
は
じ
め
に

岩
手
県
は
念
仏
信
仰
が
非
常
に
盛
ん
な
地
域
で
あ
る
が
、
研
究
対
象
と
し
て
は
い
わ
ゆ
る
隠
し
念
仏
や
念

仏
踊
り
が
中
心
で
あ
り
、
実
際
の
念
仏
信
仰
の
広
ま
り
な
ど
が
研
究
さ
れ
て
い
る
例
は
少
な
い
。

旧
南
部
藩
の
地
域
に
は
、
現
在
も
数
多
く
の
浄
土
宗
寺
院
が
分
布
し
、
百
萬
遍
念
仏
を
は
じ
め
と
す
る
浄

土
信
仰
が
根
付
い
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
、
岩
手
県
で
も
旧
田
村
藩
領
域
に
は
、
限
ら
れ
た
地
域
に
し
か
浄
土
宗
寺
院
は
存
在
し
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
実
際
に
は
百
萬
遍
念
仏
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
念
仏
が
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
ほ
ど
、
そ
の
旧
田
村
藩
領
内
で
の
念
仏
信
仰
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
事
例
を
取
材
す
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
報
告
す
る
。

一
今
、
岩
手
県
南
部
地
方
に
は
ほ
と
ん
ど
浄
土
宗
寺
院
が
な
い
と
述
べ
た
が
、
本
論
で
取
り
上
げ
た
地
域
は



●
本
論
で
扱
う

岩
手
県
の
地
域



ま
さ
に
そ
の
浄
土
宗
寺
院
の
な
い
旧
田
村
藩
領
内
で
、
現
在
の
一
関
市
か
ら
東
磐
井
郡
に
か
け
て
の
地
域
で

あ
る
。
た
だ
し
、
現
段
階
で
は
こ
の
地
域
を
隈
な
く
調
査
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
主
と
し
て
鉦
（
ふ
せ
が
ね
）

を
頼
り
に
調
査
し
た
も
の
で
あ
り
、
限
定
さ
れ
た
報
告
で
あ
る
。

今
回
調
査
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
場
所
を
図
一
（
次
頁
の
図
、
参
照
）
に
示
す
。
た
だ
し
、
写
真
な
ど
で
間

接
的
に
確
認
し
た
場
所
も
含
め
て
い
る
が
、
わ
か
っ
た
範
囲
で
示
し
て
あ
る
。
図
の
斜
線
を
施
し
た
地
域
の

内
側
に
は
、
現
在
浄
土
宗
の
寺
院
は
な
い
が
、
非
常
に
念
仏
信
仰
の
盛
ん
な
地
域
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
と

思
う
。

二
安
永
年
間
（
一
七
七
二
〜
一
七
八
一
）
に
出
さ
れ
た
『
風
土
記※
１

』
か
ら
神
社
仏
閣
の
記
述
を
抜
き
出
し
て

み
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

磐
井
郡
西
磐
井
一
関
村
に
は
、
神
社
が
十
、
弁
財
天
堂
や
薬
師
堂
な
ど
の
仏
閣
が
七
、
そ
れ
に
寺
が
六
か

寺
存
在
し
た
。
寺
の
宗
派
は
、
臨
済
宗
二
か
寺
、
真
言
宗
二
か
寺
、
曹
洞
宗
一
か
寺
、
浄
土
宗
一
か
寺
で
あ

る
。
ほ
か
に
修
験
と
し
て
四
か
院
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
に
は
浄
土
宗
の
寺
院
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
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地
域
の
信
仰
梗
概





住所 管理者 備考
① 一関市真柴中屋敷 小野寺氏 牧澤八幡神社氏子総代
② 一関市弥栄沼畑 長安寺 曹洞宗
③ 東磐井郡川崎村薄衣 安養寺 曹洞宗
④ 東磐井郡千厩町清田 伊藤氏 江戸時代肝入を勤めた旧家
⑤ 東磐井郡千厩町鳥羽 井戸上氏
⑥ 西磐井郡花泉町 宝泉寺 曹洞宗
⑦ 西磐井郡花泉町花泉 焼失
⑧ 西磐井郡花泉町涌津 千葉氏 講中で半年ごとに持ち回りで管理

現在浄土宗寺院のある地域�

陸前高田市�

気仙沼市�

大東町�

江刺市�

東山町�

藤沢町�

花泉町�

金成町�

一関市�

栗駒町�

平泉町�

中尊寺�

衣川村�前沢町�

北上川�

宮城県�

水
沢
市�

室
根
村�

川
崎
村�

千厩町�
①�
②�

⑥�
⑦�
⑧�

④�

⑤�
③�

�

図一　岩手県南部地方概略図と調査対象地域

湯田町�
和賀町�

金ヶ崎町�

胆沢町�

一関市�

花泉町�藤沢町�

千厩町�

大東町� 陸前高田市�
衣川村�

江刺市�

住田町�

釜石市�
北上市�東和町�

凡例�
渋谷地派�
上幅派�
水沢派�
桜井派�

室根村�

東山町�平泉町�

川崎村�

三陸町�
大船渡市�

前沢町�

水沢市�

図二　岩手県における隠し念仏主要分布図
（門屋光昭『民族宗教シリーズ　隠し念仏』より）



現
在
は
残
っ
て
い
な
い
。

ほ
か
に
今
回
調
査
し
た
地
域
で
は
、
当
時
か
ら
磐
井
郡
流
郷
の
清
水
村
と
金
森
村
に
は
そ
れ
ぞ
れ
曹
洞
宗

の
寺
院
一
か
寺
、
磐
井
郡
東
山
南
方
千
厩
村
に
は
曹
洞
宗
二
か
寺
、
真
言
宗
一
か
寺
、
同
薄
衣
村
に
は
曹
洞

宗
三
か
寺
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
主
と
し
て
禅
宗
系
の
寺
院
が
あ
り
、
真
言
宗
の
寺
院
が
点
在
し

て
い
る
状
況
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
阿
弥
陀
堂※
２

の
よ
う
な
仏
閣
や
、
曹
洞
宗
寺
院
で
も

本
尊
が
阿
弥
陀
如
来
で
あ
る
寺
院※
３

も
あ
り
、
浄
土
信
仰
と
全
く
縁
の
な
い
地
域
と
言
う
こ
と
も
で
き
な
い
。

『
岩
手
県
史※
４

』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
地
域
の
歴
史
的
な
信
仰
の
流
れ
と
し
て
は
、
十
一
世
紀
頃
、
修
験
道
が

現
れ
、
密
教
系
の
信
仰
が
強
く
な
り
、
葛
西
氏
が
隆
盛
を
極
め
る
と
、
そ
の
末
系
ま
で
菩
提
寺
や
祈
願
寺
を

持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
十
四
世
紀
に
な
る
と
、
浄
土
教
の
影
響
に
よ
り
太
子
信
仰
や
弥
陀
信
仰
に
よ
る
ま
い

り
の
仏
が
一
般
化
し
て
き
た
と
言
う
。

江
戸
時
代
に
限
っ
て
見
て
も
、
教
派
神
道
、
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
の
教
団
と
、
民
間
信
仰
の
講
、
隠

し
念
仏
、
ま
い
り
の
仏
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
信
仰
が
入
り
交
じ
っ
て
本
地
域
の
宗
教
を

形
成
し
て
い
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

岩
手
県
独
特
の
信
仰
形
態
と
し
て
調
査
研
究
さ
れ
て
い
る
も
の
に
、
先
の
ま
い
り
の
仏
の
ほ
か
に
も
オ
ナ

イ
ホ
ウ
、
オ
シ
ラ
サ
マ
な
ど
が
あ
る※
５

が
、
阿
弥
陀
信
仰
と
結
び
付
い
て
い
る
の
は
ま
い
り
の
仏
と
オ
ナ
イ
ホ

ウ
あ
る
い
は
隠
し
念
仏
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
い
り
の
仏
と
は
、
年
に
一
度
日
を
決
め
て
、
六
字
名
号
、
阿
弥
陀
如
来
像
、
聖
徳
太
子
な
ど
の
掛
け
軸
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を
掛
け
、
お
参
り
し
て
新
穀
や
精
進
料
理
な
ど
を
食
べ
る
。
こ
れ
ら
は
、
聖
徳
太
子
信
仰
な
ど
と
結
び
付
い

て
い
る
こ
と
か
ら
真
宗
の
影
響
を
受
け
た
も
の
と
推
さ
れ
る
。

隠
し
念
仏
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
が
行
わ
れ
て
お
り
、
密
教
由
来
で
あ
る
か
、
真
宗
由
来
で
あ
る

か
が
、
論
争
の
的
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
は
そ
れ
ら
が
入
り
組
ん
だ
信
仰
形
態
と
な
っ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
門
屋
光
昭
氏
の
研
究※
６

に
よ
れ
ば
、
本
地
域
で
も
渋
谷
地
派
の
隠
し
念
仏
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

門
屋
氏
の
調
査
か
ら
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
け
ば
、
図
二
（
三
一
四
頁
、
参
照
）
に
示
さ
れ
る
ご
と
く
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
本
地
域
に
は
、
寺
院
と
し
て
の
後
押
し
が
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
浄
土
系
の
念
仏
が
広
ま
る
民

間
信
仰
的
な
素
地
は
十
分
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
参
考
と
し
て
、
門
屋
氏
の
調
査
か
ら
百
萬
遍
に
関
係
す
る
と
こ
ろ
を
一
部
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

県
南
の
胆
沢
郡
胆
沢
町
若
柳
地
区
で
百
萬
遍
念
仏
碑
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
建
立
年
代
は
、
明
和
元

年
（
一
七
六
四
）
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
今
は
何
に
使
わ
れ
て
い
た
か
伝
承
さ
れ
て
い
な
い
。

胆
沢
よ
り
少
し
北
側
の
和
賀
郡
和
賀
町
岩
崎
地
区
に
も
、
百
萬
遍
供
養
碑
お
よ
び
百
萬
遍
講
の
存
在
が
報

告
さ
れ
て
い
る
が
、
門
屋
氏
は
渋
谷
地
派
講
中
の
行
事
を
指
し
て
い
る
と
推
測
し
て
い
る
。
二
月
八
日
と
十

一
月
八
日
の
年
二
回
、
子
供
た
ち
が
ヤ
ド
を
回
り
大
念
珠
を
回
し
て
念
仏
す
る
行
事
で
あ
る
。
隠
し
念
仏
は

真
宗
系
の
念
仏
で
あ
り
、
百
萬
遍
を
浄
土
宗
系
の
念
仏
と
す
る
な
ら
ば
、
本
来
別
々
に
伝
え
ら
れ
た
で
あ
ろ

う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
今
で
は
一
つ
の
念
仏
行
事
と
し
て
融
合
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

以
上
、
岩
手
県
南
部
地
域
の
信
仰
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
が
入
り
組
み
、
融
合





し
、
ま
た
家
単
位
、
講
単
位
、
地
区
単
位
で
の
広
が
り
の
中
か
ら
、
元
々
の
伝
承
形
態
や
そ
の
起
源
と
い
う

も
の
が
不
明
瞭
と
な
っ
て
い
る
の
も
こ
の
地
域
の
特
徴
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中

で
、
今
回
調
査
し
た
地
域
範
囲
で
の
念
仏
の
分
類
あ
る
い
は
そ
の
意
図
、
そ
し
て
そ
の
伝
播
に
つ
い
て
幾
分

の
知
見
が
得
ら
れ
た
の
で
、
以
下
に
報
告
し
た
い
。

三
最
初
に
、
今
回
調
査
し
た
場
所
で
、
現
在
民
間
信
仰
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
念
仏
の
事
例
を
紹
介
す
る
。

大
別
す
る
と
次
の
よ
う
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ⅰ
、
念
仏
の
修
法
に
よ
る
分
類

①
ふ
せ
が
ね
に
よ
っ
て
拍
子
を
と
る
念
仏

ａ．

棺
前
で
行
う
念
仏

ｂ．

墓
前
で
行
う
念
仏
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ふ
せ
が
ね
を
用
い
た

念
仏
の
分
類
と
事
例



②
数
珠
を
回
し
な
が
ら
、
ふ
せ
が
ね
を
打
つ
念
仏

ａ．

十
三
仏
信
仰
と
結
び
付
い
た
念
仏

ｂ．

浄
土
宗
的
な
百
萬
遍
念
仏

こ
こ
で
、
①
に
分
類
さ
れ
る
念
仏
は
、
お
通
夜
の
と
き
に
、
棺
前
で
行
う
念
仏
で
あ
り
、
ま
た
初
盆
の
と

き
に
墓
前
で
ふ
せ
が
ね
を
打
ち
鳴
ら
す
念
仏
で
あ
る
。

棺
前
で
行
う
念
仏
は
、
千
厩
町
の
鳥
羽
で
確
認
し
た
。
こ
こ
で
は
、
個
人
の
家
で
ふ
せ
が
ね
を
管
理
し
て

い
る
。

こ
の
地
区
で
は
火
葬
後
葬
儀
を
す
る
風
習
で
あ
り
、
火
葬
が
済
ん
で
葬
儀
を
出
す
ま
で
の
期
間
に
、
ふ
せ

が
ね
を
た
た
き
棺
に
向
か
っ
て
念
仏
を
す
る
。
念
仏
は
、
寺
院
と
は
無
関
係
に
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
家
の
ふ
せ
が
ね
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
銘
が
な
い
の
で
明
確
で
は
な
い
が
伝
承
が
あ
り
、
宝
暦
八
年

（
一
七
五
八
）に
鋳
造
さ
れ
た
梵
鐘
と
一
緒
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
う※
７

。
近
く
の
奥
玉
村
は
鋳
物
の
盛

ん
な
場
所
で
あ
り
、
そ
の
梵
鐘
は
現
在
文
化
財
と
し
て
現
存
し
て
い
る
。

こ
れ
が
事
実
と
す
れ
ば
、
宝
暦
年
間
（
一
七
五
一
〜
一
七
六
四
）
に
す
で
に
こ
の
地
域
に
は
相
当
念
仏
が

広
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

次
に
、
墓
前
で
ふ
せ
が
ね
を
打
ち
鳴
ら
し
て
念
仏
す
る
習
慣
が
あ
る
。
こ
れ
は
初
盆
の
と
き
に
行
わ
れ
る

が
、
棺
前
で
念
仏
す
る
風
習
よ
り
か
な
り
広
い
地
域
で
行
わ
れ
て
い
る※
８

。





②
の
数
珠
を
回
し
な
が
ら
念
仏
す
る
修
法
に
も
二
通
り
の
念
仏
が
あ
る
。
一
つ
は
十
三
仏
信
仰
と
結
び
付

い
た
も
の
と
、
も
う
一
つ
は
浄
土
宗
的
な
（
た
だ
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
と
称と
な

え
る
）
念
仏
で
あ
る
。

十
三
仏
信
仰
と
結
び
付
い
た
も
の
は
、
数
珠
を
回
し
な
が
ら
、「
フ
ー
ド
ー
ミ
ョ
ー
オ
ー
　
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ー

ナ
ム
ア
ミ
ダ
ー
ブ
ツ
　
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ー
」
と
い
う
よ
う
に
称
え
て
い
き
、
数
珠
が
七
周
す
る
た
び
に
十
三
仏

を
順
に
称
え
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
通
夜
の
晩
に
十
三
仏
を
称
え
、
故
人
の
冥
福
を
祈
る
形
式
の
も
の
で
あ

る
。こ

の
事
例
は
、
川
崎
村
安
養
寺
と
い
う
曹
洞
宗
の
寺
院
で
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
数
珠
の
保
管
は

寺
院
で
し
て
い
る
が
、
念
仏
は
住
職
と
は
無
関
係
に
行
わ
れ
て
い
る※
９

。

こ
こ
で
使
用
さ
れ
て
い
る
ふ
せ
が
ね
に
は
、

左
側
「
宝
永
七
庚
寅
年
正
月
吉
祥
日
」

右
側
「
米
藏
山
安
養
十
二
世
現
住
木
真
置
之
」

の
よ
う
に
、
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
に
安
養
寺
十
二
世
の
木
真
と
い
う
当
時
の
住
職
が
、
こ
れ
を
置
い
た

こ
と
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
曹
洞
宗
の
寺
で
あ
っ
て
も
念
仏
の
広
が
り
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
積
極
的
に
取
り
込
ん
で
、
ふ
せ
が
ね
を
置
く
に
至
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
密
教

系
の
念
仏
が
葬
送
儀
礼
と
結
び
付
い
た
事
例
と
言
え
る
。
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た
だ
し
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
こ
の
寺
院
の
本
尊
は
阿
弥
陀
如
来
で
あ
り
、
何
ら
か
の
浄
土
信
仰
と
の
関

係
が
連
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
風
習
は
先
の
密
教
系
の
念
仏
、
い
わ
ゆ
る
秘
密
念
仏
か
ら
派
生
し
た

も
の
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

他
方
、
念
仏
信
仰
の
代
表
的
形
態
と
し
て
浄
土
宗
の
百
萬
遍
念
仏
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
次
に
見
て

い
き
た
い
。

四
現
在
こ
の
地
域
で
行
わ
れ
て
い
る
百
萬
遍
念
仏
で
も
、
浄
土
宗
由
来
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
伝
え
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
そ
の
目
的
や
管
理
者
か
ら
分
類
を
試
み
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

Ⅱ
、
浄
土
宗
由
来
の
百
萬
遍
念
仏
の
分
類

①
管
理
者
に
よ
る
分
類

ａ．

念
仏
講



●
浄
土
宗
由
来
の

百
萬
遍
念
仏
の
分
類



ｂ．

地
域
の
有
力
者
（
昔
、
肝
入
を
勤
め
た
家
な
ど
）

ｃ．

寺
院

②
目
的
に
よ
る
分
類

ａ．

病
気
平
癒
な
ど
の
現
世
利
益

ｂ．

葬
送
儀
礼
と
し
て
故
人
の
往
生
を
願
う

そ
の
管
理
者
や
修
行
者
の
観
点
か
ら
大
別
す
る
と
、
講
組
織
を
作
っ
て
そ
の
講
の
中
で
行
う
い
わ
ゆ
る
念

仏
講
と
し
て
行
う
も
の
、
二
番
目
は
肝
入
な
ど
の
役
職
に
あ
っ
た
有
力
者
が
ふ
せ
が
ね
や
数
珠
を
管
理
し
、

そ
の
支
配
地
域
で
行
う
も
の
、
三
番
目
は
寺
院
が
管
理
し
て
、
そ
の
檀
信
徒
が
念
仏
を
行
う
も
の
に
分
け
る

こ
と
が
で
き
る
。

講
組
織
を
作
っ
て
百
萬
遍
念
仏
を
行
っ
て
い
る
の
は
、
花
泉
町
の
涌
津
地
区
で
確
認
し
た
が
、
そ
の
由
来

は
明
治
時
代
末
か
ら
大
正
年
間
と
新
し
い
。
そ
の
名
称
も
「
八
雲
神
社
御
精
進
講
中
」
と
あ
る
。

二
番
目
は
、
江
戸
時
代
に
肝
入
と
し
て
活
躍
さ
れ
た
方
が
ふ
せ
が
ね
と
数
珠
を
管
理
し
、
近
所
で
不
幸
が

あ
る
と
、
そ
の
数
珠
を
貸
し
出
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

三
番
目
は
、
ふ
せ
が
ね
や
数
珠
を
寺
院
で
管
理
し
て
い
る
が
、
そ
の
主
体
は
あ
く
ま
で
も
そ
の
寺
の
檀
信

徒
で
あ
り
、
や
は
り
不
幸
が
あ
る
と
檀
信
徒
が
借
り
に
き
て
念
仏
を
す
る
と
い
う
も
の
で
、
寺
院
は
単
に
道

具
を
保
管
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
念
仏
に
僧
侶
が
参
加
す
る
こ
と
は
な
く
、
親
族
が
中
心
と
な
っ
て
行
う
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も
の
で
あ
る
。

次
に
百
萬
遍
を
修
す
る
目
的
で
あ
る
が
、
二
通
り
の
目
的
で
な
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
病
気
平
癒
と
い
う

現
世
利
益
的
な
念
仏
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
葬
送
儀
礼
に
組
み
込
ま
れ
故
人
の
往
生
浄
土
を
願
う
た
め
の
も

の
で
あ
る
。

五
次
に
個
々
の
事
例
に
つ
い
て
聞
き
取
り
な
ど
の
調
査
の
結
果
を
報
告
す
る
。

今
回
の
調
査
で
、
明
ら
か
に
現
世
利
益
の
念
仏
を
行
っ
て
い
る
事
例
は
、
先
に
講
を
形
成
し
て
百
萬
遍
を

修
し
て
い
る
と
述
べ
た
花
泉
町
涌
津
の
一
か
所
で
あ
っ
た
。

こ
の
百
萬
遍
念
仏
の
由
来
は
、
江
戸
時
代
の
涌
津
城
主
岩
渕
家
の
末
孫
の
娘
が
病
気
と
な
り
、
本
家
よ
り

百
萬
遍
の
念
仏
を
修
し
て
祈
願
す
る
よ
う
に
、
数
珠
を
譲
ら
れ
た
の
が
始
ま
り
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
※
１
０。

た
だ
し
現
在
で
は
、
病
気
に
関
係
な
く
春
と
秋
の
彼
岸
の
中
日
に
講
の
人
が
集
ま
り
、
疫
病
を
除
く
た
め

に
行
っ
て
い
る
。
こ
の
講
は
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
の
入
講
者
が
最
後
で
、
十
八
軒
の
家
で
構
成
さ
れ
て

い
る
。
名
称
は
「
八
雲
神
社
御
精
進
講
中
」
と
い
う
よ
う
に
、
本
尊
も
大
正
十
年
（
一
九
二
一
）
に
彫
刻
さ



●
現
世
利
益
の

百
萬
遍
念
仏
の
事
例



れ
た
八
雲
神
社
の
御
神
体
で
、
こ
の
像
を
床
の
間
に
安
置
し
、
百
萬
遍
を
修
し
て
い
る
。
数
珠
箱
に
書
か
れ

た
講
員
名
簿
の
順
に
、
数
珠
箱
と
御
神
体
を
半
年
単
位
で
管
理
し
て
い
る
。
こ
の
講
の
規
約
と
し
て
、

御
神
酒
　
壱
舛

御
饌
米
　
壱
舛

金
　
弐
拾
銭

時
間
午
前
拾
弐
時

持
寄
白
糯
米
六
合

と
数
珠
箱
の
裏
側
に
記
さ
れ
て
い
る
。
百
萬
遍
の
あ
と
、
皆
で
会
食
を
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

数
珠
箱
に
は
一
緒
に
版
木
が
あ
り
、

表
　
「
大
般
若
理
趣
分
守
札
　
五
福
院
」

裏
　
「
百
萬
遍
疫
病
悉
除
之
攸
」

と
あ
る
。
五
福
院
と
は
八
雲
神
社
の
別
当
寺
院
で
、
明
治
維
新
前
は
修
験
道
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
修
験
道
や
真
言
密
教
の
影
響
を
受
け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
行
わ
れ
て
い
る
の
は
ご
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く
平
凡
な
百
萬
遍
念
仏
で
あ
り
、
ふ
せ
が
ね
を
た
た
き
な
が
ら
「
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ー
ブ
ツ
」
と
数
珠
を
回
し
て

い
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
撞
木
に
は
、

背
　
「
講
中
敬
白
」

腹
　
「
是
呼
吸
ス
ル
コ
ト
百
萬
遍
」

と
書
か
れ
て
い
る
も
の
も
あ
っ
た
。
呼
吸
数
が
百
萬
遍
に
な
る
の
を
目
安
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

あ
と
で
述
べ
る
が
、
こ
こ
に
伝
わ
る
ふ
せ
が
ね
と
数
珠
は
、
そ
の
銘
な
ど
か
ら
江
戸
中
期
の
浄
土
宗
の
祈

祷
念
仏
の
影
響
を
受
け
て
お
り
、
百
萬
遍
念
仏
は
浄
土
宗
由
来
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
長
い
歴
史

の
中
で
、
病
気
平
癒
祈
願
の
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
と
結
び
付
き
な
が
ら
も
、
当
初
の
形
態
を
と
ど
め
て

い
る
事
例
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

六
現
在
修
さ
れ
て
い
る
百
萬
遍
念
仏
の
大
半
は
、
葬
送
儀
礼
の
一
部
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
火
葬
と
土
葬



●
葬
送
儀
礼
と
し
て
の

百
萬
遍
念
仏
の
事
例



で
修
す
る
時
期
の
ず
れ
は
あ
る
も
の
の
、
ほ
ぼ
同
様
の
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
。

一
関
市
弥
栄
の
長
安
寺
の
檀
信
徒
の
事
例
を
紹
介
す
る
。

百
萬
遍
を
修
す
る
の
は
、
火
葬
し
た
晩
か
ら
葬
儀
の
前
の
晩
ま
で
で
あ
る
。
人
が
亡
く
な
る
と
親
族
が
寺

へ
数
珠
と
ふ
せ
が
ね
な
ど
を
取
り
に
行
き
、
火
葬
後
の
晩
か
ら
、
身
内
、
親
族
、
隣
組
の
人
が
交
代
で
数
珠

を
回
す
。
ふ
せ
が
ね
を
た
た
く
人
に
特
に
決
ま
り
は
な
く
、「
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ー
ブ
ツ
」
と
四
拍
子
で
た
た
く
。

こ
の
際
、
寺
の
住
職
は
い
っ
さ
い
念
仏
に
は
か
か
わ
ら
な
い
。

こ
の
寺
は
現
在
曹
洞
宗
で
あ
る
。
開
基
は
阿
部
氏
と
言
う
。
阿
部
氏
は
流
郷
の
大
肝
入
を
勤
め
た
家
柄
で
、

阿
部
家
か
ら
こ
の
数
珠
が
持
ち
込
ま
れ
た
可
能
性
も
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
※
１
１
。

土
葬
の
事
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
一
関
市
真
柴
地
区
の
例
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
現
在
百
萬
遍
は
行

わ
れ
て
い
な
い
が
、
昭
和
四
十
年
（
一
九
六
五
）
頃
ま
で
は
記
憶
が
あ
る
※
１
２と
の
こ
と
で
あ
る
。

土
葬
の
場
合
、
葬
儀
が
終
わ
り
墓
地
か
ら
戻
っ
て
か
ら
、
家
で
数
珠
を
回
し
な
が
ら
念
仏
し
、
そ
の
後
初

七
日
ま
で
毎
晩
行
う
。
初
七
日
に
は
、
オ
カ
ミ
サ
マ
と
い
う
口
寄
せ
を
介
し
て
故
人
と
接
す
る
風
習
が
あ
り
、

初
七
日
以
後
は
行
わ
な
い
。

こ
こ
に
も
木
版
が
残
っ
て
お
り
、
上
に
「
牧
沢
念
佛
中
」
と
墨
書
さ
れ
て
い
る
版
面
は
、

奉
修
念
佛
百
萬
返
祈
念
之
処
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と
刻
ま
れ
て
い
る
。
昔
は
、
直
接
葬
送
儀
礼
と
結
び
付
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
現
在
に
近
い
と
こ
ろ
で
は
、
葬
送
儀
礼
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
火
葬

の
と
き
は
葬
儀
が
節
目
と
な
り
、
土
葬
の
場
合
は
初
七
日
が
区
切
り
と
な
っ
て
い
る
が
、
故
人
の
冥
福
を
祈

る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
。
そ
の
念
仏
の
形
態
も
極
め
て
浄
土
宗
的
で
あ
る
と
言
え
る
。

上
記
の
二
例
の
場
合
も
、
そ
の
ふ
せ
が
ね
と
数
珠
は
、
浄
土
宗
の
祈
祷
念
仏
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

目
的
は
変
わ
っ
て
も
修
法
そ
の
も
の
は
、
多
少
簡
略
化
の
傾
向
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
あ
ま
り
変
化
が
な

い
と
考
え
ら
れ
る
。

七
今
回
調
査
し
た
地
域
に
お
け
る
百
萬
遍
念
仏
の
由
来
に
つ
い
て
、
そ
の
起
源
は
と
も
か
く
、
そ
の
数
珠
箱

に
書
か
れ
た
由
来
書
や
ふ
せ
が
ね
に
刻
ま
れ
た
銘
か
ら
、
そ
の
伝
播
に
江
戸
中
期
の
祈
祷
念
仏
が
か
か
わ
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。

こ
の
百
萬
遍
念
仏
の
セ
ッ
ト
は
、
大
数
珠
、
ふ
せ
が
ね
、
数
札
、
数
珠
箱
そ
れ
に
本
尊
と
し
て
の
利
剣
名

号
と
宝
珠
名
号
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
当
時
か
ら
ほ
ぼ
完
全
な
セ
ッ
ト
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
も
の
を
、



百
萬
遍
念
仏
の

●
受
容
に
関
す
る

一
考
察



千
厩
町
清
田
（
旧
清
水
馬
場
村
金
山
）
で
肝
入
を
勤
め
た
家
柄
の
伊
藤
家
で
確
認
し
た
。

祈
祷
念
仏
の
意
味
に
つ
い
て
は
「
平
成
八
年
度
浄
土
宗
総
合
学
術
大
会
」
に
お
い
て
発
表
※
１
３し
て
い
る
の
で

重
複
を
避
け
る
が
、
こ
の
百
萬
遍
の
ふ
せ
が
ね
は
祐
天
寺
の
中
興
六
世
得
誉
祐
全
（
一
七
二
八
〜
一
八
〇
五
）

が
開
山
顕
誉
祐
天
（
一
六
三
七
〜
一
七
一
八
）
の
五
十
回
忌
（
明
和
四
年
、
一
七
六
七
）
に
合
わ
せ
て
五
十

個
作
ら
せ
た
も
の
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
数
珠
と
数
札
か
ら
、
こ
の
百
萬
遍
念

仏
の
目
的
が
祈
祷
念
仏
に
あ
っ
て
、
利
剣
名
号
を
本
尊
と
し
三
界
の
厄
難
を
断
除
せ
ん
と
願
い
、
宝
珠
名
号

を
本
尊
と
し
現
当
二
世
の
貧
窮
を
救
済
せ
ん
と
願
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
念
仏
を
提
唱

し
た
の
は
、『
専
修
祈
祷
論
』
を
著
し
た
浄
土
宗
の
大
我
※
１
４（
一
七
〇
九
〜
一
七
八
二
）
で
あ
る
。

こ
の
地
域
の
念
仏
の
起
源
に
関
し
て
は
、
い
ま
だ
に
明
ら
か
と
は
言
え
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
宝
暦
年
間

に
は
、
す
で
に
真
宗
系
、
密
教
系
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
を
受
け
、
念
仏
が
広
ま
っ
て
お
り
、
百
萬
遍
念
仏

を
受
け
入
れ
る
素
地
が
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
念
仏
を
称
え
る
と
い
う
意

味
で
百
萬
遍
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
容
易
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
目
的
と
い
う
面
で
は
ど
う
で
あ
ろ

う
か
。

密
教
系
の
現
世
利
益
と
真
宗
系
の
極
楽
往
生
と
い
う
二
つ
の
相
異
な
る
目
的
の
も
と
で
、
念
仏
信
仰
が
定

着
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
百
萬
遍
の
位
置
付
け
と
し
て
は
ど
の
よ
う
な
目
的
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
明
確
な
回
答
を
出
せ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
言
え
る
こ
と
は
、
大
我
の
理
論
を
そ
の

ま
ま
受
け
入
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
ま
さ
に
現
世
利
益
の
念
仏
と
往
生
浄
土
の
念
仏
の
融
合
が
図
ら
れ
た
こ
と
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に
な
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
か
ら
、
密
教
系
の
念
仏
と
真
宗
系
の
念
仏
が
複
雑
に
入
り
組
ん
で
こ
の
地
の
念

仏
信
仰
が
定
着
し
て
き
た
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
が
、
本
論
に
お
け
る
百
萬
遍
念
仏
も
そ
の
一
つ
の
習
合
形

態
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
地
の
念
仏
信
仰
に
対
す
る
浄
土
宗
の
か

か
わ
り
と
い
う
も
の
は
研
究
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
旧
田
村
藩
に
限
っ
て
言
え
ば
、
ま
さ
に
浄
土
宗
の
念

仏
の
定
着
が
、
こ
の
密
教
系
と
真
宗
系
の
念
仏
の
融
合
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
が
百
萬
遍
を

受
容
さ
せ
、
現
在
で
も
現
世
利
益
的
百
萬
遍
と
葬
祭
儀
礼
と
し
て
の
百
萬
遍
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
隠
し
念
仏
の
よ
う
な
秘
密
性
は
な
い
が
、
大
勢
の
人
々
が
一
つ
の
数
珠
で

結
ば
れ
て
念
仏
す
る
と
い
う
形
態
は
、
時
間
の
経
過
が
あ
っ
て
も
何
ら
変
化
す
る
も
の
で
は
な
く
、
儀
礼
的

に
は
当
初
の
形
態
が
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
、

本
尊
の
意
味
が
忘
れ
ら
れ
、
当
時
の
本
尊
を
守
護
す
る
と
こ
ろ
も
ほ
と
ん
ど
な
く
、
神
仏
習
合
思
想
が
入
り

込
み
、
ま
た
そ
れ
が
分
離
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
は
御
神
体
を
本
尊
に
す
る
例
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
変
遷
は
あ
る
も
の
の
、
百
萬
遍
が
百
萬
遍
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、

隠
し
念
仏
と
は
違
っ
た
民
俗
信
仰
的
な
意
義
が
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。





お
わ
り
に

調
査
が
不
完
全
で
あ
り
、
ま
た
地
元
と
の
縁
も
薄
く
、
信
仰
の
下
地
な
ど
も
わ
か
ら
ぬ
ま
ま
、
た
ま
た
ま

ご
縁
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
だ
け
で
ま
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
何
度
も
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
地
域
の

特
徴
の
あ
る
念
仏
や
隠
し
念
仏
な
ど
が
比
較
的
多
く
調
査
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
、
百
萬
遍
な
ど
の
信
仰
形
態
に

つ
い
て
は
県
史
や
町
史
そ
の
他
の
民
俗
資
料
に
も
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。
こ
の
未
熟
な
論
文
が
き
っ
か

け
と
な
り
、
さ
ら
な
る
調
査
研
究
が
進
む
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

な
お
、
本
論
を
発
表
す
る
に
あ
た
っ
て
、
岩
手
県
一
関
市
教
育
委
員
会
博
物
館
建
設
対
策
室
の
鈴
木
幸
彦

氏
を
は
じ
め
花
泉
町
教
育
委
員
会
の
方
々
、
千
厩
町
教
育
委
員
会
の
方
々
、
そ
れ
に
ご
当
地
の
多
く
の
文
化

財
調
査
委
員
の
方
々
を
わ
ず
ら
わ
し
、
ま
た
快
く
取
材
を
受
け
て
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
感
謝
の
意
を
表
し
ま

す
。参

考
文
献

※
１
『
宮
城
県
史
二
七
（
資
料
篇
五
）』（
昭
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十
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年
）

※
２
例
え
ば
、「
磐
井
郡
東
山
南
方
薄
衣
村
風
土
記
御
用
書
出
」
の
仏
閣
の
項
に
、
阿
弥
陀
堂
の
記
述
が
あ
り
、

別
当
と
し
て
修
験
の
大
泉
院
が
管
理
し
て
い
た
。
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※
３
「
同
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」
の
寺
の
項
に
、
米
倉
山
安
養
寺
と
い
う
曹
洞
宗
寺
院
の
本
尊
が
阿
弥
陀
如
来
と
記
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、
現
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で
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わ
っ
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い
る
。

こ
の
寺
は
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調
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が
、
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宗
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の
転
宗
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記
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。

※
４
『
岩
手
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史
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（
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世
篇
一
）』（
昭
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十
八
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）

※
５
森
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岩
手
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法
規
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昭
和
四
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）
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門
屋
光
昭
『
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宗
教
シ
リ
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隠
し
念
仏
』（
東
京
堂
、
平
成
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）

※
７
管
理
者
の
井
戸
上
氏
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。

※
８
千
厩
町
文
化
財
保
護
委
員
菅
原
弘
太
郎
氏
談
。

※
９
川
崎
村
文
化
財
調
査
委
員
米
倉
民
雄
氏
談
。

※
10
講
中
千
葉
隆
之
氏
宅
で
の
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
。

※
11
長
安
寺
住
職
佐
藤
陸
雄
上
人
談
。

※
12
管
理
者
小
野
寺
軍
蔵
氏
談
。

※
13
「
現
世
利
益
の
一
側
面

―
利
剣
名
号
と
宝
珠
名
号

―
」『
佛
教
論
叢
』
四
一
、（
平
成
八
年
）
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14
『
浄
全
』
十
九
、
五
〇
九
頁
の
「
略
伝
集
」
に
伝
記
を
載
せ
る
。




