
近
現
代
に
お
け
る
宮
座
の
変
容
と
持
続
に
つ
い
て
―
―
北
部
九
州
の
宮
座
を
事
例
と
し
了
―
‐

山
　
口
　
信
　
枝

は

じ

め

に

―
―
研
究
視
座
―
―

宮
座
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
歴
史
的
研
究
を
中
心
と
し
て
、
貴
重

な
研
究
成
果
が
蓄
積
さ
れ
て
き
て
お
り
、
人
類
学
、
民
俗
学
、
近
年

（１
）

で
は
環
境
社
会
学
等
の
分
野
か
ら
の
研
究
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
宮
座
は
戦
後
に
解
体
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
て
、
管

見
の
限
り
に
お
い
て
は
近
現
代
を
対
象
と
し
た
研
究
は
少
な
く
、
そ

の
研
究
課
題
は
宮
座
の
解
体
過
程
と
そ
の
要
因
に
つ
い
て
の
考
察
が

主
流
で
あ
る
。
そ
し
て
戦
後
六
〇
年
を
経
過
し
た
現
在
も
な
お
、
持

続
し
て
い
る
宮
座
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戦
中
戦
後
に
つ
い
て

の
研
究
は
更
に
少
な
い
。
筆
者
は
宮
座
と
い
う
村
の
宗
教
集
団
の
変

容
と
持
続
に
つ
い
て
、
近
現
代
に
お
け
る
日
本
社
会
の
変
動
と
関
連

さ
せ
な
が
ら
考
察
を
お
こ
な

っ
て
き
た
。

筆
者
の
研
究
課
題
は
、
従
前
の
宮
座
研
究
に
続
く
研
究
と
し
て
、

宮
座
が
明
治
期
以
降
戦
中
戦
後
期
に
お
け
る
社
会
状
況
の
変
化
の
中

で
、
ど
の
よ
う
に
対
処
し
変
容
し
て
き
た
か
と
い
う
そ
の
変
容
過
程

を
検
討
し
、
現
代
に
お
け
る
宮
座
の
存
在
意
義
に
つ
い
て
考
察
す
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
研
究
課
題
に
む
け
て
北
部
九
州
の
宮
座
の
調
査

を
実
施
し
て
き
た
が
、
本
論
で
は
こ
れ
ま
で
の
調
査
を
総
括
し
、
全

体
に
つ
い
て
考
察
を
お
こ
な
う
。

宮
座
は

一
般
的
に
は

「神
事
執
行
に
つ
い
て
独
占
的
な
権
能
を
氏

子
内
部
に
お
い
て
も
つ
集
団
」
と
説
明
さ
れ
る
が
、
宮
座
の
定
義
に

つ
い
て
は
統

一
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
「特
権
的
祭
祀
組
織
」

説
と

「神
事
組
合
」
説
が
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
、
「村

一
つ
に
限
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る
た
だ

一
つ
の
神
社
の
座
」
と
い
う
定
義
も
あ
る
。
ま
た
、
宮
座
に

は
そ
の
加
入
資
格
に
お
い
て
、　
一
定
の
家
筋
に
属
す
る
者
に
限
ら
れ

る
株
座
と
、
氏
子
で
あ
る
こ
と
が
参
加
条
件
と
さ
れ
る
村
座
の
二
類

型
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。

な
お
本
論
に
お
い
て
は
、
「宮
座
は
産
土
神
社
に
お
い
て
座
と
呼

称
す
る
祭
祀
集
団
で
あ
り
、
株
座
と
村
座
を
含
む
」
と
い
う
基
本
理

解
の
も
と
に
考
察
を
お
こ
な
う
。
そ
し
て
宮
座
と
い
う
言
葉
は
、
宮

座
組
織
と
宮
座
構
成
員
の
双
方
を
指
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る

た
め
、
原
則
と
し
て
宮
座
組
織
を
表
わ
す
場
合
は

「宮
座
」、
宮
座

の
構
成
員
を
示
す
場
合
は

「宮
座
構
成
員
」
と
区
別
す
る
。
ま
た
産

土
神
社
が
鎮
守
す
る
地
域
を
、
現
市
町
村
名
に
か
か
わ
ら
ず

「村
」

と
表
記
す
る
。
こ
れ
は
自
然
村
の
地
域
に
ほ
ぼ
該
当
す
る
こ
と
に
よ

２つ
。宮

座
は
村
の
生
活
な
か
の
宗
教
的
側
面
の
表
れ
で
あ
る
が
、
そ
の

地
域
の
宗
教
行
事
の
み
な
ら
ず
、
政
治
、
経
済
、
社
会
、
人
間
関
係

と
密
接
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
村
落
共
同
体
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な

場
面
に
お
い
て
、
宮
座
の
構
成
員
が
関
係
し
て
き
た
。
具
体
的
に

は
、
宗
教
的
な
特
権
が
日
常
生
活
全
般
に
ま
で
延
長
す
る
、
社
会
的

特
権
は
結
婚
相
手
の
選
定
要
素
と
な
る
、
政
治
的
特
権
は
村
役
人
の

選
出
と
な
る
、
経
済
的
特
権
は
村
山

・
入
会
山
の
支
配
権
、
水
利
権

の
保
有
と
な
る
等
で
あ
る
。

宮
座
が
存
在
す
る
地
域
と
し
て
は
、
畿
内
を
中
心
と
し
て
近
江
が

そ
の
代
表
的
な
地
域
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
北
部
九
州
に
も

比
較
的
多
く
の
宮
座
が
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ら
の

宮
座
に
つ
い
て
の
研
究
は
少
数
で
あ
り
、
近
現
代
を
対
象
と
し
た
も

の
は
更
に
少
な
い
。
ま
た
加
入
資
格
が
厳
し
く
制
限
さ
れ
た
株
座
に

つ
い
て
も
、
畿
内
や
近
江
が
中
心
と
さ
れ
て
お
り
、
研
究
事
例
も
こ

れ
ら
の
地
域
も
の
が
多
い
。
筆
者
は
北
部
九
州
の
宮
座
調
査
に
お
い

て
、
現
在
も
持
続
し
て
い
る
株
座
形
態
の
宮
座
と
、
村
座
形
態
の
宮

座
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
ま
た
規
約
上
は
廃
止
さ
れ
た
宮
座

が
、
実
質
上
は
持
続
し
て
い
る
事
例
も
旧
株
座
で
あ

っ
た
。
そ
し
て

宮
座
が
時
代
と
と
も
に
変
容
し
な
が
ら
現
在
も
な
お
、
「
お
座
元
、

お
宮
座
、
神
和
」
と
い
う
地
元
で
の
呼
称
と
と
も
に
、
祭
祀
が
執
行

さ
れ
て
い
る
宮
座
の
調
査
を
お
こ
な

っ
て
き
た
。

本
論
で
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
宮
座
の
形
態
が
明
確
に
表
れ
て
い

る
四
つ
の
宮
座
を
選
択
し
、
考
察
の
対
象
と
し
た
。
そ
の
宮
座
は
、

古
宮
八
幡
神
社

（福
岡
県
田
川
郡
香
春
町
採
銅
所
）、
古
要
神
社

（大

分
県
中
津
市
卜
鮮
田だ
）、
賀
茂
神
社

（福
岡
県
う
き
は
市
濯
牙
畦
雌
檻
）ヽ

産

宮
神
社

（福
岡
県
前
原
市
池
田
）
の
各
宮
座

で
あ
る

（地
図
参

照
）。
戦
後
も
株
座
と
し
て
の
形
態
を
守
り
な
が
ら
持
続
し
て
い
る
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③古宮八幡神社
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⑥宇佐神宮
大分県宇佐市南宇佐

周 防 灘

気
姫島村

伊 予 灘

福岡県 。大分県
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古
宮
八
幡
神
社
の
宮
座
、
戦
前
か
ら
村
座
の
形
態
で
愧
儡
子

（操
り

人
形
）
奉
納
神
事
が
中
心
と
な
り
持
続
さ
れ
て
い
る
古
要
神
社
の
宮

座
、
形
式
上
は
昭
和
初
期
に
株
座
が
消
滅
し
村
座
の
な
か
に
組
み
込

ま
れ
な
が
ら
も
、
旧
株
座
の
機
能
を
持
続
し
て
い
る
賀
茂
神
社
の
宮

座
、
戦
前
の
宮
座
は
解
体
し
た
が
、
旧
来
か
ら
の
家
筋
に
よ
る
中
核

で
あ

っ
た
株
座
が
持
続
し
て
い
る
産
宮
神
社
の
宮
座
で
あ
る
。

宮
座
は
中
世

・
近
世
期
を
通
じ
て
社
会
状
況
の
変
化
と
と
も
に
変

容
し
て
き
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
的
研
究
で
明
か
に
さ
れ
て

お
り
、
明
治
期
以
降
は
そ
の
変
容
が
更
に
顕
著
で
あ
る
。
近
現
代
に

お
い
て
は
明
治
期
以
降
の
社
会
変
動
が
あ
り
、
太
平
洋
戦
争
敗
戦
後

は
国
家
神
道
の
廃
止
や
農
地
改
革
が
実
施
さ
れ
、
続
く
高
度
経
済
成

長
に
よ
る
社
会
状
況
の
変
化
等
が
あ
り
、
旧
村
を
単
位
と
し
て
営
ま

れ
て
き
た
宮
座
が
解
体
し
て
い
く
こ
と
は
当
然
の
成
り
行
き
で
あ

っ

た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
で
も
な
お
、
持
続
し
て
い
る
宮
座
が
あ

る
。
こ
れ
は
な
ぜ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

以
下
、
各
宮
座
事
例
に
つ
い
て
概
説
し
、
宮
座
の
変
容
と
持
続
に

つ
い
て
考
察
を
お
こ
な
う
。

一　
北
部
九
州
の
宮
座
事
例

（―
）

祭
帳
に
み
る
戦
前
戦
後
の
宮
座

（株
座
の
持
続
）

―
―
古
宮
八
幡
神
社

（福
岡
県
田
川
郡
香
春
町
）
の
宮
座
事
例
―
―

古
宮
八
幡
神
社

（香
春
町
採
銅
所
）
の
宮
座
は
、
戦
前
の
形
態
を

残
し
な
が
ら
、
現
在
も
株
座
と
し
て
持
続
し
て
い
る
宮
座
で
あ
麺
。

戦
前
戦
後
期
に
お
け
る
社
会
情
勢
の
変
化
の
中
で
、
宮
座
が
ど
の
よ

う
に
対
処
し
変
容
し
て
き
た
か
を
、
各
宮
座
が
保
有
す
る
祭

帳
の

記
録
を
通
し
て
考
察
し
た
。

「
お
宮
座
」
と
呼
称
さ
れ
る
古
宮
八
幡
神
社
の
霜
月

末

祭
は
株

座
で
、
宇
佐
神
宮

（大
分
県
宇
佐
市
）
へ
養
老
四
年

（七
二
〇
）
に
銅

鏡
を
奉
納
し
た
と
い
う
伝
承
を
宮
座
開
始
由
縁
と
し
て
い
る
。
旧
上

採
銅
所
村
と
旧
下
採
銅
所
村
と
旧
採
銅
所
町
の
三
地
区
に
分
か
れ

て
、
本
家
筋
の
大
宮
座
と
分
家
筋
の
古

（小
）
宮
座
が
合
計
五
つ
存

在
し
て
い
た
。
現
在
は
四
つ
の
宮
座
が
持
続
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か

に
町
場
の
宮
座
で
あ
る

「大
ゑ
び
す
」
も
株
座
で
持
続
し
て
い
る
。

各
宮
座
が
保
有
す
る
祭
帳
は

「御
神
体
」
化
し
た
取
扱

（後
述
）
が

な
さ
れ
、
宮
座
祭
は
自
宅
で
執
り
行
う
と
い
う
特
徴
を
有
す
る
。

宮
座
の
収
入
は
、
戦
前
ま
で
は
宮
田
か
ら
あ
が
る
小
作
米
に
よ
っ

て
賄
わ
れ
て
お
り
、
講
の
貸
付
が
行
わ
れ
て
い
た
。
戦
時
中
は
戦
争

アア



の
影
響
に
よ
る
物
資
不
足
と
節
約
の
時
勢
が
宮
座
に
も
影
響
し
た
。

宮
座
は
戦
後
の
農
地
改
革
で
運
営
資
産
の
宮
田
を
失
い
、
宮
座
の
存

続
に
つ
い
て
話
し
合
い
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
宮
座
構
成
員
全
員
参
加

に
よ
る
協
議
の
結
果
、
規
模
を
縮
小
し
て
株
座
の
ま
ま
で
宮
座
を
持

続
し
て
い
く
こ
と
で
合
意
し
た
。
旧
村
単
位
の
祭
か
ら
組
単
位
の
宮

座
祭
と
な
っ
た
が
、
産
土
神
社
は
旧
村
単
位
の
ま
ま
で
保
持
し
て
い

ク一
。こ

の
村
は
宮
座
の
ほ
か
に
も
祭
が
多
く
、　
一
戸
で
複
数
の
祭
組
を

担

っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
宮
座
構
成
員
は
、
村
の
自
治
を
担
う
中
心

的
存
在
で
あ
る
。

（２
）

愧
儡
子
神
事
を
継
承
す
る
宮
座

（村
座
の
持
続
）

―
―
古
要
神
社

（大
分
県
中
津
市
）
の
宮
座
事
例
―
―

古
要
神
社

（中
津
市
伊
藤
田
）
の
宮
座
は
、
養
老
四
年
に
宇
佐
神

宮
放
生
会

へ
愧
儡
子
神
事
を
奉
納
し
た
と
い
う
伝
承
を
宮
座
開
始
由

縁
と
す
る
村
座
で
あ
る
。
愧
儡
子
は
糸
で
操
る
棒
状
の
杖
頭
人
形

で
、
奉
納
神
事
を
執
行
す
る
座
元
の
交
替
式
で
あ
る

「
ニ
ワ
タ
シ

（荷
渡
し
ご

を
中
心
と
し
て
、
愧
儡
子
が
着
る
神
衣
の
虫
干
し
行
事

が
神
事
化
さ
れ
た

「
オ
イ
ロ
カ
シ

（乾
衣
祭
と

が
執
行
さ
れ
て
い

２つ
。

祭
は
毎
年
神
楽
が
奉
納
さ
れ
、
間
年
の
夜
、
現
在
で
は
三
年
に
一

度
、
人
形
の
古
態
を
表
す
愧
儡
子
の
舞
と
神
相
撲
が
奉
納
さ
れ
る
。

こ
の
村
で
は
二
月
の
初
寄
り
で
部
落
全
約
五
〇
戸
が
集
ま
り
、
年
間

の
部
落
運
営
に
つ
い
て
話
し
合
う
。
こ
の
神
社
は
常
住
の
神
職
が
不

在
で
あ
り
、
宮
座
の
引
受
組
は
神
社
の
年
中
行
事
の
運
営
を
担
当
す

る
。
宮
座
の
形
態
は
部
落
の
全
戸
が
参
加
す
る
村
座
で
、
座
元
と
い

う
宮
座
の
言
葉
を
残
し
て
い
る
。
村
は
四
組
で
構
成
さ
れ
、
各
組
に

宮
総
代
が
置
か
れ
、
そ
の
中
か
ら
総
総
代
が
選
ば
れ
る
。
区
長
と
宮

総
代
は
村
の
人
格
者
が
選
ば
れ
、
部
落
の
神
事
と
日
常
生
活
両
面
に

お
け
る
指
導
者
で
あ
る
。
座
元
は
祭
の
引
受
組
の
年
長
者
が
順
次
引

受
け
る
。

祭
が
終
了
す
る
と

一
年
任
期
の
座
元
が
交
替
す
る
。
こ
の
行
事
が

「
ニ
ワ
タ
シ

（荷
渡
し
ご

で
あ
る
。
こ
の
ニ
ワ
タ
シ
は

ニ
ウ
ケ

（荷

受
け
）
と
ニ
オ
ク
リ

（荷
送
り
）
の
組
で
構
成
さ
れ
る
。
新
旧
座
元

の
交
替
式
は
旧
座
元
宅
で
行
わ
れ
、
神
具
目
録
と
宮
座
道
具
の
突
き

合
わ
せ
は
、
新
旧
双
方
の
座
元
引
受
組
の
人
達
が
神
社
に
集
ま
り
、

境
内
の
舞
殿
で
行
わ
れ
る
。
愧
儡
子
奉
納
神
事
が
執
行
さ
れ
る
年
に

は
、
年
齢
階
梯
的
組
織
で
祭
の
準
備
と
運
営
が
な
さ
れ
る
。

産
土
神
社
の
祭
を
中
心
に
座
元
引
受
組
の
人
達
は
、
神
社
行
事
の

集
ま
り
の
な
か
で
、
日
常
生
活
の
出
来
事
を
話
合
い
、
決
め
事
も
行



う
。
四
年
に

一
度
回

っ
て
く
る
座
元
引
受
は
、
次
回
年
度
に
お
け
る

組
内
の
年
齢
構
成
を
再
確
認
し
、
将
来
構
想
を
描
く
場
と
も
な
る
。

こ
の
村
の
人
達
は
現
在
で
も
古
要
神
社
の
神
事
を
暮
し
の
軸
と
し
な

が
ら
生
活
を
営
ん
で
い
る
。

（３
）

宮
座
と
村
の
動
向

（旧
株
座
の
変
容
と
持
続
）

―
―
賀
茂
神
社

（福
岡
県
う
き
は
市
）
の
神
和

（宮
座
）
事
例
―
―

賀
茂
神
社

Ｔ
つ
き
は
市
浮
羽
町
山
北
）
の
宮
座
は
、
形
式
上
は
廃

止
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
拡
大
し
た
氏
子
祭
に
旧
株
座
が
組
み

込
ま
れ
、
氏
子
祭
の
中
で
宮
座
の
機
能
を
持
続
し
て
い
る
宮
座
で
あ

（‐２
）

る
。
明
治

。
大
正
期
を
中
心
に
戦
後
期
を
含
め
て
、
政
治
、
山
林
、

水
利
問
題
が
発
生
し
、
村
の
指
導
者
層
で
あ
る
宮
座
構
成
員
間
の
対

立
と
協
力
が
あ
り
、
宮
座
運
営
も
変
容
し
て
き
た
。

賀
茂
神
社
の
宮
座
は
神
和
と
呼
称
さ
れ
、
創
始
は
不
明
で
あ
る
が

社
伝
に
よ
る
と
、
寛
永
六
年

（
三
全
一九
）
に
霜
月
初
酉
祭
と
し
て

復
興
さ
れ
た
と
い
う
。
神
和
は
吉
瀬
家
、
河
北
家
、
神
職
熊
懐
家
、

そ
れ
に
地
元
の
有
力
家
筋
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
神
和
は
村

の
祭
祀
集
団
で
あ
る
と
と
も
に
、
近
世
を
通
し
て
地
域
の
指
導
者
集

団
と
し
て
、
社
会
状
況
の
変
化
と
と
も
に
行
動
し
、
村
を
運
営
し
て

き
た
。
近
代
に
な
る
と
政
治
面
に
お
い
て
は
、
明
治
の
第

一
回
総
選

挙
に
前
後
し
て
政
治
運
動
が
活
発
化
し
、
党
派
間
の
暴
力
行
為
も
発

生
し
た
。
各
有
力
家
筋
が
入
交
じ
り
な
が
ら
、
各
派
に
分
か
れ
て
活

動
し
た
。
経
済
面
に
お
い
て
も
問
題
が
発
生
し
て
い
る
。
こ
と
に
山

林
問
題
で
は
神
和
構
成
員
同
士
が
争
い
、
大
審
院
の
判
決
を
仰
い
で

い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
戦
後
再
度
論
争
が
発
生
す
る
と
い
う

火
種
を
残
し
た
。
ま
た
水
利
問
題
は
隣
村
と
の
盗
水
騒
動
や
他
村
と

の
間
で
発
生
し
た
井
堰
問
題
で
、
当
時
対
立
関
係
に
あ
っ
た
神
和
構

成
員
が
、　
一
致
団
結
し
て
交
渉
に
あ
た
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
社
会
状
況
と
と
も
に
神
和
規
定
が
変
更
さ
れ
て
い

く
。
明
治
期
に
は
規
約
上
は
神
和
祭
と
氏
子
祭
の
区
別
を
な
く
し
、

全
氏
子
が
参
加
す
る
氏
子
祭
と
な
り
、
大
正
期
に
は
規
定
額
以
上
の

祭
資
寄
付
者
に
神
和
構
成
員
待
遇
が
な
さ
れ
る
と
い
う
、
経
済
重
視

の
規
定
変
更
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
昭
和
初
期
に
神
和
構
成
員
か
ら

の
申
し
出
に
よ
り
、
神
和
は
形
式
上
は
消
滅
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
旧
神
和
の
系
譜
を
ひ
く
家
々
は
、
氏
子
祭
に
お
い
て
役
職
２
肩
書

き
を
変
え
な
が
ら
存
続
し
て
い
る
。
賀
茂
神
社
の
旧
神
和
構
成
員

は
、
氏
子
祭
の
な
か
で
村
の
統

一
を
は
か
り
、
自
治
を
運
営
し
て
い

く
中
核
的
存
在
で
あ
り
、
現
在
で
も
旧
神
和
の
機
能
を
持
続
し
て
い

２つ
。な

お
山
北
に
は
賀
茂
神
社
を
中
心
と
し
て
、
山
北
三
社
と
呼
ば
れ



る
日
吉
神
社
と
二
次
神
社
に
も
神
和
が
あ
り
、
こ
の
二
社
は
小
社
で

は
あ
る
が
、
現
在
も
株
座
の
ま
ま
で
神
和
を
持
続
し
て
い
る
。
賀
茂

神
社
の
旧
神
和
構
成
員
の
多
く
は
こ
の
二
社
の
神
和
構
成
員
で
あ

り
、
こ
の
こ
と
が
旧
神
和
が
そ
の
機
能
を
持
続
し
て
い
る
要
因
の
ひ

と
つ
に
な

っ
て
い
る
と
考
え
る
。

（４
）

地
域
の
都
市
化
と
宮
座
の
変
容

（旧
株
座
の
持
続
と
新
株
座
の
解
体
）

―
―
産
宮
神
社

（福
岡
県
前
原
市
）
の
宮
座
事
例
―
―

産
宮
神
社

盆
則
原
市
池
田
）
の
宮
座
は
、
戦
前
の
宮
座
は
解
体
し

た
が
、
そ
の
中
核
で
あ

っ
た
旧
来
か
ら
の
家
筋
に
よ
る
宮
座
は
現
在

も
持
続
し
て
い
る
株
座
で
あ
樋
。
戦
前
は
旧
来
よ
り
宮
座
を
執
行
し

て
き
た
と
さ
れ
る
三
家

（以
下
、
本
宮
座
と
い
う
）
を
中
核
と
し
て
、

こ
れ
に
約
二
〇
家
の
地
元
有
力
家
が
加
わ

っ
た
株
座
の
宮
座

（以

下
、
新
宮
座
と
い
，２

で
構
成
さ
れ
る
と
い
う
、
株
座
の
二
重
構
造

で
運
営
さ
れ
て
い
た
。
戦
後
は
民
主
化
運
動
に
伴
い
差
別
的
制
度
廃

止
思
想
が
唱
え
ら
れ
、
新
宮
座
は
廃
止
さ
れ
た
が
、
新
宮
座
が
執
行

し
て
い
た

「百
手
的
射
神
事
」
は
、
現
在
は
氏
子
組
織
の
祭
と
し
て

継
続
し
て
い
る
。　
一
方
本
宮
座
は
戦
後
も
株
座
の
ま
ま
で
持
続
し
て

お
り
、
旧
来
か
ら

「宮
座
」
と
呼
称
さ
れ
る
神
事
を
持
続
し
て
い

Ｚつ
。

ま
た
本
宮
座
三
家
と
宮
司
家
に
は
、
通
称

「
お
笛
」
と
尊
称
さ
れ

る

「
フ
ジ
ョ
ウ
バ
コ

（不
浄
笛
力
と

が
保
有
さ
れ
て
お
り
、
こ
の

笛
は
妊
婦
の
股
に
挟
む
と
産
が
安
く
な
る
と
い
う
民
間
信
仰
が
あ

２一
。神

社
が
鎮
座
す
る
旧
池
田
村
は
、
福
岡
市

へ
の
通
勤

。
通
学
圏
と

し
て
人
口
が
急
増
し
て
い
る
。
昭
和
前
半
期
ま
で
は
都
市
近
郊
の
専

業
稲
作
地
帯
で
あ

っ
た
が
、
現
在
は
兼
業
稲
作
地
帯
に
な

っ
て
い

る
。
生
業
の
変
化
は
日
常
生
活
に
も
影
響
を
与
え
、
現
在
で
は
神
社

行
事

へ
の
氏
子
参
加
や
、
農
作
業
を
機
縁
と
し
た
集
合
は
減
少
し
て

い
る
。
社
会
生
活
は
都
市
化
し
、
行
政
単
位
の
生
活
様
式
に
よ
り
、

旧
村
の
組
単
位
の
結
合
は
弱
体
化
し
、
神
事
も
経
済
的
価
値
判
断
や

個
人
生
活
優
先
で
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
り
な
が
ら
も
産
宮
神
社
の
宮
座
は
持
続
し

て
い
る
。
そ
の
要
因
の
ひ
と
つ
は
、
「
フ
ジ
ョ
ウ
富
」
の
存
在
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
の
笛
は
先
祖
か
ら
引
継
が
れ
て
き

た
視
覚
象
徴
物
で
あ
り
、
宮
座
の
持
続
と
と
も
に
こ
の
箇
も
存
続
し

て
き
た
。
そ
の

一
方
で
、
こ
の
箇
の
存
在
が
宮
座
構
成
員
の
物
質
的

な
拠
り
ど
こ
ろ
と
な
り
、
宮
座
に
加
入
す
る
人
々
を
維
持
し
持
続
さ

せ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



一
一　
宮
座
の
特
徴
的
側
面

（―
）

宮
座
文
書
の

「御
神
体
」
化
に
つ
い
て

―
―
古
宮
八
幡
神
社
の
宮
座
文
書
事
例
―
―

宮
座
事
例

（１
）
で
紹
介
し
た
古
宮
八
幡
神
社
の
宮
座
は
、　
一
七

世
紀
前
半
か
ら
今
日
ま
で
書
き
継
が
れ
て
き
た
文
書
を
保
有
し
て
い

樋
。
そ
の
な
か
で
中
心
と
な
る
の
が

「御
託
宣
」
と
呼
ば
れ
る
神
名

ま
た
は
神
像
が
描
か
れ
た
掛
軸
と
、
「祭
帳
」
と
呼
称
さ
れ
る
宮
座

出
席
者
名
簿
で
あ
る
。
宮
座
の
運
営
資
産
で
あ
る
宮
田
の
権
利
以
外

は
実
質
的
な
利
益
や
権
利
に
関
す
る
記
録
は
見
当
た
ら
ず
、
そ
の
宮

田
も
戦
後
の
農
地
改
革
で
失
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
宮
座
は
持
続
し
て
い
る
。

文
書
は
帳
箱
に
納
め
ら
れ
、
薦
に
包
ま
れ
、
御
幣
が
立
て
ら
れ
て

い
る
。
薦
包
に
は
座
元
に
よ
り
汐
井

（海
水
）
と
神
酒
が
供
え
ら

れ
、
礼
拝
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
宮
座
文
書
は
、
日
常
的
に
は
見

る
こ
と
触
る
こ
と
が
暗
黙
の
了
解
の
も
と
に
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
宮
座
祭
で
は
薦
包
は
開
か
れ
、
祭
帳
に
書
き
込
み
が
行
わ
れ

る
。
こ
の
後
再
び
閉
じ
ら
れ
た
薦
包
は
、
新
座
元
に
抱
き
か
か
え
ら

れ
、
太
鼓
や
鉦
等
の
先
払
い
の
音
と
と
も
に
新
座
元
宅

へ
と
運
ば
れ

′一
。

宮
座
構
成
員
は
祭
帳
に
書
か
れ
た
名
前
に
よ
り
、
村
の
構
成
員
で

あ
る
こ
と
を
自
他
共
に
確
認
し
、
祖
先
に
続
く
自
分
自
身
を
認
識
す

る
。
祭
と
い
う
儀
礼
の
な
か
で
文
書
が
書
き
継
が
れ
、
宮
座
の
持
続

と
と
も
に
文
書
も
存
続
す
る
。
そ
の
一
方
で
こ
の
文
書
の
存
在
が
、

宮
座
構
成
員
の
精
神
的
な
拠
り
ど
こ
ろ
と
な
り
、
宮
座
を
維
持
し
持

続
さ
せ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
文
書
は
宮
座
を
視
覚
的

に
示
す
座
元
引
継
の
象
徴
と
な
り
、
祭
日
に
引
継
が
れ

一
年
毎
に
村

内
の
座
元
宅
を
巡
回
す
る
。

（２
）

古
宮
八
幡
神
社
と
古
要
神
社
に
よ
る

宇
佐
神
宮

（大
分
県
宇
佐
市
）
放
生
会
奉
納
神
事

宮
座
事
例

（１
）
と

（２
）
で
言
及
し
た
古
宮
八
幡
神
社
と
古
要

神
社
の
宮
座
は
、
と
も
に
宇
佐
神
宮
放
生
会

へ
の
奉
納
神
事
を
宮
座

開
始
由
縁
と
し
て
い
る
。
宇
佐
神
宮
放
生
会
は
こ
の
二
社
を
は
じ

め
、
宇
佐
神
宮
と
深
い
つ
な
が
り
を
持
つ
神
社
が
協
同
し
て
執
行
す

る
。
こ
こ
で
は
そ
の
神
事
に
つ
い
て
概
説
す
る
。

こ
の
奉
納
儀
礼
は
三
つ
の
組
織
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第

一
は
豊
前
国
司
が
田
川
郡
の
採
銅
所
に
鎮
座
す
る
古
宮
八
幡
宮

（旧

神
社
名
）
に
参
向
し
、
銅
鏡
を
鋳
造
し
、
こ
の
銅
鏡
を
宇
佐
宮

（旧

神
社
名
）
の
御
正

体

（御
神
体
）
と
し
て
奉
納
す
る
。
第
二
は
旧
上

8′



毛
郡
の
古
表
社
、
下
毛
郡
の
古
要
社

（旧
神
社
名
、
い
ず
れ
も
古
く
は

三
毛
郡
）
が
船
で
そ
の
御
神
体
で
あ
る
愧
儡
子
の
供
を
し
て
海
上
渡

御
を
行
い
、
放
生
会
で
愧
儡
子
の
舞
を
奉
納
す
る
。
第
二
は
宇
佐
宮

と
弥
勒
寺

・
中
津
尾
寺

・
六
郷
山
が
放
生
会
の
総
ま
と
め
の
儀
式
を

引
受
け
る
。
宇
佐
神
宮
放
生
会
は
広
範
囲
に
及
ぶ
地
域
の
人
々
が
日

数
を
か
け
て
儀
式
を
行
い
、
行
列
を
し
て
陸
路
を
歩
く
、
あ
る
い
は

船
団
を
組
ん
で
海
路
か
ら
宇
佐
の
和
間
浜

へ
と
集
ま
り
、
全
体
が
ひ

と
つ
と
な
り
放
生
会
を
執
行
し
た
の
で
あ
る
。

古
宮
八
幡
神
社
の

「
オ
マ
ガ
リ
サ
マ

（銅
鏡
）
の
祭
」
は
、
銅
鏡

を
宇
佐
神
宮
の
御
正
然
と
し
て
奉
納
し
た
と
い
う
伝
承
に
由
来
す
る

祭
で
あ
る
。
文
献
史
料
に
よ
る
と
、
こ
の
祭
は
銅
鏡
鋳
造
の
地
か
ら

出
発
し
、
行
列
は
緩
急
を
つ
け
た
時
間
区
分
と
長
短
の
移
動
行
程
を

経
な
が
ら
宇
佐

へ
と
進
む
。
こ
の
な
か
の
巡
礼
地
の

一
つ
で
あ
る
凶

首
塚

（
凶
士
塚
）
は
、
朝
廷
に
対
し
て
反
乱
を
起
こ
し
た
隼
人
が
宇

佐
神
宮
の
尽
力
に
よ
り
鎮
圧
さ
れ
、
そ
の
首
が
埋
め
ら
れ
た
と
さ
れ

て
い
る
古
墳
で
あ
る
。
こ
の
凶
首
塚
と
道
を
挟
ん
だ
と
こ
ろ
に
、
古

要
神
社
と
八
幡
古
表
神
社

（福
岡
県
築
上
郡
吉
富
町
）
の
愧
儡
子
が

身
を
清
め
る
化
粧
井
戸
が
あ
る
。
こ
の
地
で
銅
鏡
と
愧
儡
子
の
行
列

は
宇
佐
神
宮
の
御
神
幸
と
合
流
す
る
。
そ
の
後
各
行
列
は
ひ
と
つ
に

な
り
和
間
浜

へ
と
向
か
い
、
隼
人
の
生
れ
変
わ
り
と
さ
れ
る
蛤
を
海

に
放

つ
。

こ
の
祭
は
さ
ま
ざ
ま
な
因
子
を
含
ん
で
お
り
、
朝
鮮
半
島
か
ら
の

外
来
因
子
が
相
当
強
く
移
入
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
宇
佐
神
宮

放
生
会
開
始
由
縁
を
共
有
す
る
各
集
団
が
、
宇
佐
神
宮
と
関
連
す
る

地
を
巡
り
な
が
ら
御
神
幸
を
お
こ
な
う
。
各
集
団
に
属
す
る
人
々
は

こ
の
祭
を
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ア
イ
デ

ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
の
確
認
を
お
こ
な
う
祭
で
あ
る
と
考
え
る
。

（３
）

愧
儡
子
の
住
吉
大
神
と
朝
鮮
半
島
の
愧
儡
子
芸
能

―
―
古
要
神
社
と
八
幡
古
表
神
社

（福
岡
県
築
上
郡
吉
富
町
）

と
朝
鮮
半
島
の
愧
儡
子
事
例
―
―

宮
座
事
例

（２
）
で
言
及
し
た
古
要
神
社
と
そ
の
姉
妹
社
の
八
幡

古
表
神
社
は
、
最
初
は
と
も
に

「古
表

社
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、

隼
人
の
反
乱
鎮
圧
の
た
め
に
宇
佐
神
宮
に
協
力
し
た
。
そ
の
時
の
様

態
を
表
し
た
も
の
が
愧
儡
子
の
舞
と
神
相
撲
で
あ
る
と
い
う
伝
承
を

共
有
し
て
い
る
。
三
社
が
保
有
す
る
愧
儡
子
に
は
相
違
す
る
点
も
あ

る
が
、
愧
儡
子
の
形
態
や
奉
納
神
事
の
演
目
は
同
じ
で
あ
り
、
氏
子

は
と
も
に
愧
儡
子
を

「
お
神
様
」
と
呼
び
崇
敬
し
て
い
る
。
愧
儡
子

の
な
か
で
相
撲
人
形
の
住
吉
大
神
は
、
黒
色
も
し
く
は
黒
褐
色
の
肌

色
で
赤
の
マ
ワ
シ
を
締
め
て
い
る
。
愧
儡
子
が
奉
納
す
る
神
相
撲
で



は
、
西
方
の
住
吉
大
神
が
東
方
の
相
撲
神
と
の
取
組
す
べ
て
に
勝
利

す
る
と
い
う
定
型
の
勝
負
結
果
で
終
了
す
る
。

こ
れ
ら
の
愧
儡
子
と
酷
似
し
て
い
る
の
が
、
朝
鮮
半
島
の
流
浪
芸

人
集
団
に
よ
っ
て
操
ら
れ
る
愧
儡
子
芸
能
の

「
コ
ク
ト
ウ
カ
ク
シ
ノ

ル
ム
」
で
あ
樋
。
内
容
は
特
権
的
文
官
の
両
班
や
破
壊
僧
批
判
を
含

ん
だ
民
衆
の
娯
楽
風
刺
劇
で
、
神
事
儀
礼
の
役
割
を
担
う
愧
儡
子
の

舞
や
神
相
撲
と
は
意
味
内
容
が
相
違
す
る
。
し
か
し
使
用
す
る
人
形

の
形
態
、
舞
台
装
置
、
構
成
は
同

一
で
あ
り
、
愧
儡
子
の
住
吉
大
神

に
近
似
す
る
洪
同
知
と
い
う
人
形
が
登
場
す
る
。
愧
儡
子
が
敵
方
誘

出
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
た
と
い
う
そ
の
開
始
起
源
説
話
も
類
似
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
て
み
る
と
き
、
宇
佐
神
宮

放
生
会
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
愧
儡
子
に
は
、
朝
鮮
半
島
の
文
化

因
子
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

〓
一　
宮
座
の
変
容
と
持
続

（１
）

宮
座
の
特
色

以
上
、
こ
れ
ま
で
述

べ
て
き
た
各
宮
座
の
変
容
と
持
続
の
様
態
を

一
覧
表

に
ま
と
め
た

（次
頁
参
照
）。
こ
れ
に
よ
り
宮
座

の
特
色
、

（‐９
）

視
覚
象
徴
物
の
持
続
と
宮
座
開
始
由
縁
の
共
有
、
宮
座
持
続
の
要

因
、
宮
座
の
機
能
と
存
在
意
義
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

ま
ず
宮
座
の
特
色
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
紹
介
し
た
宮
座
に
は
六
つ

の
特
色
が
見
ら
れ
る
。
①
宮
座
構
成
員
間
の
平
等
意
識
、
②
複
数
の

祭
組
の
重
な
り
、
③
宮
座
が
保
有
す
る
視
覚
象
徴
物
の
存
在
、
④
畿

内
と
の
比
較
に
お
い
て
宮
座
の
双
分
組
織
が
見
出
せ
な
い
、
⑤

一
つ

の
産
土
神
社
に
複
数
の
宮
座
の
存
在
、
⑥

一
つ
の
村
に
複
数
の
産
土

神
社
と
そ
れ
ぞ
れ
の
宮
座
の
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
九
州
の
宮
座

に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
す

る
。
以
下
上
述
の
番
号
毎
に
解
説
を
お
こ
な
う
。

①
宮
座
の
要
素
と
し
て

一
般
的
に
は
年
齢
階
梯
制
が
あ
げ
ら
れ

る
。
年
齢
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
た
段
階
や
地
位
を
順
次

一
つ
ず
つ
移

行
し
て
い
き
、
各
段
階
に
至
る
に
は
な
ん
ら
か
の
資
格
や
儀
礼
が
必

要
と
さ
れ
る
年
齢
序
列
制
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
本
論
の
宮
座
で

は
、
宮
座
構
成
員
間
の
平
等
意
識
が
み
ら
れ
る
。
座
順
は
年
長
者
か

ら
順
次
上
座
に
着
座
し
て
い
く
が
、
こ
れ
は
年
長
者
に
対
す
る
敬
意

の
表
わ
れ
と
い
う
感
が
あ
り
、
座
順
は
固
定
し
て
い
な
い
。
賀
茂
神

社
の
宮
座
で
は
、
常
に
庄
屋
の
次
に
着
座
す
る
家
筋
が
あ
る
が
、
そ

れ
以
外
は
定
め
ら
れ
た
座
順
は
確
認
出
来
な
か
っ
た
。
ま
た
、
座
順

は
年
番
で
回

っ
て
く
る
祭
の
引
受
役
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
宮

座
も
あ
る
。
古
宮
八
幡
神
社
の
宮
座
で
は
、
大
祭
時
に
年
齢
階
梯
的

組
織
が
表
れ
る
が
、
こ
れ
は
年
齢
役
割
分
担
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
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表 2 宮座の特色

宮座の特色 内  容

共
通
特
色

①宮座構成員間の平等意識

古宮八幡神社の宮座 (株座)

蛭子神社の宮座 (株座)

古要神社の宮座 (村座)

産宮神社の宮座 (株座)

*(例外)

古要神社の宮座 (大祭年には年齢階梯制的形態をとる)

賀茂神社の宮座 (株座)

(氏子祭で河北本家の座席指定有)

②祭組の重なり

宮座 。祭神別・隣組の祭   (中心となる神社)

採銅所村・・・・・・・・・古宮八幡神社
三保村伊藤田・・・・・・・古要神社
山春村山北・・・・・ ●●●賀茂神社
池田村井田・・・・・・・・産宮神社

③宮座が保有する視覚象徴物の存
在

宮座文書 (各宮座が保有する)

古宮八幡神社の宮座
蛭子神社の宮座
古要神社の宮座
賀茂神社の宮座 (神社蔵のものも有り)

日吉神社の宮座
二次神社の宮座

愧儡子
古要神社の宮座
(八幡古表神社は神社蔵)

フジョウ富 (本宮座の宮座構成員各家と宮司家が
保有、安産利益の民間信仰有り)

産宮神社の宮座

④畿内との比較において
双分組織は見出せず

各宮座とも独立執行
本家筋 。分家筋の宮座として別々に運営

個
別
特
色

⑤一つの産土神社に複数の宮座
古宮八幡神社に現在四つの宮座あり
(戦前は五つの宮座あり)

⑥一つの村に複数の産土神社とそ
れぞれの宮座

「山北三社」・賀茂神社の株座は規約上は廃止さ
れたが、宮座の機能は持続

。日吉神社の宮座
。二次神社の宮座

た
。②

各
地
域

で
は
宮
座

の
他

に
、
隣
組
、
祭
神
別
等
の
祭
組

が
、
複
数
重
な
り
あ
い
な
が
ら

持
続
し
て
い
る
。
例
外
は
都
市

化
し
た
地
域
に
持
続
す
る
産
宮

神
社
の
宮
座
で
あ
る
が
、
こ
の

地
域
で
も
戦
前
ま
で
は
多
く
の

祭
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。

③
具
体
的
に
は
、
古
要
神
社

の
宮
座
が
保
有
し
、
氏
子
か
ら

「
お
神
様
」
と
尊
称
さ
れ
る
愧

儡
子
で
あ
る
。
も
う

一
つ
は
産

宮
神
社
の
宮
座
構
成
員
各
家
と

宮
司
家
に
保
有
さ
れ
て
い
る
フ

ジ

ョ
ウ
箇
で
あ
り
、
こ
れ
に
は

安
産
利
益
の
民
間
信
仰
が
あ

る
。
そ
し
て
産
宮
神
社
以
外
の

宮
座
に
は
、
各
宮
座
が
保
有
す

る
文
書
の
存
在
が
あ
る
。
宮
座



表3 宮座の持続に影響を及ぼす要因

宮座の持続に影響
を及ぼす要因

宮  座 内  容

①
視
覚
象
徴
物
の
存
在

宮座文書

古宮八幡神社の宮座
文書の「御神体」化、祖先からの継続認識

(蛭子神社の宮座 )

古要神社の宮座
座元は「神具目録」で引き継ぐ、祖先からの継
続認識

賀茂神社の宮座

祖先からの継続確認(日 吉神社の宮座 )

(二次神社の宮座)

愧 儡 子
古要神社の宮座 祖先からの継続確認

愧儡子は「お神様」と尊称される八幡古表神社

フジョウ富 産宮神社の宮座
祖先からの継続確認  「お富」と尊称される
富の利用者の存在 (一般民衆からの認証有り)

②宮座開始由縁の
共有

古宮八幡神社の宮座 銅鏡奉納神事

愧儡子奉納神事
両社は姉妹社

宇佐神宮放生会を合同執行古要神社の宮座

八幡古表神社

賀茂神社の宮座 旧株座の家筋で、地域の名望家

産宮神社の宮座
「神社を最初に建てて守ってきた家筋である」と
いう口伝の共有、「宮座」神事の執行

の
持
続
と
と
も
に
夫
々
の
視
覚
象
徴
物
も
持
続
し
て
い
る
。

④
宮
座
に
は
左
座

・
右
座
あ
る
い
は
東
座

。
西
座
と
い
う
よ
う
に

全
体
と
し
て
双
分
的
な
組
織
形
態
を
示
し
、
儀
礼
行
事
で

一
対
と
な

り
な
が
ら
交
互
に
一
定
の
地
位
役
割
を
分
担
す
る
様
相
が
、
宮
座
分

析
指
標
の

一
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
双
分
組
織
は
現
時
点
に
お
い

て
は
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
更
に

検
証
を
深
め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

⑤

一
般
的
に
宮
座
は

一
つ
の
村
に

一
つ
の
宮
座
と
さ
れ
て
い
る

が
、
古
宮
八
幡
神
社
の
宮
座
は
、　
一
つ
の
産
土
神
社
に
現
在
四
つ
の

宮
座

（戦
前
は
五
つ
の
宮
座
）
が
持
続
し
て
い
る
。
最
初
か
ら

一
つ

の
産
土
神
社
に
複
数
の
宮
座
が
存
在
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
も
と
も

と
は

一
つ
の
宮
座
で
あ

っ
た
も
の
が
時
代
と
と
も
に
複
数
に
分
離
し

た
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
確
認
出
来
て
い
な
い
。

⑥
産
土
神
社
は

一
つ
の
村
に
は

一
つ
に
限
る
、
そ
の
村
で
も
っ
と

も
古
く
か
ら
村
と
と
も
に
存
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
説
が
あ
る
。

し
か
し
賀
茂
神
社
が
鎮
座
す
る
山
北
で
は
、
三
つ
の
神
社
が
産
土
神

社
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
現
在
で
は
他
所
か
ら
勧
請
し
た
鎮

座
年
代
が
三
番
目
の
も
の
が
産
土
神
社
の
中
心
で
あ
る
。
産
土
神
社

の
存
在
も
時
代
と
と
も
に
変
容
し
て
い
る
。



表 4 宮座持続の要因

表5 宮座の機能と存在意義

（２
）

視
覚
象
徴
物
の
持
続
と
宮
座
開
始
由
縁
の
共
有

各
宮
座
に
は
そ
れ
ぞ
れ
宮
座
開
始
由
縁
が
あ
り
、
宮
座
に
引
継
が

れ
て
き
た
視
覚
象
徴
物
を
保
有
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
宮
座
の
持
続

に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

古
宮
八
幡
神
社
と
古
要
神
社
の
宮
座
で
は
、
文
書
は
座
元
の
物
質

的
象
徴
と
し
て
祭
日
に
引
継
が
れ
、　
一
年
毎
に
村
内
の
座
元
宅
を
巡

回
す
る
。
賀
茂
神
社
に
は
、
寛
文
年
間
の
宮
座
構
成
員
名
と
明
治
期

の
宮
座
構
成
員
名
と
を
対
比
さ
せ
た
文
書
が
あ
り
、
三
百
年
間
の
時

空
を
越
え
て
各
家
の
繋
が
り
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
な
お
古
要
神
社

の
宮
座
で
は
、
文
書
と
と
も
に
、
氏
子
が
操
る

「御
神
体
」
の
愧
儡

子
を
保
有
し
て
い
る
。
そ
し
て
産
宮
神
社
の
宮
座
で
は
、
宮
座
構
成

員
家
に

「
フ
ジ
ョ
ウ
箇
」
が
保
有
さ
れ
て
お
り
、
産
神
を
象
徴
す
る

こ
の
箇
は
、
安
産
を
祈
願
し
て
借
用
し
た

一
般
民
衆
か
ら
も
認
証
さ

れ
て
い
る
。

も
う

一
つ
の
要
因
は
各
宮
座
が
保
有
す
る
宮
座
開
始
由
縁
で
あ

る
。
古
宮
八
幡
神
社
と
古
要
神
社
の
両
宮
座
は
、
宇
佐
神
宮
放
生
会

へ
の
奉
納
神
事
を
宮
座
開
始
由
縁
と
し
て
い
る
。
同
じ
伝
承
を
共
有

す
る
集
団
が
各
地
で
そ
れ
ぞ
れ
の
祭
を
引
継
い
で
い
る
。
こ
の
こ
と

を
思
い
起
こ
す
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
ま
た
各
宮
座
を
持
続
さ
せ
る
要

因
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
賀
茂
神
社
の
宮
座
構

宮 座 持 続 の 要 因 内  容

①宮座がもつ村の統合機能の保持

村の結東力と連帯感の強さ
座意識の堅持
宮座構成員と座元引受者の意識の高さ
名望家の存続

②宮座の封鎖性の持続
自村意識
自己認識の顕在
村の内側に向けて働 く力

宮座の機能と存在意義 内  容

①村の団結と統合意識の強化 産土神社のための集合と共同行動の繰 り返し

②自己認識の獲得
直会での神人共食→祖先の認識→自己認識→子孫へ続
く自己存在の連続

③村の秩序の確認 産土神社の祭を執行する村の代表者を視覚的に確認

④親族交流
旧来の親族や新たに加入した姻族が交流する時間と場
の提供

8ア



成
員
家
は
、
旧
来
よ
り
産
土
神
社
の
運
営
に
携
わ
っ
て
き
た
村
の
有

力
家
筋
で
あ
る
こ
と
が
、
文
書
か
ら
も
日
常
生
活
の
面
か
ら
も
、
自

他
共
に
認
識
さ
れ
て
い
る
。
産
宮
神
社
の
宮
座
構
成
員
は

「自
分
達

は
、
産
宮
神
社
を
最
初
に
建
て
て
守
っ
て
き
た
家
筋
で
あ
る
」
と
い

う
口
伝
を
共
有
し
て
い
る
。

（３
）

宮
座
持
続
の
要
因

本
論
で
取
り
上
げ
た
宮
座
の
持
続
要
因
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、

こ
の
対
概
念
で
あ
る
宮
座
解
体
の
指
標
を
参
考
文
献
か
ら
抽
出
し

た
。
そ
れ
に
よ
る
と
宮
座
の
解
体
に
つ
い
て
、
二
つ
の
指
標
が
見
出

さ
れ
た
。
①
経
済
的
優
位
性
と
身
分
意
識
が
廃
止
さ
れ
、
村
人
が
平

等
に
な
っ
た
場
合
、
②
村
以
外
の
も
の
に
対
す
る
意
識
を
含
め
て
、

宮
座
の
封
鎖
性
が
解
消
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
。
こ
の
指
標
を
本
論
の

宮
座
事
例
に
当
て
は
め
て
検
証
を
お
こ
な

っ
て
み
る
。

本
論
の
宮
座
事
例
で
は
、
宮
田
を
失

っ
た
後
も
宮
座
は
持
続
し
て

お
り
、
経
済
的
優
位
性
の
廃
止
が
宮
座
の
解
体
要
因
と
は
な

っ
て
い

な
い
。
ま
た
身
分
意
識
と
は
多
少
意
味
合
い
は
異
な
る
が
、
い
ず
れ

の
宮
座
も
座
意
識
が
堅
持
さ
れ
て
お
り
、
各
宮
座
を
構
成
す
る
村
の

名
望
家
が
現
在
も
存
続
し
て
い
る
。

次
に
宮
座
の
封
鎖
性
に
つ
い
て
は
、
村
人
の
な
か
に
村
外
に
対
す

る
意
識
の
封
鎖
性
が
保
持
さ
れ
て
い
る
。
産
土
神
社
の
宮
座
祭
を
中

心
と
し
て
村
内
の
各
神
社
の
祭
を
執
行
し
て
い
く
な
か
で
、
村
の
統

合
機
能
が
有
効
に
作
用
し
、
村
の
暮
ら
し
が
つ
な
が
れ
て
い
る
。
こ

れ
と

一
部
内
容
を
異
に
す
る
の
が
産
宮
神
社
の
宮
座
で
あ
る
。
都
市

化
し
た
地
域
に
持
続
す
る
こ
の
宮
座
は
、
村
の
統
合
機
能
の
保
持
と

い
う
要
因
は
希
薄
化
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
本
論
で
考
察
を
お
こ
な

っ
た
宮
座
が
持

続
し
て
き
た
要
因
は
、
①
宮
座
が
も
つ
村
の
統
合
機
能
の
保
持
、
②

宮
座
の
封
鎖
性
の
持
続
、
こ
の
二
つ
に
あ
る
と
考
え
る
。
時
代
と
と

も
に
変
動
す
る
社
会
情
勢
や
政
治

。
経
済
活
動
の
な
か
で
、
村
の
自

治
を
保
持
し
運
営
し
て
い
く
た
め
に
、
宮
座
の
存
在
が
有
効
に
機
能

し
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（４
）

宮
座
の
機
能
と
存
在
意
義

本
論
で
は
宮
座
の
変
容
と
持
続
に
つ
い
て
考
察
を
お
こ
な
っ
て
き

た
。
結
果
と
し
て
宮
座
の
も
つ
機
能
が
村
の
生
活
に
必
要
と
さ
れ
、

宮
座
の
存
在
意
義
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
の

宮
座
の
機
能
と
は
、
①
村
の
団
結
と
統
合
意
識
の
強
化
、
②
自
己
認

識
の
獲
得
、
③
村
の
秩
序
の
確
認
、
④
親
族
交
流
、
以
上
四
つ
で
あ

２つ
。



①
は
村
人
が
集
合
す
る
こ
と
に
よ
り
発
生
し
強
化
さ
れ
る
。
産
土

神
社
の
た
め
の
集
合
と
共
同
行
動
の
繰
り
返
し
は
、
村
の
団
結
と
統

合
意
識
を
強
化
す
る
要
因
に
な
っ
て
い
る
。
村
人
に
と
っ
て
産
土
神

社
の
祭
は
、
社
会
生
活
が
円
滑
に
営
ま
れ
、
村
の
自
治
が
運
営
さ
れ

て
い
く
た
め
に
有
効
で
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
ま
た
村
人
の
集
合

に
関
し
て
は
こ
の
他
に
、
複
数
の
祭
組
の
重
な
り
と
農
業
の
共
同
作

業
が
あ
る
。
村
人
は
聖
俗
両
生
活
に
お
い
て
集
合
し
村
の
暮
し
の
基

盤
が
固
め
ら
れ
て
い
く
。

②
は
宮
座
祭
の
執
行
が
村
人
に
と
っ
て
自
己
認
識
の
獲
得
の
場
と

な
っ
て
い
る
。
産
土
神
は
そ
の
村
を
象
徴
し
守
護
す
る
。
そ
の
産
土

神
の
祭
で
、
村
人
あ
る
い
は
村
人
を
代
表
す
る
宮
座
構
成
員
は
、
聖

的
空
間
で
会
合
し
直
会
で
産
土
神
と
共
食
す
る
。
こ
の
神
人
共
食
に

よ
り
、
村
を
意
識
し
祖
先
を
思
う
。
祖
先
を
思
う
こ
と
に
よ
り
、
そ

れ
に
繋
が
る
現
在
の
自
分
自
身
の
存
在
を
確
認
す
る
。
そ
し
て
子
孫

を
思
う
こ
と
に
よ
り
、
未
来
に
続
く
自
己
を
認
識
す
る
。
祭
の
中
で

改
め
て
自
己
認
識
の
獲
得
が
お
こ
な
わ
れ
、
村
人
は
再
び
俗
な
る
日

常
生
活
を
営
ん
で
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

③
は
産
土
神
社
の
祭
で
村
の
代
表
も
し
く
は
指
導
者
の
存
在
が
具

象
化
さ
れ
る
。
稲
作
を
生
業
と
す
る
農
村
は
、
多
く
の
共
同
作
業
を

必
要
と
す
る
。
そ
の
た
め
村
の
代
表
者
の
存
在
は
重
要
で
あ
る
。
産

土
神
社
の
祭
を
執
行
す
る
神
事
の
代
表
者
は
、
日
常
生
活
に
お
い
て

も
村
の
代
表
者
で
あ
り
指
導
者
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
神
事
を
通
し

て
村
人
の
目
に
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

④
は
宮
座
祭
が
女
性
を
軸
に
し
た
親
族
交
流
の
場
に
な
る
。
宮
座

祭
が
旧
来
の
親
族
や
、
新
し
く
加
わ
っ
た
姻
族
が
交
流
す
る
時
間
と

場
を
提
供
す
る
。
ま
た
直
会

の
席
は
、
年
頃
の
子
女
を
も

つ
親
に

と
っ
て
は
縁
談
の
場
と
な
り
、
同
じ
階
層
の
家
同
士
の
結
び
つ
き
が

お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
男
性
中
心
で
運
営
さ
れ
て
き
た
宮
座
祭
が
、

結
果
的
と
し
て
女
性
と
も
深
く
関
わ
る
祭
と
な

っ
て
い
る
。
た
だ

し
、
都
市
化
し
た
地
域
に
持
続
す
る
産
宮
神
社
の
宮
座
で
は
、
現
在

は
①
の
機
能
は
見
当
た
ら
な
い
。
更
に
③
に
つ
い
て
は
、
「ど
う
し

て
彼
ら
だ
け
が
特
別
の
こ
と
を
し
て
い
る
の
か
」
と
い
う
村
人
の
反

応
も
あ
る
。

本
論
で
取
り
上
げ
た
宮
座
に
は
、
上
述
の
よ
う
な
機
能
が
村
の
生

活
に
有
効
的
に
作
用
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
機
能
は
今
日
に
お
い
て

も
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
宮
座
の
存
在
意
義
と
な
り

今
日
ま
で
持
続
し
て
い
る
と
考
え
る
。

お

わ

り

に

古
宮
八
幡
神
社

・
古
要
神
社

・
賀
茂
神
社

・
産
宮
神
社
の
各
宮
座



を
中
心
と
し
て
、
宇
佐
神
宮
と
八
幡
古
表
神
社
の
事
例
を
引
用
し
な

が
ら
、
近
現
代
に
お
け
る
宮
座
の
変
容
と
持
続
に
つ
い
て
考
察
し

た
。
社
会
状
況
の
変
化
と
し
て
は
、
明
治
維
新
以
降
の
社
会
変
動
が

あ
り
、
明
治
末
期
の
神
社
整
理
政
策
、
町
村
合
併
、
戦
後
の
連
合
国

軍
総
指
令
部

（Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
に
よ
る
国
家
神
道
の
廃
止
、
農
地
改
革
、

高
度
経
済
成
長
に
よ
る
都
市
部

へ
の
人
口
流
出
、
生
業
の
変
化
等
に

よ
り
、
村
落
共
同
体
で
営
ま
れ
て
き
た
宮
座
が
消
滅
し
て
い
く
こ
と

は
当
然
の
成
り
行
き
で
あ

っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
で
も
な
お
、

変
容
し
な
が
ら
持
続
し
て
い
る
宮
座
が
あ
る
。

近
現
代
に
お
け
る
村
の
政
治
や
経
済
、
社
会
、
人
間
関
係
等
は
さ

ま
ざ
ま
な
要
因
が
交
錯
し
て
お
り
、
宮
座
の
視
点
か
ら
だ
け
で
考
察

す
る
こ
と
に
は
勿
論
限
界
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
産
土
神
社
の
も

と
で
宮
座
の
機
能
が
持
続
し
、
村
の
統
合
の
重
要
な
契
機
に
な
っ
て

い
る
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
事
実
で
あ
る
。
村
を
考
え
る
と
き
、
宮

座
は
今
後
も
な
お
無
視
で
き
な
い
一
つ
の
重
要
な
因
子
と
思
わ
れ

る
。
宮
座
の
機
能
は
、
村
の
自
治
意
識
の
希
薄
化
や
、
自
己
認
識
の

喪
失
等
が
問
題
と
さ
れ
る
現
代
社
会
に
お
い
て
、
改
め
て
必
要
と
さ

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
お
戦
後
期
以
降
は
重
要
な
問
題
を
多
数
含
ん
で
お
り
、
現
代
に

お
け
る
宮
座
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
別
途
考
察
を
お
こ
な
う
必
要
が

あ
る
。
近
現
代
を
対
象
と
し
た
宮
座
研
究
の
現
況
は
、
解
明
さ
れ
る

べ
き
多
く
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。

（１
）

宮
座
研
究
史
と
し
て
は
、
桜
井
純
子
の

「宮
座
論
ノ
ー
ト
」

（社
会
伝
承
研
究
会
編

『宮
座
の
構
造
と
村
落
―
―
社
会
伝
承
研

究
Ⅲ
Ｉ
Ｉ
』
社
会
伝
承
研
究
会
、　
一
九
七
四
年
）
が
あ
り
、
福
田

ア
ジ
オ

「宮
座
の
社
会
的
機
能
」
亀
講
座
日
本
の
民
俗
宗
教
』

五
、
民
俗
宗
教
と
社
会
、
弘
文
堂
、　
一
九
八
〇
年
）
、
一局
牧
賃

『宮
座
と
村
落
の
史
的
研
究
』
釜
口
川
弘
文
館
、　
一
九
八
六
年
）、

藤
井
昭

「宮
座
と
名
の
研
究
』
（雄
山
閣
、　
一
九
八
七
年
）
、
住
谷

一
彦

「歴
史
民
族
学
的
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
世
界
か
ら
」
翁
月
刊
歴

史
手
帖
』
第

一
一
七
巻

一
一
号
、
名
著
出
版
、　
一
九
八
九
年
）
等

に
詳
細
な
整
理
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
歴
史
的
研
究
以
外
で

は
、
高
橋
統

一

『宮
座
の
構
造
と
変
化
―
―
祭
祀
長
老
の
社
会
人

類
学
的
研
究
―
―
』
（未
来
社
、　
一
九
七
八
年
）
、
関
沢
ま
ゆ
み

『宮
座
と
老
人
の
民
俗
』
釜
口
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
、
古
川

彰

『村
の
生
活
環
境
史
』
（世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
四
年
）
等
が

あ
る
。

（２
）

「宮
座
」
の
項
目

（パ
縮
刷
版
〕
社
会
学
事
典
』
弘
文
堂
、　
一

九
九
九
年
）
。

（３
）

中
山
太
郎

「宮
座
の
研
究
」
亀
社
会
学
雑
誌
』
六
、　
一
九
二
四

年
）
。

（４
）

肥
後
和
男

「近
江
に
於
け
る
宮
座
の
研
究
」
翁
東
京
文
理
科
大

学
紀
要
』

一
六
、　
一
九
二
八
年
）
。



（５
）

原
田
敏
明

『村
祭
と
座
』
（中
央
公
論
社
、　
一
九
七
六
年
）
二

六
二
頁
。

（６
）

肥
後
前
掲

「近
江
に
於
け
る
宮
座
の
研
究
」
五

一
頁
。

（７
）

安
藤
精

一
『近
世
宮
座
の
史
的
研
究
』
釜
口
川
弘
文
館
、　
一
九

六
〇
年
）

一
一
四
～

一
一
八
頁
。

（８
）

畿
内
の
山
城
や
大
和
の
宮
座
の
ほ
う
が
概
し
て
構
造
が
単

一
で

あ
り
、
近
江
は
あ
る
雑
多
性
を
も
ち
、
そ
の
限
界
が
明
瞭
で
な
い

と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
（肥
後
和
男

「近
江
の
宮
座
に
つ
い
て
」

（日
本
民
族
学
会
編

『民
族
学
研
究
』
第
二
巻
第
四
号
、
三
省

堂
、　
一
九
二
六
年
）
四
四
～
四
五
頁
）。

（９
）

「福
岡
県
神
社
祭
事
暦
」
翁
福
岡
県
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第

一
七
輯
、
福
岡
県
教
育
委
員
会
、　
一
九
五
四
年
）。

（１０
）

拙
稿

「戦
前
戦
後
の
宮
座
―
―
古
宮
八
幡
神
社
の
宮
座
事
例
よ

り
―
―
」
翁
西
日
本
宗
教
学
雑
誌
』
第
二
〇
号
、　
一
九
九
八
年
）
。

（Ｈ
）

拙
稿

「古
要
神
社
の
愧
儡
子
神
事
と
ニ
ワ
タ
シ

（荷
渡
し
ご

（秀
村
選
三
編

『西
南
地
域
史
研
究
』
第

一
一
輯
、
文
献
出
版
、

一
九
九
六
年
）。

（‐２
）

拙
稿

「明
治

。
大
正
期
に
お
け
る
村
の
動
向
と
宮
座
―
―
賀
茂

神
社
の
神
和

（宮
座
）
を
事
例
と
し
て
―
―
」
η
福
岡
県
地
域
史

研
究
』
第

一
七
号
、
福
岡
県
、　
一
九
九
九
年
二
月
）、　
一
九
九
九

年

『日
本
史
学
年
次
別
論
文
集
』
近
現
代
三

（二
〇
〇
二
年
二

月
）
再
収
。
拙
稿

「近
代
に
お
け
る
宮
座
の
変
容
と
持
続
―
―
福

岡
県
賀
茂
神
社
の
神
和

（宮
座
）
を
事
例
と
し
て
―
―
」
翁
宗
教

研
究
』
三
三
二
号
、
日
本
宗
教
学
会
、
二
〇
〇
二
年
六
月
）。

（‐３
）

拙
稿

「地
域
の
都
市
化
と
宮
座
の
変
容
―
―
福
岡
県
産
宮
神
社

を
事
例
と
し
て
―
―
」
翁
福
岡
県
地
域
史
研
究
』
第
二
二
号
、
福

岡
県
、
二
〇
〇
五
年
）。

（‐４
）

拙
稿

「宮
座
文
書
の

「御
神
体
」
化
に
つ
い
て
―
―
古
宮
八
幡

神
社

（福
岡
県
）
の
文
書
を
事
例
と
し
て
―
―
」
（平
成

一
一
年

度
史
料
管
理
学
研
修
会
長
期
研
修
課
程
修
了
レ
ポ
ー
ト
、
国
文
学

研
究
資
料
館
史
料
館
）
、
『福
岡
県
地
域
史
研
究
』
第

一
八
号

（福

岡
県
、
二
〇
〇
〇
年
二
月
）、
二
〇
〇
〇
年

『日
本
史
学
年
次
別

論
文
集
』
日
本
史
学

一
般

（二
〇
〇
三
年
二
月
）
再
収
。

（‐５
）

拙
稿

「古
宮
八
幡
宮
オ
マ
ガ
リ
サ
マ

（銅
鏡
）
の
研
究
―
―
宇

佐
放
生
会
銅
鏡
奉
納
神
事
―
―
」
（久
留
米
大
学
大
学
院

『年
報
』

第
二
号
、　
一
九
九
六
年
二
月
）
、
拙
稿

「宇
佐
放
生
会
愧
儡
子
の

舞
と
神
相
撲
」
（久
留
米
大
学
大
学
院
論
集

『比
較
文
化
研
究
』

第
二
号
、　
一
九
九
二
年
八
月
）。

（‐６
）

中
野
幡
能

『八
幡
信
仰
史
の
研
究
』
（吉
川
弘
文
館
、　
一
九
六

七
年
）
四
〇
四
～
四
二
四
頁
。

（‐７
）

拙
稿

「古
要
神
社
大
祭

（宇
佐
放
生
会
奉
納
神
事
）
と
韓
国
の

「
コ
ク
ト
ゥ
カ
ク
シ
ノ
ル
ム
ヒ

（Ｅ
二
日
史
学
』
第
五
九
巻

一
。

一
下
三
合
集
号
、
豊
日
史
学
会
、　
一
九
九
五
年
二
月
）、　
一
九
九
六

年

『日
本
史
学
年
次
別
論
文
集
』
日
本
史
学

一
般

（
一
九
九
九
年

二
月
）
再
収
。

（・８
）

韓
国
民
俗
劇
研
究
所
編
梁
民
基

・
平
井
美
津
子
訳

『図
解

・
韓

国
の
伝
統
人
形
芝
居
コ
ク
ト
ウ
カ
ク
シ
ノ
ル
ム
』
（現
代
人
形
劇

セ
ン
タ
ー
、　
一
九
八
六
年
）。

（‐９
）

宮
家
準

『宗
教
民
俗
学
』
（東
京
大
学
出
版
会
、　
一
九
九
五
年
、

初
版

一
九
八
九
年
）、
四
四
～
四
六
頁
。
宮
家
準
は
宗
教
的
象
徴

9′



を
視
覚

・
行
為

・
言
語
象
徴
に
分
類
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
視
覚

象
徴
の
な
か
で
、
本
来
俗
な
る
も
の
が
、
所
定
の
時
と
場
所
に
お

い
て
聖
な
る
も
の
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
、
ホ
ウ
キ

。
臼

。

杵

・
俵

・
家
な
ど
が
こ
れ
に
属
す
る
と
し
て
い
る
。

（２０
）

高
橋
統

一

『宮
座
の
構
造
と
変
化
―
―
祭
祀
長
老
の
社
会
人
類

学
的
研
究
―
―
』
（未
来
社
、　
一
九
七
八
年
）

一
二
～

一
三
頁
、

二
五
四
～
二
五
五
頁
。

（２．
）

原
田
前
掲

『村
祭
と
座
』
二
四
頁
。

（２２
）

原
田
前
掲

「村
祭
と
座
』

一
七
頁
、
二
四
頁
。

（２３
）

宮
座
解
体
要
因
は
次
の
九
つ
の
参
考
文
献
か
ら
抽
出
し
た
。
池

田
昭

「株
座
の
解
体
過
程
―
―
京
都
市
左
京
区
八
瀬
―
―
」
Ｇ
社

会
と
伝
承
』
第
二
巻
第
二
号
、
社
会
と
伝
承
の
会

（以
下
同
）、

一
九
五
八
年
）、
同

「宮
座
と
村
落
構
造
」
Ｇ
社
会
と
伝
承
』
第

六
巻
第
二
号
、　
一
九
六
二
年
）
、
同

「宮
座
の
変
貌
過
程

（村
落

構
造
と
の
関
連
）
―
―
滋
賀
県
野
洲
郡
守
山
町
勝
部
―
―
」
Ｇ
社

会
と
伝
承
」
第
九
巻
第

一
号
、　
一
九
六
五
年
）、
同

「宮
座
の
変

貌
過
程

（続
）
（村
落
構
造
と
の
関
連
）
―
―
滋
賀
県
甲
賀
郡
信

楽
町
宮
尻
―
―
」
翁
社
会
と
伝
承
』
第
九
巻
第
二
号
、　
一
九
六
五

年
）、
伊
藤
芳
枝

「筑
前
嘉
穂
郡
に
お
け
る
宮
座
の
崩
壊
」
（『宗

教
研
究
』

一
七
四
、　
一
九
六
三
年
）
、
花
島
政
三
郎

「部
落
の
統

合
と
宮
座
―
―
滋
賀
県
神
崎
郡
永
源
寺
町
九
居
瀬
―
―
」
翁
社
会

と
伝
承
』
第
八
巻
第
二
号
、　
一
九
六
四
年
）、
原
田
敏
明

「座
の

封
鎖
性
」
（
社
会
と
伝
承
』
第
九
巻
第

一
号
、　
一
九
六
五
年
、
前

掲

『村
祭
と
座
』
に
収
録
）
、
仲
村
研

「山
国
五
社
明
神
宮
座
の

解
体
過
程
―
―
丹
波
山
国
農
兵
隊
成
立
史
―
―
」
（
社
会
科
学
』

九
、
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、　
一
九
六
八
年
）、
高
橋
前

掲

『宮
座
の
構
造
と
変
化
』、
第
五

・
六
章
、
松
永
和
人

「福
岡

県
八
女
市
近
郊
農
村
に
お
け
る
年
中
行
事
―
―
氏
神
祭
祀
を
中
心

と
し
て
―
―
」
（
福
岡
大
学
人
文
論
叢
』
第

一
二
巻
第
三
号
、　
一

九
八
〇
年
）。

（２４
）

鈴
木
栄
太
郎

『日
本
農
村
社
会
学
原
理
』
（時
潮
社
、　
一
九
四

二
年
、
初
刷

一
九
四
〇
年
）、
二
九
七
頁
。
鈴
木
栄
太
郎
は
氏
神

神
社
を
村
の
象
徴
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「氏
神
の

神
社
は
自
然
村
の
象
徴
で
あ
る
。
幾
百
年
も
前
よ
り
存
続
し
て
来

た
と
共
に
今
よ
り
も
永
久
に
存
続
す
可
き
も
の
と
信
ぜ
ら
れ
る
氏

神
の
氏
子
た
る
事
の
自
覚
に
よ
っ
て
、
村
人
は
、
古
き
歴
史
を
持

ち
今
か
ら
も
長
き
生
命
を
も
つ
可
き
村
と
云
ふ
超
個
人
的
存
在
の

一
部
分
で
あ
る
事
を
、
相
互
に
明
瞭
に
体
認
す
る
の
で
あ
る
」
。

［付
記
］

本
論
文
は
、
博
士

（文
学
）
学
位
論
文

（二
〇
〇
六
年
、
久

留
米
大
学
）
の
内
容
要
旨
で
あ
る
。

（や
ま
ぐ
ち
　
の
ぶ
え
・
福
岡
県
地
域
史
研
究
所
研
究
員
）




