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一
周
忌
の
事
を
当
地
方
で
は
「
む

か
わ
り
」
と
も
言
い
ま
す
。
で
も
、

「

む
か
わ
り
」
っ
て
、
何
か
お
も
し

ろ
い
響
き
が
あ
る
言
葉
で
す
ね
。

住
職
に
な
り
た
て
の
頃
は
「
お
ば

あ
さ
ん
の
む
か
わ
り
で
・
・
・
」
と

言
わ
れ
て
も
、
何
の
事
か
す
ぐ
に
は

わ
か
ら
ず
、
「
一
周
忌
の
こ
と
で
す

ね
？
」

と
聞
き
返
し
た
覚
え
が
あ
り

ま
す
。

一
周
忌
の
事
は
「
む
か
わ
り
」
と

言
い
ま
す
が
、
３
回
忌
や
７
回
忌
は

む
か
わ
り
と
は
言
わ
な
い
よ
う
で
す
。

方
言
な
の
か
な
と
思
っ
て
い
た
の
で

す
が
、
辞
書
に
も
「
む
か
わ
り
」
が

載
っ
て
い
ま
し
た
。

【
む
か
わ
り
】
：

む
か
わ
る
こ
と
。

一
ヶ

月
・
一
年
経
っ
て
巡
っ

て
く
る
事
、

回
っ
て
向
い
て

く
る
。
報
い
て
来
る
。
輪
廻
、

一
周

忌
・
・
・
と
あ
り
ま
し

た
。

最
初
に
「
む
か
わ
る
」
と
言

う
言

葉
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
一
周
忌

の
別

名
と
し
て
定
着
し
た
の
で
し
ょ
う
か
？

ま
た
、
「
む
か
わ
り
」
に
は
身

代
わ

り
、
人
質
と
言
う
意
味
の
言
葉

も
あ

る
よ
う
で
「
む
か
わ
り
」
は
「

み
か

わ
り
」
の
古
い
言
い
方
と
も
言

え
る

よ
う
で
す
。

で
は
身
が
代
わ
る
と
は
？
、

何
で

一
周
忌
が
「
む
か
わ
り
」
と
言

わ
れ

る
の
か
？
少
し
考
え
て
み
た
い

と
思

い
ま
す
。

５
０
日
の
差

今
で
こ
そ
一
年
は
３
６
５
日

で
、

一
ヶ
月
は
２
８
〜
３
１
日
と
な

っ
て

い
ま
す
が
、
明
治
時
代
ま
で
は

月
の

満
ち
欠
け
を
見
た
太
陰
太
陽
暦

（

旧

暦
）
を
使
用
し
て
き
ま
し
た
。

月
は
１
５
日
掛
け
て
満
ち
、

１
５

日
掛
け
て
欠
け
て
い
き
ま
す
。

つ
ま

り
、
一
月
が
３
０
日
と
考
え
て

い
ま

し
た
。
（
正
確
に
は
２
９
．
５
３

日
、

大
の
月
：
３
０
日
、
小
の
月
：

２
９

日
で
調
整
を
し
た
）

そ
の
３
０
日
の
月
が
１
２
回

で
一

年
で
す
か
ら
、
３
０
日×

１
２
回

で
、

３
６
０
日
と
な
り
ま
す
。

（
当

然
そ

の
ま
ま
だ
と
暦
と
季
節
の
間
に

ず
れ

が
生
じ
る
の
で
、
昔
は
１
９
年

間
に

７
回
閏
月
（
１
３
月
）
が
あ
り
、
こ

の
ず
れ
を
修
正
し
て
い
た
。
）

人
は
母
の
胎
内
で
生
を
宿
し
、
生

ま
れ
る
ま
で
に
「
十
月
十
日
」
掛
か

る
と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

旧
暦
の
一
月
が
３
０
日
な
ら
ば
、

日
数
に
し
て
（
３
０
日×

１
０
月
）

＋
１
０
日
で
３
１
０
日
に
な
り
ま
す
。

す
る
と
３
６
０
日
―
３
１
０
日
。

旧
暦
の
一
年
に
５
０
日
程
足
り
ま
せ

ん
。
こ
の
５
０
日
の
差
が
少
し
気
に

な
り
ま
す
。

一
周
忌
で
は
誕
生
を
祝
う
？

人
は
亡
く
な
っ
て
４
９
日
後
に
次

の
生
ま
れ
先
が
定
ま
る
と
言
わ
れ
ま

す
が

、

ひ

ょ

っ

と
し

た

ら

、
一

年

（
３
６
０
日
）

と
お
腹
に
中
に
居
る

期
間
（

３
１
０
日
）
、

そ
の
間
に
有

る
差
を
埋
め
る
の
は
中
陰
（
四
十
九

日
）
で
は
な
い
か
と
想
像
を
し
ま
す
。

そ
う
考
え
る
と
、
一
周
忌
は
故
人

が
亡
く
な
っ

て
四
十
九
日
で
新
た
な

生
ま
れ
先
が
定
り
、
そ
れ
か
ら
十
月

十
日
経
っ

た
時
に
す
る
わ
け
で
す
か

ら
、
故
人
の
魂
宿
し
た
新
し
い
命
が
、

ち
ょ
う
ど
何
処
か
で
誕
生
し
て
い
る

頃
と
重
な
り
ま
す
。(

人
と
し
て
生
ま

れ
変
わ
る
な
ら
ば
・
・
・)

そ
れ
故
、
一
周
忌
の
事
を
、
「
魂

を
包
む
身
が
変
わ
る
」
↓
「
身
が
代

わ
る
」
↓
「

む
か
わ
る
」
↓
「
む
か

わ
り
」

と
言
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
？

で
す
か
ら
、
一
周
忌
の
法
要
以
降

は
在
り
し
日
の
亡
き
故
人
の
事
を
偲

ぶ
事
即
ち
、
ど
こ
か
に
「
身
が
代
わ
っ

て
」
（
む
か
わ
っ
て
）
誕
生
し
て
い

る
で
有
ろ
う
新
し
い
命
の
誕
生
の
祝

福

と

、

そ
の

新

し

い

命
に

対

し

て

「
元
気
で
生
き
ろ
よ
！
」
と
無
事
の

成
長
と
安
穏
を
祈
る
集
い
で
有
る
と

も
言
え
ま
す
。

お
互
い
様

我
々
に
も
多
分
、
前
世
の
生
が
有
っ

た
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
六
道
輪
廻

を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
今
、
幸
い
に

し
て
人
身
に
魂
宿
し
生
か
さ
れ
て
い

る
訳
で
す
。
こ
れ
は
与
え
ら
れ
た
チ
ャ

ン
ス
で
あ
り
、
こ
の
生
を
有
効
に
活

か
し
て
自
ら
を
高
め
て
、
や
が
て
ま

た
巡
っ
て
く
る
次
の
生
で
は
、
尚
一

層
高
い
次
元
の
生
と
縁
が
持
て
る
よ

う
に
努
め
る
生
き
方
が
理
想
な
の
で

し
ょ
う
？
し
か
し
、
幸
い
に
と
は
言

い
ま
す
が
、
人
の
人
生
も
ま
た
楽
な

も
の
で
は
有
り
ま
せ
ん
。

次
々
に
出
て
く
る
四
苦
八
苦
に
苦

し
み
、
際
限
の
無
い
欲
望
や
悩
み
・
・
・

そ
れ
で
も
、
今
こ
こ
ま
で
様
々
な
障

害
を
上
手
く
か
わ
し
な
が
ら
人
間
と

し
て
生
き
な
が
ら
え
て
来
ら
れ
た
わ

け
で
す
。

勿
論
、
自
分
の
力
だ
け
で
生
き
て

来
た
人
は
居
な
い
訳
で
、
親
族
を
始

め
周
り
の
人
々
の
手
助
け
や
お
世
話

を
頂
い
て
今
が
有
る
の
は
当
た
り
前

の
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
し
ょ

う
か
？

目
に
す
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
が
、

縁
と
い
う
形
で
前
世
で
関
わ
り
の
有
っ

た
人
々
か
ら
、
「

む
か
わ
る
」
前
の

自
分
を
思
っ
て
く
れ
る
気
持
ち
に
も

後
押
し
さ
れ
て
、

今
日
ま
で
来
ら
れ

た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
？

そ
の
意
味
で
は
、
前
世
で
ご
縁
が

有
っ
た
人
々
の
「

お
か
げ
」

も
頂
い

て
、
今
こ
こ
に
居
る
の
で
し
ょ
う
。

「

お
か
げ
」

は
頂
く
ば
か
り
で
は

申
し
訳
有
り
ま
せ
ん
。

六
道
輪
廻
を
繰
り
返
す
者
同
士
、

「
お
互
い
様
」
の
気
持
ち
で
か
り
そ

め
の
浮
世
で
授
か
っ
た
縁
と
は
い
え
、

自
分
が
お
世
話
で
き
る
立
場
に
な
れ

ば
、
当
然
そ
の
お
返
し
は
さ
せ
て
頂

け
ね
ば
理
屈
に
合
い
ま
せ
ん
。

人
に
は
亡
き
人
を
思
う
事
が
出
来

ま
す
。
現
世
で
人
の
身
を
与
え
ら
れ

た
者
の
勤
め
と
し
て
、

浮
世
で
縁
が

持
て
た
人
々
を
偲
ぶ
と
事
に
よ
り
故

人
の
魂
を
引
継
ぎ
、
何
処
か
に
「
む

か
わ
っ
た
」
次
の
新
し
い
命
の
無
事

を
応
援
す
る
。
こ
の
「
お
互
い
様
」

と
「
お
か
げ
様
」
の
気
持
ち
は
末
永

く
持
ち
続
け
た
い
も
の
で
す
。

ご
参
考
：
「
四
有
」
（
一
つ
の
生

が
経
る
四
つ
の
段
階
。
）
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「
む
か
わ
り
」
考

中

有

ち
ゅ
う
う

死

有

し

う

本

有

ほ
ん
ぬ

生

有

し
ょ
う
う

中
陰
。
次
の
生
を
得
る
ま
で
の

期
間
。
満
中
陰
（
四
十
九
日
）

と
は
、
中
陰
が
満
ち
る
こ
と
。

死

を
迎
え
る
瞬
間

。

生

存
し
て
い
る
状

態
。

生

命
の
出
現
す
る

瞬
間
。

輪廻？



平
成
21
年
の
年
も
押
し
迫
っ
て
き
ま

し
た
。

昨
年
の
今
頃
は
「
百
年
に
一
度
の
経

済
危
機
」
と
か
？
テ
レ
ビ
な
ど
で
は
、

し
き
り
に
人
々
の
不
安
を
煽
り
立
て
る

事
ば
か
り
言
っ
て
い
た
よ
う
に
思
え
ま

す
。必

要
以
上
に
人
々
の
不
安
を
無
責
任

に
煽
り
立
て
る
世
の
中
の
流
れ
や
仕
組

み
に
対
し
て
腹
立
た
し
さ
え
感
じ
ま
す
。

あ
ま
た
に
溢
れ
る
情
報
に
踊
ら
さ
れ
ぬ

よ
う
ご
用
心
・
ご
用
心
で
す
。

さ
て
年
も
改
ま
っ
て
来
年
は
平
成
も

22
年
寅
年
。
相
変
わ
ら
ず
の
も
の
で
す

が
、
干
支
の
絵
馬
と
、
角
大
師
の
お
札

を
準
備
し
ま
し
た
。

絵
馬
に
は
願
い
事
な
ど
書
い
て
、
神

棚
や
仏
壇
の
片
隅
に
お
飾
り
く
だ
さ
い
。

角
大
師
の
お
札
は
古
い
も
の
と
交
換

し
て
頂
い
て
も
、
用
心
が
気
に
な

る
別

の
と
こ
ろ
に
貼
り
付
け
て
頂
け
ば

結
構

で
す
。
今
年
は
版
木
を
新
し
く
し

ま
し

た
の
で
、
昨
年
の
も
の
に
比
べ
て

鮮
や

か
に
刷
れ
て
い
ま
す
。

（
こ
の
お

札
、
山
名
蔵
拝
観

者
の

方
々
に
結
構
人
気
で
す
。
）

絵
馬
・
お
札
共
に
御
不
用
と
な

っ
た

も
の
は
、
地
域
の
注
連
縄
焼
き
の
時
や
、

社
寺
の
古
札
奉
納
所
等
に
収
め
て

下
さ

い
。来

年
も
皆
様
に
と
っ
て
平
穏
無

事
な

一
年
で
在
り
ま
す
様
に
ご
祈
念
申

し
上

げ
ま
す
。

例
年
大
晦
日
と
な
る
と
決
ま
っ

て
吹

雪
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
除
夜
の

鐘
を

つ
い
て
新
た
な
年
を
お
迎
え
く
だ
さ
い
。

今
回
は
熱
い
か
す
酒
を
ご
準
備

し
よ

う
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

＊
期
日
：
１
月
１
日
午
前
０
時
前
〜

去
る
９
月
21

日
に
秋
の
彼
岸
会

を
地

元
檀
家
28

名
の
参
列
を
得
て
行
い

ま
し

た
。村

岡
で
は
秋
祭
り
が
彼
岸
の
中

日
に

変
更
と
な
り
、
お
彼
岸
の
雰
囲
気
も
年
々

薄
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、
彼
岸
会
で
は

勤
行
式
を
参
列
者
皆
で
お
唱
え
し
先
祖

追
善
の
ご
供
養
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

ま
た
、

11

月
15

日
に
は
、

法
雲
寺

大
師
講
を
開
催
し
、
約
45
名
（
お
当
番

含
む
）
の
方
々
に
ご
参
列
願
い
、
天
台

宗
の
高
祖
・
天
台
大
師
の
報
恩
謝
徳
の

法
要
を
致
し
ま
し
た
。
法
要
後
は
、
意

見
交
換
を
行
っ
た
り
、
斉
食
を
共
に
し

て
和
や
か
な
ひ
と
時
を
持
た
せ
て
頂
き

ま
し
た
。
当
番
地
区
の
板
仕
野
・
野
々

上
・
東
上
の
皆
さ
ん
に
は
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。

参
拝
椅
子
に
感
謝

両
行
事
と
も
黒
田
様
（
八
鹿
）

・

太

田

垣

様

（

宝

塚
）

か

ら

ご

奉

納
頂

き

ま

し

た

「
参
拝
椅
子
」

を

使

用

さ
せ

て

頂

き

ま
し

た

。

楽

な
姿

勢

で

お

参
り

が

出

来

る
と

好
評
を
頂
い
て
お
り
ま
す
。
改
め
ま
し

て
、
ご
寄
付
頂
き
ま
し
た
ご
両
家
様
に

は
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

毎
月
２
回
（
１
・
15

）

練
習
を
重

ね
て
き
た
御
詠
歌
の
法
雲
寺
支
部
で
す

が
、
10
月
８
日
に
行
わ
れ
ま
し
た
西
日

本
大
会
で
舞
台
に
上
り

、
日
頃
の
練
習

の
成
果
を
発
表
い
た
し
ま
し
た
。

８
日
の
大
会
当
日
は
台
風
が
接
近
す

る
荒
れ
模
様
の
天
候
で
し
た
が
、
幸
い

に
台
風
は
進
路
を
外
れ
、
大
会
は
予
定

通
り
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

参
加
会
員
の
皆
さ
ん
は
緊
張
の
中
、

心

を
こ
め

た

御

詠
歌
を

披

露

し
て
頂

き

ま
し
た
。

翌
９
日

は

京

都
市
内

寺

院

参
拝
と

京

都

御
所
の

拝

観

等
の
観

光

を

少
し
楽

し

ん

で
来
ま

し

た
。舞

台
に

上

が

ら
れ
自

信

も

付
か
れ

た

事

と
思
い

ま

す
。

今
後

、

更

な
る
向

上

ご

期
待
い

た

し
ま
す
。

（

気
楽
な

会

で
す
の
で
ご
興
味
の
あ
る
方
、
練

習
に
ご
参
加
下
さ
い
。
）

天
台
宗
か
ら
「

檀
信
徒
手
帳
」
が

発
行
さ
れ
、
兵
庫
教
区
で
は
檀
家
各
家

に

１

冊

の

配

布

す

る

こ

と

と

な

り
ま
し
た
。

比

叡

山

参

拝

の

際

な

ど

お

持

ち
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

こ
の
秋
は
何
度
か
上
鹿
田
橋
か
ら

一
二
峠
に
向
か
う
里
道
を
歩
こ
う
と
山

に
入
っ
た
の
で
す
が
、
里
道
は
荒
れ
放

題
で
、
自
分
で
道
を
切
り
開
い
て
進
ま

ぬ
こ
と
に
は
前
に
進
め
ま
せ
ん
で
し
た
。

何
故
、
里
道
を
歩
こ
う
と
思
っ
た

か
は
、
壷
谷
・
桜
山
・
一
二
峠
と
三
箇

所
あ
る
山
名
公
の
廟
所
を
巡
る
散
策
路

が
整
備
出
来
な
い
か
と
考
え
た
か
ら
で

す
。
し
か
し
、
行
き
着
け
ぬ
ま
ま
雪
が

降
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

次
の
春
に
持
越
し
で
す
。
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彼

岸

会

・
お

大

師

講

開

催

御

詠

歌

西

日

本

大

会

出

場

右
：
発
表
後
ホ
ッ
と
一
息

左
：
御
所
内
で
の
一
枚

檀

信

徒

手

帳

絵馬は神棚や仏壇の片

隅に、お札は用心が気

になるところに･･･

除

夜

の

鐘

里

道

の

活

用


