
中
に
安
置
し
て
ま
つ
っ
て
い
る㊶
。

　

愛
知
県
豊
川
市
足
山
田
町
の
中
山
神
社
は
、
陶
製
で
は
な
く
お
犬
様
の
石
像
を
ま

つ
っ
て
お
り
、
檜
葉
で
屋
根
を
作
っ
て
い
る
。
現
在
の
柱
は
木
で
は
な
く
、
金
属
に

な
っ
て
お
り
、
毎
年
秋
に
屋
根
を
葺
き
替
え
る
よ
う
で
あ
る
（
写
真
15
）。

六　

長
野
県
の
三
峯
講

　

群
馬
県
や
埼
玉
県
の
三
峯
講
の
お
仮
屋
は
少
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
長
野
県
で
は

ま
だ
古
い
形
態
の
三
峯
講
の
お
仮
屋
が
残
っ
て
お
り
、
次
に
そ
れ
を
見
て
い
き
た
い
。

　
『
松
本
平
の
石
神
石
仏
考
』
に
は
、
朝
日
村
西
洗
馬
原
新
田
の
お
仮
屋
の
写
真
が
載

っ
て
い
る
。
四
本
の
柱
の
上
に
棚
を
載
せ
て
お
札
を
ま
つ
り
、
前
面
に
御
簾
を
懸
け

て
周
囲
を
杉
葉
で
覆
っ
た
も
の
だ
が㊷
、
現
在
は
ト
タ
ン
板
の
も
の
に
か
わ
っ
て
い
る
。

　
『
松
本
市
史
』
に
、

　

ム
ラ
の
三
峯
講
は
、
杉
の
葉
で
か
こ
む
祠
あ
る
い
は
な
に
も
か
こ
わ
な
い
祠

を
「
三
峯
の
お
仮
屋
」
と
よ
ん
で
、
こ
れ
に
ム
ラ
を
守
る
三
峯
神
社
の
御
札
を

祭
り
、
仲
間
で
祈
願
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
み
ら
れ
る
。
今
井
の
上
新
田
の
町
会

が
、
道
祖
神
場
の
四
本
柱
の
上
に
両
流
れ
造
り
の
大
き
な
祠
を
も
う
け
て
三
峯

神
社
の
御
札
を
祭
り
、
三
峯
講
の
祭
り
を
し
て
い
る㊸
。

と
記
さ
れ
て
い
る
上
新
田
の
お
仮
屋
も
、
写
真
16
の
よ
う
に
ト
タ
ン
板
の
屋
根
の
常

設
の
も
の
に
か
わ
っ
て
お
り
、
扉
の
格
子
越
し
に
内
部
を
の
ぞ
く
と
三
峰
神
社
の
お

札
が
何
枚
も
納
め
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
は
杉
葉
だ
っ
た
が
、
藁
の
と
こ
ろ
も
あ
る
。
白
馬
村
青
鬼
集
落
の
三
峯
社

写真１４　�皆野町金沢・正法寺境内の宝登山講の
お仮屋（200９年）

写真１５　豊川市足山田町・中山神社�
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一
八

が
わ
か
る㊺
。

　

代
参
者
が
拝
借
し
た
お
犬
様
の
お
札
は
持
ち
帰
っ
て
、
村
の
入
口
や
辻
、
氏
神
社

の
境
内
で
ま
つ
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、
そ
の
当
時
は
一
四
〇
〇
を
こ
え
る
お
仮
屋
が

長
野
県
内
に
存
在
し
た
は
ず
だ
が
、
戦
後
は
次
第
に
講
が
解
散
し
た
り
、
代
参
が
行

わ
れ
な
く
な
っ
て
そ
の
数
が
減
っ
て
い
っ
た
の
と
、
竹
で
骨
組
み
を
作
っ
て
藁
・
ス

ス
キ
（
茅
）・
杉
葉
な
ど
の
植
物
で
屋
根
や
壁
を
葺
く
形
態
は
、
材
料
の
入
手
や
技
術

伝
承
の
理
由
で
木
製
や
石
製
の
常
設
の
祠
に
か
わ
っ
て
い
る
。
今
で
も
地
区
の
中
央

の
辻
に
ト
タ
ン
屋
根
の
祠
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
写
真
8
の
神
宮
寺
の
秋
葉
講

の
お
仮
屋
の
左
側
に
見
え
る
木
の
祠
は
三
峯
講
の
お
札
を
ま
つ
っ
て
い
る
。

　

写
真
に
は
な
い
が
、
木
製
の
祠
に
な
っ
て
も
、
松
本
市
南
小
松
の
集
落
の
東
西
入

口
に
立
つ
も
の
や
、
松
本
市
島
立
の
神
明
社
境
内
の
も
の
は
左
右
の
壁
面
に
杉
葉
を

括
り
つ
け
て
お
り
、
か
つ
て
の
杉
葉
で
覆
わ
れ
た
姿
を
伝
え
て
い
る
。

　

表
2
は
、
長
野
県
内
の
調
査
で
見
て
廻
っ
た
古
い
形
態
を
残
す
三
峯
講
の
お
仮
屋

を
ま
と
め
て
み
た
。
ま
だ
県
内
に
現
存
す
る
も
の
の
ほ
ん
の
一
部
だ
と
思
わ
れ
る
が
、

代
参
講
の
お
仮
屋
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
写
真
と
と
も
に
紹
介
し
た
い

（
写
真
17
～
33
）。
調
査
の
し
や
す
さ
の
関
係
も
あ
っ
て
、
茅
野
市
か
ら
松
本
市
あ
た

り
の
事
例
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
中
で
群
馬
県
に
見
ら
れ
た
片
屋
根
の
形
態
を
残
す
の
は
伊
那
市
美み

篶す
ず

下
川
手

御
社
宮
司
社
境
内
の
も
の
（
写
真
18
）
だ
け
だ
が
、
こ
れ
も
傾
斜
地
に
建
っ
て
い
る

た
め
背
後
の
壁
が
な
い
だ
け
で
、
側
面
の
壁
が
あ
る
の
で
群
馬
県
の
も
の
と
は
異
な

る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

あ
と
の
多
く
は
神
社
の
社
殿
を
真
似
た
屋
形
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
多
く
、
棚
が

あ
っ
て
そ
の
上
に
お
札
を
ま
つ
る
も
の
と
、
地
面
に
接
し
て
い
る
も
の
（
床
下
0
セ

は
、
集
落
を
見
下
ろ

す
裏
山
に
あ
る
青
鬼

神
社
の
近
く
に
ま
つ

ら
れ
て
い
る
。
六
月

十
一
日
に
藁
で
「
三

峯
さ
ま
」
の
社
を
造

り
、
三
峰
山
か
ら
受

け
て
き
た
お
札
を
ま

つ
っ
て
祈
禱
す
る
と

い
う㊹
。
現
地
を
訪
ね

た
が
、
青
鬼
神
社
か

ら
さ
ら
に
東
側
の
山

中
に
入
る
よ
う
で
、

現
状
は
確
認
は
で
き

て
い
な
い
。

　

三
峯
神
社
の
昭
和

十
五
年
（
一
九
四

〇
）
の
府
県
別
の
調

査
で
は
、
長
野
県
の
講
社
数
は
一
四
一
〇
で
講
員
数
は
四
六
三
二
六
人
と
一
番
多
く
、

以
下
埼
玉
の
九
一
四
社
（
三
〇
四
二
〇
人
）、
千
葉
、
茨
城
と
続
く
の
に
対
し
、
講
員

全
員
で
三
峯
神
社
へ
参
拝
す
る
参
拝
講
社
は
東
京
、
千
葉
、
埼
玉
と
続
き
、
長
野
は

昭
和
十
三
年
（
一
九
三
八
）
に
四
、
昭
和
三
十
三
年
（
一
九
五
八
）
で
も
七
と
数
が

少
な
く
、
長
野
県
の
講
社
は
ほ
と
ん
ど
が
参
拝
講
で
は
な
く
、
代
参
講
で
あ
る
こ
と

写真１６　松本市今井・上新田の道祖神場お仮屋（20１６年）



一
九

が
例
で
あ
る
。
お
札
は
三
通
り
あ
っ
て
、
こ
の
お
札
が
届
く
と
新
し
く
お
納
め

す
る
小
屋
を
造
る
の
で
あ
る
が
、
大
て
い
は
萱
で
掘
立
て
小
屋
の
様
に
し
入
口

を
四
五
糎
角
位
開
け
て
置
き
、
お
札
は
平
た
い
木
箱
に
納
め
て
小
屋
の
中
に
祀

る
。
丁
寧
に
祀
る
部
落
で
は
お
札
毎
に
三
棟
の
小
屋
と
す
る
が
、
普
通
は
一
棟

の
小
屋
に
納
め
る
所
が
多
い
。
深
原
で
は
三
棟
造
っ
て
周
囲
を
竹
垣
を
囲
ら
し

〆
縄
を
張
る
丁
寧
な
祀
り
方
を
し
て
い
る㊻
。

と
あ
り
、『
小
谷
村
誌
』
に
は
、「
深
原
・
李
平
で
は
字
宮
諏
訪
神
社
の
境
内
に
祀
っ

て
い
る
が
、
御
神
体
を
安
置
し
て
お
く
社
殿
を
藁
で
作
っ
て
あ
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

（
中
略
）
三
峯
社
の
社
殿
は
三
社
作
り
そ
れ
ぞ
れ
サ
ン
ダ
ワ
ラ
に
小
豆
粥
を
供
え
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。
島
・
塩
坂
・
来
馬
で
も
茅
で
同
様
の
社
殿
を
作
り
お
祀
り
し
て

い
る
」
と
し
て
、
字
宮
諏
訪
神
社
の
三
社
が
並
ぶ
お
仮
屋
の
写
真
を
載
せ
て
い
る㊼
。

　

同
村
黒
川
で
も
三
峯
社
が
ま
つ
ら
れ
て
い
る
。
現
在
は
諏
訪
神
社
の
社
殿
の
右
背

後
に
、
二
〇
一
一
年
大
き
な
木
製
の
祠
が
新
し
く
建
て
ら
れ
て
い
る
。
以
前
は
神
社

の
左
手
の
山
中
に
あ
っ
た
よ
う
で
、『
小
谷
の
神
社
・
仏
閣
』
に
写
真
が
載
っ
て
い

る㊽
。
円
錐
形
の
一
社
だ
け
だ
が
、
正
面
は
開
口
し
て
お
札
を
拝
め
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。
間
口
と
奥
行
は
一
・
二
間
と
あ
る
の
で
底
面
の
直
径
は
約
二
一
八
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
と
大
き
い
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
高
さ
の
記
述
は
な
い
が
、
二
メ
ー
ト

ル
近
い
積
雪
が
あ
る
よ
う
な
の
で
、
積
雪
時
に
も
位
置
が
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
の
ぐ

ら
い
の
高
さ
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

現
在
見
る
こ
と
が
で
き
る
三
峯
講
の
お
仮
屋
が
、
隣
接
す
る
地
区
で
同
じ
よ
う
な

形
態
に
な
っ
て
い
る
の
は
当
然
な
こ
と
だ
ろ
う
が
、
調
査
数
が
少
な
す
ぎ
る
た
め
、

形
態
に
よ
る
分
布
圏
を
推
定
す
る
こ
と
は
非
常
に
む
ず
か
し
い
。
こ
こ
で
は
現
状
を

紹
介
す
る
の
に
と
ど
め
た
い
。

ン
チ
と
表
記
）
が
あ
る
。
後
者
の
場
合
に
は
、
別
の
祠
の
中
に
お
札
を
納
め
る
も
の

が
多
い
。

　

松
本
市
内
に
は
、
柱
の
上
に
棚
を
載
せ
、
周
囲
を
杉
葉
で
覆
っ
て
い
る
も
の
が
あ

る
。
杉
葉
の
周
囲
に
注
連
を
張
っ
て
い
る
た
め
、
お
札
は
見
え
な
い
。
ボ
ー
ル
の
よ

う
な
球
体
で
は
な
く
キ
ノ
コ
の
傘
の
形
の
方
が
近
い
た
め
、
表
2
に
は
傘
状
と
表
記

し
た
。
入
山
辺
中
村
は
石
柱
、
下
岡
田
の
二
社
は
鉄
製
の
一
本
柱
の
上
に
祠
を
載
せ

て
い
る
が
、
大
村
と
梓
川
の
よ
う
に
四
本
の
柱
の
上
に
載
っ
て
い
る
の
が
古
い
形
だ

と
思
わ
れ
る
。

　

お
仮
屋
が
、
地
区
の
公
民
館
の
付
近
や
道
祖
神
が
あ
る
辻
に
ま
つ
ら
れ
る
の
は
、

集
落
の
中
心
部
に
位
置
す
る
か
ら
だ
が
、
集
落
を
見
下
ろ
す
山
の
中
に
ま
つ
ら
れ
る

所
も
あ
る
。
鹿
教
湯
温
泉
は
集
落
を
見
下
ろ
す
月
見
亭
と
よ
ば
れ
る
展
望
台
か
ら
稲

荷
神
社
へ
向
か
う
途
中
に
あ
り
、
藁
葺
き
の
古
い
形
態
を
伝
え
て
い
る
（
写
真
23
）。

茅
野
市
宮
川
で
も
、
坂
室
公
園
の
屋
根
の
上
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
。

　

小
谷
村
塩
坂
は
、
国
道
一
四
八
号
線
の
塩
坂
ト
ン
ネ
ル
入
口
付
近
に
あ
る
集
落
だ

が
、
こ
こ
の
七
戸
が
ま
つ
る
三
峯
様
の
お
仮
屋
は
、
集
落
背
後
の
山
中
に
あ
る
。
新

潟
県
糸
魚
川
市
方
面
に
通
じ
る
千
国
街
道
の
城じ
ょ
うの
越こ
し

と
よ
ば
れ
る
峠
で
、
街
道
か
ら

北
側
の
高
台
に
上
が
る
と
三
社
の
お
仮
屋
が
並
ん
で
い
る
（
写
真
33
）。
い
ず
れ
も
円

錐
形
で
二
七
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
背
が
高
く
、
下
部
に
窓
が
開
い
て
い
て
中
央
の

社
の
中
に
お
札
が
ま
つ
ら
れ
て
い
る
。
全
体
は
藁
葺
き
だ
が
、
窓
の
所
だ
け
杉
葉
が

使
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
お
仮
屋
は
小
谷
村
の
特
徴
の
よ
う
で
、『
小
谷
民
俗
誌
』
に
、

　

本
社
は
秩
父
三
峯
山
の
三
峯
神
社
で
、
こ
こ
か
ら
毎
年
二
月
頃
其
年
の
火
難

盗
難
諸
災
を
よ
け
て
も
ら
い
お
札
を
受
け
又
部
類
眷
属
を
お
借
り
し
て
く
る
の
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表 2　長野県内の三峯講のお仮屋（古い形態を残すもの）

地名 神社名・場所 屋根の形 高さ 幅
（間口） 奥行 床下 御簾 材質 位置、その他

伊那市小沢 中小沢諏訪神社 平入り
両屋根 80 110 100 0 ○ 杉葉 本殿の左側、隣に御嶽神社。

蚕玉神社の祠。

伊那市美篶 下川手御社宮司社 平入り
片屋根 90 123 130 0 ○ 茅 社殿の背後の斜面、前方に2本

の柱。

辰野町大字辰野
下辰野 法雲寺門前 平入り

両屋根 120 126 110 0 ○ 茅 四方の壁は御簾を懸ける。

原村柳沢 御手洗神社境内 平入り
片屋根 70 80 70 0 茅

内部にお札を納めた祠と鳥居。
周囲を茅で覆う。調査時は雪
の重みで壊れていたので、推
定の寸法。

茅野市宮川
坂室 坂室公園 平入り

片屋根 110 40 90 0 茅

宮川と弓場川の合流地付近、
坂室橋北東の尾根上。内部に
石の祠（高さ60、30×30、お
札をまつる）、茅の覆い屋。

茅野市高部 神長官守矢史料館
の南西

平入り
両屋根 150 60 60 70 ○ 茅 墓地の南側

上田市
鹿教湯温泉 月見堂の南側 平入り

両屋根 165 100 75 60 藁 藁で平入りの祠。お札（鹿教
湯温泉講社）

塩尻市片丘 南熊井諏訪神社 平入り
片屋根

130
と
100

65 68 65 ○ 杉葉

2010年調査。社務所の背後に
2社。
2016年調査。トタン板の屋根
と柱、1社だけに。

松本市入山辺
中村 中村公民館前の辻 傘状 135 70 70 70 杉葉

石柱の上に祠、周囲を杉葉で
覆い、注連を巡らせる。御嶽
山大権現の石碑。

松本市岡田
下岡田

道祖神の石碑が
ある辻 傘状 270 130 130 140 杉葉

2016年調査。鉄製の柱の上に
祠、周囲を杉葉で覆い、注連
を巡らせる。道祖神の石碑の
横。
→�2021年調査では撤去されて
いた。

松本市岡田
下岡田塩倉

塩倉池の北方、
青面金剛立像の横 傘状 170 110 110 80 杉葉 鉄製の柱の上に祠、周囲を杉

葉で覆う。

松本市大村 大宮神社 傘状 150 80 70 100 杉葉
鳥居の右奥、4本の柱の上に
棚、全体が杉葉で覆い注連を
張る。内部のお札は見えず。

松本市島立永田 下新駅南東の
道沿い

妻入り
片屋根 140 80 70 70 ○ 杉葉 屋根を杉葉で覆う。

松本市島立北栗 御乳神社 妻入り
両屋根 155 65 50 80 ○ 杉葉 本殿右横　柱と壁は木製、屋

根だけ杉葉で葺く。

松本市梓川 丸田公民館の西 傘状 160 90 90 80 杉葉 4本柱、柱間50センチ。杉葉で
覆い、注連を張る。

松本市上波田 地区の入口 妻入り
両屋根 200 70 90 120 ○ 杉葉

2016年調査。屋根は杉葉。内
部に四角い箱（高さ30、幅30、
奥行15センチ）に御札。前に
「三峰神社　盗難除・火防・諸
灾除」の貼紙。『波田町誌　自
然民俗編』（1983年）に記述。

小谷村塩坂 千石街道・城の越
付近の高台 円錐形 275 左右の社は100

中央の社は95 0 藁・杉葉

3社、窓（35×40）、中央にお
札。
『小谷村誌』には、字宮諏訪神
社の三峯社も藁製の3社だっ
た写真を載せる。

（寸法の単位はセンチメートル）



二
一

写真１7　伊那市小沢・中小沢諏訪神社（20１６年）写真１8　伊那市美篶下川手・御社宮司社（202１年）

写真１９　辰野町辰野・法雲寺門前（202１年）写真20　原村柳沢・御手洗神社（20１６年）

写真2１　茅野市宮川坂室（202１年）

写真22　茅野市高部（20１0年）

写真１7～33
長野県内の三峯講のお仮屋



二
二

写真23　上田市鹿教湯温泉（20１7年）写真2４　塩尻市片岡・南熊井諏訪神社（20１0年）

写真2５　松本市入山辺中村（202１年）

写真2６　松本市岡田下岡田（20１7年）

写真27　松本市岡田下岡田塩倉（202１年）写真28　松本市大村・大宮神社（20１６年）



二
三

写真2９　松本市島立永田（202１年）写真30　�松本市島立北栗・御乳神社�
（20１６年）

写真3１　松本市梓川（202１年）写真32　松本市上波田（20１６年）

写真33　小谷村塩坂・三峯様（202１年）



二
四

う
下
社
の
大
祝
・
金
刺
盛
久
の
和
歌
が
載
っ
て
お
り
、
穂
屋
は
鎌
倉
時
代
に
ま
で
さ

か
の
ぼ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

現
在
諏
訪
大
社
で
は
、
御
射
山
祭
は
八
月
二
十
七
日
に
、
数
え
の
二
歳
児
の
成
長

を
祈
る
祭
り
と
な
っ
て
い
る
。
下
社
の
穂
屋
は
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
上
社
は
御
射

山
神
社
（
富
士
見
町
）
に
残
っ
て
い
る
。
三
間
・
二
間
の
両
流
れ
の
屋
根
と
柱
だ
け

の
建
物
で
、
祭
り
が
近
づ
く
と
長
さ
二
メ
ー
ト
ル
余
り
の
ス
ス
キ
を
並
べ
て
壁
を
つ

く
り
、
宵
宮
の
夜
は
神
職
が
泊
ま
る
。
穂
屋
は
一
棟
だ
け
に
な
っ
て
い
る
が
、『
諏
訪

の
年
中
行
事
』（
一
九
四
九
年
）
で
は
、「
二
十
四
日
に
穂
の
出
た
青
薄
で
屋
根
を
葺

い
て
穂
屋
と
い
う
仮
屋
十
餘
宇
を
造
営
す
る
」
と
あ
る
の
で㊾
、
か
つ
て
は
多
く
の
穂

屋
が
境
内
に
並
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
祭
り
に
あ
わ
せ
て
、
御
射
山
神
社
周
辺
の
集
落
の
神
社
で
も
穂
屋
を
造
っ
て

い
た
が
、
壁
全
面
を
ス
ス
キ
で
覆
う
と
こ
ろ
は
少
な
く
な
っ
て
お
り
、
柱
に
ス
ス
キ

の
穂
を
縛
り
付
け
る
だ
け
の
と
こ
ろ
も
多
い
。

　

諏
訪
大
社
か
ら
離
れ
た
地
域
で
も
、
新
暦
の
八
月
、
も
し
く
は
九
月
に
御
射
山
祭

を
行
う
神
社
は
多
い
。
箕
輪
町
三
日
町
に
あ
る
御
射
山
三
社
で
は
、
九
月
二
十
六
日

に
箕
輪
南
宮
神
社
か
ら
御
射
山
御
旅
所
に
神
輿
の
渡
御
が
あ
り
、
掘
立
て
小
屋
に
青

萱
を
葺
い
た
穂
屋
を
三
棟
建
て
、
三
日
間
神
職
た
ち
が
籠
も
っ
た
と
い
う㊿

。
現
在
は

常
設
の
社
殿
が
建
っ
て
い
る
が
、
一
番
奥
に
あ
る
奥
殿
の
窓
に
は
格
子
ご
と
に
ス
ス

キ
の
束
が
括
り
つ
け
ら
れ
て
、
か
つ
て
の
穂
屋
の
様
子
を
伝
え
て
い
る
（
写
真
34
）。

　

高
森
町
下
市
田
の
萩
山
神
社
の
背
後
に
あ
る
台
地
の
上
、
南
信
濃
農
業
試
験
場
の

南
東
に
森
が
あ
り
、
そ
の
中
に
三
尺
四
方
で
丸
太
の
柱
組
、
萩
の
壁
、
ス
ス
キ
の
穂

で
屋
根
を
葺
い
た
小
さ
な
祠
が
残
る
（
写
真
35
）、
九
月
二
十
八
日
が
御
射
山
祭
で
、

そ
れ
に
あ
わ
せ
て
毎
年
造
り
直
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
こ
こ
十
年
ほ
ど
に
わ
た
っ
て
長
野
県
の
三
峯
講
の
お
仮
屋
を
調
査
し
て

き
た
が
、
こ
の
間
に
も
変
化
が
あ
る
。
塩
尻
市
片
丘
の
南
熊
井
諏
訪
神
社
の
境
内
に

あ
る
お
仮
屋
は
、
二
〇
一
〇
年
に
は
二
社
ま
つ
ら
れ
て
杉
葉
で
覆
わ
れ
て
い
た
が
、

二
〇
一
六
年
に
は
一
社
に
減
っ
て
ト
タ
ン
屋
根
に
か
わ
っ
て
い
た
。
松
本
市
の
下
岡

田
の
お
仮
屋
も
二
〇
一
七
年
に
調
査
を
し
た
が
、
昨
年
訪
ね
る
と
周
囲
は
宅
地
化
が

進
ん
で
お
仮
屋
は
な
く
な
っ
て
お
り
、
道
祖
神
の
石
碑
が
残
る
だ
け
で
あ
る
。

七　

諏
訪
信
仰
の
お
仮
屋

　

三
峯
講
の
お
仮
屋
が
、
長
野
県
で
多
数
残
っ
て
い
る
の
は
、
長
野
県
内
の
講
社
の

数
が
多
か
っ
た
こ
と
や
材
料
と
な
る
茅
や
竹
、
杉
葉
な
ど
の
材
料
が
手
に
入
り
や
す

い
こ
と
に
も
よ
る
が
、
も
と
も
と
祭
り
の
際
に
お
仮
屋
を
つ
く
る
素
地
が
こ
の
地
域

に
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
諏
訪
信
仰
の
影
響
で
あ
る
。

　

諏
訪
大
社
は
諏
訪
湖
を
は
さ
ん
で
上
社
（
諏
訪
市
）
と
下
社
（
諏
訪
郡
下
諏
訪
町
）

に
分
か
れ
て
い
る
が
、
両
社
の
祭
祀
は
共
通
し
た
も
の
が
多
く
、
旧
七
月
二
十
七
日

に
御み

射さ

山や
ま

祭
が
行
わ
れ
る
。

　

こ
の
祭
り
に
は
、
鎌
倉
の
武
士
た
ち
が
参
加
し
て
、
狩
猟
に
よ
っ
て
武
術
を
競
い
、

捕
ら
え
た
獲
物
を
諏
訪
神
に
捧
げ
た
と
伝
え
ら
れ
、
そ
の
際
に
は
、
神
を
ま
つ
る
四

棟
の
神
殿
や
、
大
祝
と
随
行
の
神
官
、
参
加
し
た
武
士
の
宿
舎
な
ど
が
建
て
ら
れ
た
。

片
屋
根
の
建
物
で
、
屋
根
と
壁
が
丈
の
長
い
ス
ス
キ
や
菅す
げ

の
穂
で
葺
か
れ
た
こ
と
か

ら
穂
屋
と
よ
ば
れ
た
た
め
、
こ
の
祭
り
は
穂
屋
祭
と
も
よ
ん
で
い
る
。

　

正
和
元
年
（
一
三
一
二
）
に
完
成
し
た
『
玉
葉
和
歌
集
』（
巻
一
四
・
雑
歌
一
）
に
、

「
尾
花
ふ
く　

ほ
や
の
め
く
り
の
一
村
に　

し
は
し
里
あ
る　

秋
の
み
さ
や
ま
」
と
い



二
五

斎
も
必
要
が
な
く
な
っ
て
い
き
、
次
第
に
造
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
く
。

　

さ
ら
に
、
わ
ざ
わ
ざ
代
表
を
送
り
出
す
代
参
で
な
く
と
も
個
人
で
参
拝
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
、
代
参
講
を
維
持
で
き
な
く
な
る
要
因
と
な
る
。

ま
た
、
代
参
講
が
続
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
、
お
仮
屋
を
毎
年
造
り
か
え
る
の
は
手

間
に
な
る
し
、
材
料
を
集
め
て
お
仮
屋
を
造
る
技
術
伝
承
の
問
題
も
あ
っ
て
、
次
第

に
常
設
の
祠
に
か
わ
っ
て
い
く
。

　

神
社
建
築
に
お
い
て
、
や
し
ろ
か
ら
宮
へ
、
仮
設
の
お
仮
屋
か
ら
常
設
の
社
殿
へ

か
わ
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
よ
く
言
わ
れ
る
が
、
そ
の
変
化
の
様
子
を
伝
え
る
資
料
の

ひ
と
つ
が
代
参
講
の
お
仮
屋
で
あ
る
。

　

ほ
か
に
も
長
野
県
内
や
周
辺
の
都
県
で
諏
訪
信
仰
の
影
響
を
受
け
た
穂
屋
が
残
っ

て
い
る�
。
こ
の
よ
う
な
、
祭
り
の
際
に
お
仮
屋
を
つ
く
り
か
え
て
き
た
民
俗
が
古
く

か
ら
伝
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
代
参
講
の
お
仮
屋
に
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　

代
参
講
の
お
仮
屋
は
、
群
馬
県
の
伊
勢
講
の
よ
う
に
、
代
参
者
が
籠
も
っ
て
精
進

潔
斎
を
行
っ
た
精
進
屋
（
お
籠
も
り
小
屋
）
の
機
能
を
持
っ
て
い
た
大
型
の
も
の
と
、

三
峯
講
な
ど
の
代
参
講
で
持
ち
帰
っ
た
神
札
や
護
符
を
ま
つ
る
も
の
と
が
あ
っ
た
。

前
者
の
大
型
の
お
仮
屋
は
、
徒
歩
で
参
詣
し
て
い
た
時
代
の
も
の
な
の
で
、
交
通
の

便
が
よ
く
な
っ
て
鉄
道
や
自
動
車
で
行
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
精
進
潔

写真3４　箕輪町・御射山三社神社御旅所（200９年）

写真3５　高森町・御射山社（200９年）



二
六

⑯　
『
善
光
寺
平
の
ま
つ
り
と
講
』
口
絵
と
一
五
頁
、
郷
土
を
知
る
会
、
一
九
九
八
年
。

⑰　
「
新
収
集
資
料
紹
介
～
三
峰
講
道
具
～
」『
博
物
館
だ
よ
り
』
九
九
号
、
長
野
市
立
博

物
館
、
二
〇
一
六
年
。

⑱　
『
山
梨
県
の
祭
り
・
行
事
』
一
四
一
～
三
頁
、
山
梨
県
教
育
委
員
会
、
一
九
九
九
年
。

⑲　
『
御
定
書
寛
保
集
成
』
巻
二
一　

祭
礼
之
部
に
、
禁
令
の
原
文
が
あ
る
（
翻
刻
本　

一

二
四
五
、
岩
波
書
店
、
一
九
三
四
年
）。

⑳　

春は
る

埜の

山さ
ん

大だ
い

光こ
う

寺じ

は
、
浜
松
市
天
竜
区
春
野
町
に
あ
る
神
仏
混
淆
の
寺
院
で
、
眷
属
は

「
お
犬
様
」（
狼
）
で
あ
る
。

㉑　

坪
井
俊
三
「
遠
州
に
お
け
る
秋
葉
信
仰
の
展
開
」、
遠
山
佳
治
「
秋
葉
山
常
夜
燈
か
ら

見
た
秋
葉
街
道
」（
中
野
東
禅
・
吉
田
俊
英
編
『
民
衆
宗
教
史
叢
書　

第
三
一
巻　

秋
葉

信
仰
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
八
年
）。

㉒　

伊
藤
晃
雄
「
津
島
神
社
御
師
の
活
動
」『
神
道
及
び
神
道
史
』
一
一
号
、
一
九
六
九

年
。

㉓　

註
①
参
照
。

㉔　

小
島
廣
次
「
津
島
と
お
天
王
さ
ま
」（『
海
と
列
島
文
化　

第
八
巻　

伊
勢
と
熊
野
の

海
』
小
学
館
、
一
九
九
二
年
）。

㉕　
『
飯
田
市
地
域
史
研
究
事
業
・
民
俗
報
告
書
6　

飯
田
・
上
飯
田
の
民
俗
Ⅰ
』「
祇
園

祭
」（
三
五
五
～
七
頁
、
二
〇
一
三
年
、
飯
田
市
美
術
博
物
館
）。

㉖　
『
諏
訪
四
賀
村
誌
』
二
七
八
頁
、
四
賀
村
誌
刊
行
会
、
一
九
八
五
年
。

㉗　
『
小
谷
民
俗
誌
』
三
〇
〇
～
一
頁
、
小
谷
村
教
育
委
員
会
、
一
九
七
九
年
。
な
お
、『
小

谷
の
神
社
・
仏
閣
：
調
査
報
告
書
』
一
五
頁
（
小
谷
村
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
七
年
）

に
、
天
王
様
に
木
の
枝
を
さ
し
た
様
子
の
写
真
が
あ
る
。

㉘　
『
勢
多
郡　

横
野
村
誌
』
一
一
七
六
頁
、
横
野
村
誌
編
纂
委
員
会
、
一
九
五
六
年
。

㉙　
『
勢
多
郡　

敷
島
村
誌
』
七
三
五
頁
、
敷
島
村
誌
編
纂
委
員
会
、
一
九
五
九
年
。

㉚　

根
岸
鎮
衛
著
『
耳
嚢
』
巻
之
三
「
三
峰
山
に
て
犬
を
か
り
る
事
」（
文
化
十
一
・
一
八

註①　

拙
稿
「
津
島
信
仰
の
お
仮
屋
」（『
関
西
大
学
博
物
館
紀
要
』
一
五
号
、
二
〇
〇
九
年
）。

②　
『
安
堵
町
史　

史
料
編
下
巻
』
安
堵
町
、
一
九
九
一
年
。

③　
『
加
東
郡
誌
』
四
九
八
頁
、
加
東
郡
教
育
会
、
一
九
二
三
年
。

④　
『
美
囊
郡
誌
』
一
九
二
三
年
初
版
（
一
一
三
七
頁　

名
著
出
版
、
一
九
七
五
年
復
刻
）。

⑤　
『
新
修
加
東
郡
誌
』
一
〇
九
二
～
三
頁
、
加
東
郡
教
育
委
員
会
、
一
九
七
四
年
。

⑥　
『
巨
勢
誌
』
一
九
〇
頁
、
兵
庫
県
加
東
郡
社
町
東
古
瀬
、
一
九
七
八
年
。

⑦　
『
三
田
市
史　

第
九
巻　

民
俗
編
』
六
〇
二
～
六
頁
、
三
田
市
、
二
〇
〇
四
年
。

⑧　

久
下
隆
史
著
『
村
落
祭
祀
と
芸
能
』
九
三
頁
、
名
著
出
版
、
一
九
八
九
年
。

⑨　
『
大
阪
府
の
民
俗
資
料　

大
阪
府
文
化
財
調
査
報
告
書　

第
二
〇
輯
』、
三
九
頁
、
一

九
六
八
年
、
大
阪
府
教
育
委
員
会
。
な
お
、
口
絵
の
図
版
七
に
は
、
床
の
間
に
ま
つ
ら

れ
た
御
幣
を
納
め
鳥
居
を
前
に
立
て
た
小
さ
な
お
仮
屋
の
写
真
が
あ
る
。
キ
ャ
プ
シ
ョ

ン
は
な
い
が
、
オ
ハ
ケ
と
思
わ
れ
る
。

⑩　
『
能
勢
町
史　

第
五
巻
（
資
料
編
）』
二
八
四
頁
、
能
勢
町
、
一
九
八
五
年
。

⑪　

原
田
敏
明
「
オ
ハ
ケ
奉
斎
の
形
式
と
変
遷
」
一
九
四
三
年
初
出
（
同
著
『
村
の
祭
り

と
聖
な
る
も
の
』
中
央
公
論
社
、
一
九
八
〇
年
）。

⑫　

井
上
頼
壽
著
『
伊
勢
信
仰
と
民
俗
』
三
一
頁
、
神
宮
司
庁
、
一
九
五
五
年
。

⑬　

北
橘
村
誌
編
纂
委
員
会
編
『
北
橘
村
誌
』
北
橘
村
、
九
七
七
頁
、
一
九
七
五
年
。

⑭　

薮
塚
本
町
滝
ノ
入
の
紙
人
形
の
事
例
だ
が
、
長
野
県
の
『
大
町
市
史　

第
五
巻　

民

俗
・
観
光
』（
四
二
六
頁
、
大
町
市
、
一
九
八
四
年
）
に
伊
勢
若
様
と
よ
ば
れ
た
二
尺
の

藁
人
形
を
身
代
わ
り
と
し
て
ま
つ
り
、
帰
着
後
お
仮
屋
と
一
緒
に
燃
や
し
た
と
い
う
。

⑮　

櫻
井
徳
太
郎
著
『
民
間
信
仰
の
研
究　

上　

櫻
井
徳
太
郎
著
作
集
第
三
巻
』
第
三

編
・
第
四
章
「
田
屋
神
明
社
の
成
立
」（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
）。
同
著
『
講
集

団
の
研
究　

櫻
井
徳
太
郎
著
作
集
第
一
巻
』
第
二
編
・
第
一
章
「
参
拝
講
・
代
参
講
」

（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
）。



二
七

㊾　

諏
訪
教
育
会
編
『
諏
訪
の
年
中
行
事
』
七
月
二
十
七
日
、
蓼
科
書
房
、
一
九
四
九
年
。

㊿　
『
箕
輪
町
誌　

歴
史
編
』
四
四
四
～
六
頁
、
箕
輪
町
誌
編
纂
刊
行
委
員
会
、
一
九
八
六

年
。

�　

長
野
県
小
海
町
の
松
原
諏
方
神
社
、
東
京
都
青
梅
市
の
虎
柏
神
社
の
事
例
は
、
拙
稿

「
子
ど
も
が
籠
る
祭
り
の
お
仮
屋
」（『
関
西
大
学
博
物
館
紀
要
』
一
九
号
、
二
〇
一
三

年
）
で
紹
介
し
て
い
る
。

［
参
考
文
献
］
註
に
引
用
し
た
文
献
を
除
く
。

『
群
馬
県
史　

資
料
編
25
～
27　

民
俗
1
～
3
』
群
馬
県
、
一
九
八
〇
～
八
四
年

『
群
馬
県
史　

通
史
6　

近
世
3
』
一
九
九
二
年

『
新
編
埼
玉
県
史　

別
編
1　

民
俗
1
』
埼
玉
県
、
一
九
八
六
年

『
埼
玉
県
立
博
物
館
展
示
解
説　

民
俗
』
埼
玉
県
立
博
物
館
、
一
九
八
三
年

『
韮
崎
市
史　

下
巻
』
韮
崎
市
誌
編
集
委
員
会
、
一
九
七
九
年

『
恵
那
郡
史
』
一
九
二
六
年
初
版
（
恵
那
郡
教
育
会
、
一
九
八
二
年
再
刊
）

『
恵
那
市
史　

通
史
編　

第
三
巻
（
2
）』
恵
那
市
、
一
九
九
一
年

『
春
野
町
史　

通
史
編　

上
巻
』
春
野
町
、
一
九
九
七
年

『
長
野
県
史　

民
俗
編　

第
一
巻
2　

第
二
巻
2　

第
三
巻
2　

第
四
巻
2
』（
長
野
県
史

刊
行
会
、
一
九
八
五
～
八
九
年
）

『
企
画
展　

尾
張
の
天
王
信
仰
』
名
古
屋
市
博
物
館
、
一
九
九
九
年

下
平
武
「
三
峯
様
の
お
仮
屋
」（『
西
郊
民
俗
』
二
五
二
号
、
二
〇
二
〇
年
）

下
平
武
「
三
峯
様
の
か
た
ち
」（『
長
野
県
民
俗
の
会
会
報
』
四
三
号
、
二
〇
二
〇
年
）

西
村
敏
也
著
『
武
州
三
峰
山
の
歴
史
民
俗
学
的
研
究
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
九
年

松
下
孜
「
天
王
信
仰
と
津
島
御
師
の
活
動
」（『
愛
知
県
史
研
究
』
一
四
、
二
〇
一
〇
年
）

一
四
年
ま
で
の
記
事
。
岩
波
文
庫
、
一
九
九
一
年
）。

㉛　
「
三
峯
山
観
音
院
記
録
下
書
」（『
三
峯
神
社
史
料
集
』
第
一
巻
、
三
峯
神
社
社
務
所
、

一
九
八
四
年
）。

㉜　
『
三
峯
神
社
文
書
』
六
八
〇
～
六
八
二
（『
三
峯
神
社
史
料
集
』
第
七
巻
、
三
峯
神
社

社
務
所
、
一
九
九
八
年
）。

㉝　
『
三
峯
神
社
日
鑑
』
第
一
巻
、
一
〇
頁
、
三
峯
神
社
社
務
所
、
二
〇
〇
〇
年
。

㉞　

石
倉
重
継
著
『
三
峯
山
誌
』（
闡
勝
閣
書
房
、
一
九
〇
六
年
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ

タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）。

㉟　
『
群
馬
県
史　

資
料
編
26　

民
俗
2
』
二
六
六
頁
、
群
馬
県
、
一
九
八
一
年
。

㊱　
『
北
橘
村
の
民
俗
』
口
絵
と
八
二
頁
、
群
馬
県
教
育
委
員
会
、
一
九
六
八
年
。

㊲　

た
だ
し
、
片
屋
根
の
形
態
の
お
仮
屋
は
、
大
き
さ
は
高
さ
五
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ぐ

ら
い
で
も
っ
と
小
さ
な
も
の
だ
が
、
こ
の
地
域
の
民
家
で
ま
つ
ら
れ
て
い
る
屋
敷
神
（
稲

荷
神
と
し
て
ま
つ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
）
と
も
共
通
し
て
い
る
。

㊳　
『
倉
賀
野
町
の
民
俗
』
一
九
一
頁
、
高
崎
市
、
一
九
九
九
年
。

㊴　
『
太
田
市
史　

通
史
編
、
民
俗
（
下
巻
）』
二
〇
五
頁
、
太
田
市
、
一
九
八
五
年
。

㊵　
『
新
編
埼
玉
県
史　

別
編
2　
（
民
俗
2
）』
九
五
頁
、
埼
玉
県
、
一
九
八
六
年
。

㊶　
『
串
原
村
誌
』
四
八
一
～
二
頁
、
串
原
村
役
場
、
一
九
六
八
年
。

㊷　

三
村
邦
雄
著
『
松
本
平
の
石
神
石
仏
考
』
八
六
頁
、
柳
沢
書
苑
、
一
九
七
八
年
。

㊸　
『
松
本
市
史　

第
三
巻　

民
俗
編
』
五
三
七
頁
、
松
本
市
、
一
九
九
七
年
。

㊹　

林
鎭
代
「
鬼
の
い
る
里
い
な
い
里　

白
馬
村
青
鬼
」（『
関
西
国
際
大
学
研
究
紀
要
』

第
一
四
号
、
二
〇
一
三
年
）。

㊺　

三
峯
神
社
誌
編
纂
室
編
『
三
峰
山
』
四
六
頁
、
三
峯
神
社
社
務
所
、
一
九
六
四
年
。

㊻　
『
小
谷
民
俗
誌
』
一
八
〇
頁
、
註
㉗
参
照
。

㊼　
『
小
谷
村
誌　

社
会
編
』
七
三
三
頁
、
小
谷
村
誌
刊
行
委
員
会
、
一
九
九
三
年
。

㊽　
『
小
谷
の
神
社
・
仏
閣
：
調
査
報
告
書
』
一
六
頁
、
註
㉗
参
照
。



二
八

宮
田
登
「
代
参
講
の
地
域
性
」（
同
著
『
山
と
里
の
信
仰
史
』
一
九
九
三
年
、
吉
川
弘
文

館
）

横
山
晴
夫
「
三
峯
信
仰
と
そ
の
展
開
」（
五
来
重
編
『
修
験
道
の
美
術
・
芸
能
・
文
学
〔
Ⅰ
〕』

名
著
出
版
、
一
九
八
〇
年
）

横
山
晴
夫
「
三
峯
信
仰
の
展
開
」（『
山
岳
修
験
』
二
四
号
、
一
九
九
九
年
）

【
付
記
】
本
稿
の
一
部
は
、
二
〇
二
一
年
度
関
西
大
学
学
術
研
究
員
研
究
費
に
よ
っ
て
行
っ

た
。




