
長
谷
部　

尾
田
さ
ん
は
畿
内
の
歴
史
に
つ
い
て
大
変
に
造

詣
が
深
い
方
で
す
が
、
私
も
淀
川
が
好
き
で
、
そ
の
南
東

側
に
あ
る
生い

駒こ
ま

山や
ま

と
の
関
係
に
は
ず
っ
と
個
人
的
な
興
味

を
抱
い
て
い
ま
す
。

山
腹
に
あ
る
有
名
な
生
駒
聖
天
（
寳ほ

う

山ざ
ん

寺じ

）
を
詣
で
る

た
め
の
講
も
、
か
つ
て
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
商
売

の
神
と
し
て
大
坂
商
人
の
信
仰
を
集
め
た
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
強
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
江
戸
時
代
に
は
畿
内
は

も
と
よ
り
大
変
広
い
範
囲
か
ら
人
々
を
集
め
、
そ
の
な
か

に
は
大
工
や
魚
屋
と
い
っ
た
職
業
講
も
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
と
は
別
に
、
山
麓
に
は
朝
鮮
寺
と
呼
ば
れ
る
在
日

韓
国
・
朝
鮮
人
の
方
々
の
信
仰
を
集
め
る
お
寺
が
た
く
さ

ん
あ
り
、
私
は
そ
れ
に
も
関
心
が
あ
っ
て
、
何
度
か
訪
れ

て
い
る
の
で
す
。
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
淀
川

の
ほ
と
り
で
韓
国
・
済チ

エ

州ジ
ユ

島と
う

か
ら
や
っ
て
き
た
巫
堂

（
ム
ー
ダ
ン
）
と
呼
ば
れ
る
シ
ャ
ー
マ
ン
が
祭
礼
を
行
う
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
地
元
（
済
州
島
）
の
海
に

淀
川
を
見
立
て
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

尾
田　

そ
れ
は
と
て
も
興
味
深
い
お
話
で
す
ね
。
淀
川
の

下
流
か
ら
見
る
と
、
生
駒
山
自
体
が
ひ
と
つ
の
大
き
な
ラ

ン
ド
マ
ー
ク
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
海
側
の
山
麗
地
域

は
縄
文
、
弥
生
時
代
を
通
じ
て
遺
跡
も
多
い
で
す
し
、
あ

の
あ
た
り
は
と
て
も
面
白
い
と
こ
ろ
で
す
ね
。

長
谷
部　

私
は
奈
良
、
大
阪
を
含
め
た
宗
教
文
化
の
重
要

な
拠
点
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
尾
田
さ
ん
は
、
淀
川
流
域

で
か
つ
て
行
基
が
行
っ
た
数
々
の
土
木
工
事
に
つ
い
て
、

1
冊
の
本
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
ね
（『
行
基
と
長
屋
王

の
時
代
―
―
行
基
集
団
の
水
資
源
開
発
と
地
域
総
合
整
備
事

業
』）。

尾
田　

も
と
も
と
私
は
、
歴
史
の
専
門
家
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
行
政
の
仕
事
を
通
じ
て
河
川
と
い
う
も
の
と
関
わ
っ

て
き
た
の
で
す
が
、
川
と
水
が
人
と
人
を
結
び
つ
け
、
地

域
の
文
化
と
い
か
に
深
い
関
わ
り
を
も
っ
て
い
る
か
、
さ

ま
ざ
ま
な
歴
史
を
調
べ
れ
ば
調
べ
る
ほ
ど
強
く
感
じ
て
い

ま
し
た
。

た
と
え
ば
戦
前
に
土
木
学
会
が
出
し
た
『
明
治
以
前
日

本
土
木
史
』
と
い
う
大
部
の
本
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
こ

に
は
近
代
以
前
に
日
本
の
河
川
が
ど
の
よ
う
に
整
備
さ
れ

て
き
た
か
、
流
域
別
の
歴
史
が
詳
細
に
ま
と
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
本
の
な
か
に
は
、
淀
川
本
川
に

つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
記
述
が
残
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
な

ぜ
か
と
い
え
ば
、
土
木
工
事
の
行
わ
れ
た
時
代
が
古
す
ぎ

る
か
ら
で
す
。
他
の
地
域
で
は
古
く
て
も
戦
国
時
代
以
降

と
い
う
ケ
ー
ス
が
多
い
の
で
す
が
、
淀
川
は
た
と
え
ば
行

基
の
よ
う
な
人
が
奈
良
時
代
か
ら
大
規
模
な
事
業
を
展
開

し
て
い
た
か
ら
な
の
で
す
。

長
谷
部　

な
る
ほ
ど
、
歴
史
の
長
さ
が
違
い
ま
す
か
ら
ね
。

尾
田　
『
天
平
十
三
年
記
』
と
い
う
、
行
基
の
事
跡
を
ま

と
め
た
ひ
じ
ょ
う
に
信
頼
の
お
け
る
史
料
を
、
私
の
よ
う

な
人
間
が
土
木
家
の
目
で
読
み
込
ん
で
い
く
と
、
と
に
か

く
驚
か
さ
れ
ま
す
。
現
代
の
洪
水
対
策
用
の
放
水
路
に
も

匹
敵
す
る
大
規
模
な
堀
や
溝
、
現
代
で
い
う
と
こ
ろ
の
ダ

ム
に
近
い
た
め
池
と
い
っ
た
も
の
を
多
く
含
む
、
こ
れ
ほ

ど
大
き
な
規
模
の
事
業
を
行
う
だ
け
の
力
を
、
奈
良
時
代

に
ひ
と
り
の
僧
が
ど
う
や
っ
て
も
ち
え
た
の
か
？

長
谷
部　

確
か
に
、
現
代
で
は
考
え
ら
れ
な
い
で
す
ね
。

尾
田　

今
で
い
え
ば
、
ス
ー
パ
ー
ゼ
ネ
コ
ン
と
呼
ば
れ
る

よ
う
な
会
社
が
数
社
一
緒
に
な
っ
て
、
コ
ン
グ
ロ
マ
リ
ッ

ト
を
つ
く
っ
て
も
、
お
そ
ら
く
無
理
で
し
ょ
う
。
し
か
ら

ば
政
府
や
官
僚
の
側
に
そ
う
い
う
構
想
力
が
あ
る
か
と
い

う
と
、
そ
れ
も
な
い
。
ア
イ
デ
ア
も
コ
ン
セ
プ
ト
も
な
け

れ
ば
、
そ
れ
を
実
行
す
る
だ
け
の
能
力
も
な
い
。
行
基
集

団
に
つ
い
て
研
究
す
る
こ
と
で
、
そ
う
い
う
い
わ
ば
現
代

奈
良
時
代
に
行
わ
れ
た
大
事
業

伊
勢
神
宮
や
富
士
山
な
ど
寺
社
や
霊
場
を
訪
れ
る
旅
は
、

内
外
か
か
わ
ら
ず
高
い
人
気
を
誇
っ
て
い
る
。

そ
の
お
お
も
と
と
な
る「
講
」と
い
う
シ
ス
テ
ム
は
、

時
世
に
あ
わ
せ
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
し
、

宗
教
を
超
え
た
経
済
や
社
会
に
役
立
つ
し
く
み
も
生
み
出
し
て
い
た
。

今
号
で
は
、「
講
」の
本
質
を
思
想
面
で
研
究
す
る
長
谷
部
八
朗
氏
と
、

奈
良
時
代
に
現
在
の
ダ
ム
や
河
川
改
修
事
業
の
原
型
を
つ
く
り
出
し
た

行
基
集
団
を
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
専
門
知
識
で
分
析
す
る
尾
田
栄
章
氏
に
、

今
必
要
な「
講
」的
交
わ
り
の
あ
り
方
に
つ
い
て
伺
っ
た
。

脇
坂
敦
史
＝
構
成

増
田
智
泰
＝
撮
影

「
講
」的
集
団
と
か
つ
て
の

イ
ン
フ
ラ
事
業
に
学
ぶ

「
交
」の
あ
り
方

H
asebe H

achiro

O
da H

ideaki

長
谷
部
八
朗

尾
田
栄
章

対
談

［
駒
澤
大
学
学
長
］

［
㈱
尾
田
組
会
長
、日
本
水
フ
ォ
ー
ラ
ム
元
代
表
理
事
］

近鉄奈良駅前の行基像
行基（668 ～749）は、僧侶の民衆への布教活動を禁じる
朝廷に反し、畿内を中心に民衆に仏教の教えを説いた。
東大寺造立の勧進役をつとめ、東大寺「四聖」のひとりと
称えられるが、池

う な て

溝の構築などの土木事業、困窮者救済
施設の造営など数々の社会事業も行った。民衆と共に生
きた僧として今も地元民の誇りとなっている。
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資
格
で
、
か
つ
自
由
意
志
に
基
づ
い
て
共
通
目
的
の
た
め

に
結
集
す
る
非
職
業
的
組
織
」
と
説
か
れ
て
い
る
そ
う
で

す
ね
。
こ
れ
が
正
し
い
定
義
な
の
か
ど
う
か
は
分
か
り
ま

せ
ん
が
、
こ
れ
か
ら
の
社
会
に
と
っ
て
、
あ
る
意
味
で
最

も
必
要
な
も
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ま
し
た
。
過
去
の
歴

史
の
な
か
で
、
講
は
ど
う
い
う
大
切
な
役
割
を
果
た
し
て

き
た
の
か
。
今
、
何
か
を
す
る
う
え
で
参
考
に
な
る
点
が

あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
ぜ
ひ
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

尾
田　

や
は
り
、
そ
う
な
の
で
す
ね
。
私
も
「
講
」
と
い

う
し
く
み
の
な
か
に
、
か
つ
て
行
基
が
行
っ
た
よ
う
な
形

で
大
き
な
変
革
を
実
現
す
る
、
何
か
ヒ
ン
ト
の
よ
う
な
も

の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、
今
日
の
対
談
を
楽
し

み
に
し
て
き
ま
し
た
。

あ
る
辞
典
に
よ
る
と
、
講
は
「
人
々
が
自
由
・
対
等
の

「
講
的
な
も
の
」と
は
何
か
？

長
谷
部　

私
の
問
題
意
識
の
な
か
に
も
、
ひ
じ
ょ
う
に
共

通
す
る
部
分
が
あ
る
と
感
じ
ま
す
。
な
ぜ
講
を
研
究
す
る

の
か
。
講
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
も
う
遠
い
昔
の
テ
ー
マ

で
あ
り
、
も
は
や
新
し
い
知
見
は
出
て
こ
な
い
の
で
は
な

い
か
、
と
考
え
る
人
も
い
ま
す
。

確
か
に
講
と
呼
べ
る
も
の
は
減
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、「
講
的
な
も
の
」
は
今
も
日
本
の
共
同
体
の
な

か
に
名
前
を
変
え
て
あ
る
し
、
む
し
ろ
、
曖
昧
で
人
々
が

ア
ト
ム
化
（
孤
立
化
）
し
て
い
る
よ
う
な
今
の
時
代
だ
か
ら

こ
そ
、
そ
れ
が
重
要
な
意
味
を
も
ち
、
そ
の
内
的
論
理
を

知
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

尾
田　

狭
い
意
味
で
の
講
だ
け
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、

「
講
的
な
も
の
」
と
い
う
視
点
で
す
ね
。

長
谷
部　

た
と
え
ば
サ
ー
ク
ル
と
か
ク
ラ
ブ
と
か
、
○
○

会
な
ど
と
名
前
は
変
わ
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

よ
く
見
て
み
る
と
、
こ
れ
は
講
と
変
わ
ら
な
い
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
思
う
こ
と
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

か
つ
て
講
の
研
究
者
で
桜
井
徳
太
郎
と
い
う
方
が
い
ま

し
た
。
柳
田
國
男
の
門
下
で
も
あ
る
民
俗
学
の
泰た

い

斗と

で
す

が
、
そ
の
よ
う
な
切
り
口
で
講
を
研
究
し
た
最
初
の
人

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
彼
は
講
と
い
う
も
の
の
し
く
み
を
、

か
つ
て
日
本
人
が
結
び
合
っ
て
き
た
原
理
と
し
て
捉
え
よ

う
と
し
た
。
過
去
の
遺
物
と
し
て
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
に
見
る

の
で
は
な
く
、
今
に
生
き
、
変
わ
り
つ
つ
あ
る
も
の
と
し

て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
研
究
す
べ
き
と
考
え
た
の
で
す
。

尾
田　

私
は
先
日
、
奈
良
市
の
元が

ん

興こ
う

寺じ

で
弁
天
講
の
一
員

に
加
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
境
内
の
弁
財
天
を
信
仰
す

る
人
た
ち
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
人
を
招
い
て
話
を
聞

く
と
い
う
よ
う
な
面
白
い
会
で
す
。
社
会
的
な
側
面
と
宗

教
的
な
側
面
を
あ
わ
せ
も
っ
た
講
の
典
型
的
な
形
だ
と
思

い
ま
す
が
、
こ
う
し
た
地
域
の
信
仰
や
人
と
人
の
つ
な
が

り
に
よ
る
集
ま
り
が
、
社
会
を
変
え
て
い
く
だ
け
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
も
ち
う
る
と
は
感
じ
ら
れ
な
い
の
で
す
が
。

長
谷
部　

講
と
い
う
も
の
は
、
あ
え
て
「
い
い
加
減
」
と

は
い
い
ま
せ
ん
が
、「
よ
い
加
減
」
な
ん
で
す
ね
。
そ
こ

に
み
ん
な
が
共
鳴
し
て
集
ま
っ
て
く
る
。
縛
り
も
、
ほ
と

ん
ど
な
い
。
あ
の
人
こ
な
い
よ
ね
、
ま
あ
い
い
じ
ゃ
な
い
、

み
た
い
な
形
。
こ
の
緩
さ
加
減
が
講
を
持
続
さ
せ
て
い
く
。

だ
か
ら
、「
有
名
な
、
歴
史
に
名
を
残
す
講
」
と
い
う
の

は
、
講
の
本
来
的
な
姿
で
は
な
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。
今

も
数
千
人
の
メ
ン
バ
ー
を
も
つ
よ
う
な
大
き
な
講
が
存
在

し
ま
す
が
、
そ
ん
な
ふ
う
に
大
き
く
組
織
化
さ
れ
て
し
ま

う
と
、
本
来
的
な
講
か
ら
外
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
。
い
つ

の
ま
に
か
で
き
、
い
つ
の
ま
に
か
消
失
し
て
い
く
講
と
い

う
の
も
、
結
構
多
い
。
講
と
い
う
の
は
、
む
し
ろ
そ
の
方

が
い
い
ん
で
す
。

尾
田　

そ
も
そ
も
、
講
の
本
来
的
な
姿
と
い
う
の
は
、
ど

う
い
う
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
？

長
谷
部　

講
的
な
集
団
の
な
か
で
は
、
地
位
と
か
役
割
と

い
っ
た
も
の
が
あ
ま
り
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
。

一
方
で
経
済
的
な
側
面
が
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
娯
楽
的
な

側
面
、
宗
教
も
含
め
た
文
化
的
な
側
面
や
社
会
的
な
側
面

が
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
が
一
緒
に
な
っ
て
成
り
立
っ

て
い
る
も
の
な
ん
で
す
。
カ
オ
ス
と
ま
で
は
い
わ
な
い
け

れ
ど
も
、
混
沌
と
し
た
も
の
を
あ
え
て
排
除
し
な
い
。
だ

か
ら
、
講
が
大
き
な
力
に
な
っ
て
次
へ
の
ス
テ
ッ
プ
と
な

り
、
そ
こ
か
ら
新
た
な
集
団
が
で
き
て
い
く
と
い
う
こ
と

も
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
新
た
な
動
き
を
閉
じ
込
め
よ
う

と
し
な
い
、
い
わ
ば
ゴ
ム
ま
り
み
た
い
に
柔
軟
な
集
団
で
す
。

尾
田　

講
と
い
う
の
は
、
も
の
す
ご
く
フ
ラ
ッ
ト
な
組
織

で
す
よ
ね
。
誰
か
世
話
役
が
ひ
と
り
い
て
、
あ
と
は
同
じ

レ
ベ
ル
で
み
ん
な
が
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
う

ね
り
が
出
て
く
る
。
い
つ
の
時
代
も
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な

仕
事
を
し
よ
う
と
し
た
ら
、
フ
ラ
ッ
ト
な
組
織
じ
ゃ
な
い

と
ダ
メ
な
ん
で
す
よ
ね
。

長
谷
部　

そ
の
通
り
で
す
。
た
だ
、
フ
ラ
ッ
ト
な
組
織
が

機
能
す
る
た
め
に
、「
こ
の
指
と
ま
れ
」
と
い
う
誰
か
が

必
要
に
な
る
。
行
基
は
ま
さ
に
そ
う
い
う
キ
ー
パ
ー
ソ
ン

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

尾
田　

行
基
の
つ
く
っ
た
集
団
の
し
く
み
も
、
そ
の
よ
う

な
融ゆ

う

通ず
う

無む

碍げ

な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
だ

か
ら
こ
そ
、朝
廷
が
「
小
僧
（
僧
を
軽
蔑
す
る
言
葉
）
行
基
」

な
ど
と
罵
っ
て
恐
れ
る
ほ
ど
の
す
ご
い
勢
力
に
な
っ
た
わ

け
で
す
。
行
基
が
畿
内
一
円
に
開
基
し
た
と
伝
え
ら
れ
る

四
十
九
院
と
い
う
の
は
、
数
千
、
数
万
人
と
い
う
人
々
が

集
ま
っ
た
宿
泊
所
、
い
わ
ば
飯
場
だ
と
私
は
考
え
て
い
ま

す
。
行
基
が
中
心
と
な
っ
て
描
い
た
淀
川
流
域
の
未
来
像

に
、
多
く
の
人
々
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
呼
応
し
た
。
そ
う
し
た

「
講
的
な
も
の
」
の
拠
点
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う

の
で
す
。

長
谷
部　

尾
田
さ
ん
の
お
話
を
聞
い
て
私
が
思
い
出
し
た

の
は
、
一
遍
上
人
の
こ
と
で
す
。
鎌
倉
時
代
に
生
き
た
時

宗
の
開
祖
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
当
時
そ
れ
は

「
時
衆
」
と
呼
ば
れ
て
い
て
、
宗
派
で
は
な
か
っ
た
。
集

ま
る
と
き
に
集
ま
れ
ば
い
い
、
そ
れ
は
一
時
的
で
も
い
い

ん
だ
よ
、
と
い
う
の
が
一
遍
の
考
え
方
で
し
た
。「
時
衆
」

に
お
い
て
は
、
仏
教
で
「
知
識
」
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
が

緩
や
か
に
指
導
者
的
な
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
が
、
実
際

は
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
に
活
動
し
て
い
く
ん
で
す
ね
。
こ
れ
が

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
爆
発
的
な
勢
い
で
民
衆
を
取
り
込
ん

で
い
く
こ
と
が
で
き
た
。

し
か
し
、
や
が
て
宗
教
化
、
組
織
化
が
進
ん
で
時
宗
が

形
成
さ
れ
て
い
く
と
、「
衆
」
の
も
っ
て
い
た
エ
ネ
ル

ギ
ー
は
だ
ん
だ
ん
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。

尾
田　

行
基
と
一
遍
の
例
は
、
よ
く
似
て
い
ま
す
ね
。

長
谷
部　

少
し
話
が
飛
躍
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん

の
「
閉
塞
感
」
を
打
ち
破
る
何
か
ヒ
ン
ト
の
よ
う
な
も
の

が
な
い
か
と
も
考
え
て
い
る
ん
で
す
。

長
谷
部　

行
基
と
そ
の
ま
わ
り
の
人
々
を
結
び
つ
け
、
大

き
な
事
業
を
行
わ
せ
た
し
く
み
は
、
仏
教
用
語
で
い
う
と

こ
ろ
の
「
知
識
結ゆ

い

」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
が
、
ヒ
エ
ラ

ル
キ
ー
の
な
い
緩
や
か
な
組
織
を
つ
く
っ
て
い
る
と
い
う

意
味
で
も
、
私
が
研
究
し
て
い
る
「
講
」
と
通
じ
る
も
の

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。

講
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た「
内
と
外
」

尾田栄章氏が立ち上げた「日本水フォーラム」のオフィスがある箱崎町からも近い日本
橋橋上にて。かつて「渋谷川再生」の活動もしていた尾田氏は「日本橋の上部にかかる
高速道路地下化の問題も含め、川の再生を目指す活動にも講的視点が必要」と話す。
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が
、
近
代
以
前
の
共
同
体
、
と
り
わ
け
地
域
共
同
体
の
社

会
原
理
は
「
内
と
外
」
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
基
本
的
に

は
自
己
完
結
し
た
閉
じ
た
社
会
で
は
あ
っ
て
も
、「
内
と

外
」
は
い
つ
も
微
妙
に
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
い
ま
し
た
。

閉
鎖
的
な
共
同
体
の
な
か
に
、
ど
う
や
っ
て
風
を
通
す
か

と
い
う
知
恵
を
か
つ
て
の
人
々
は
も
っ
て
い
た
。

近
世
に
お
い
て
は
、
と
り
わ
け
代
参
講
、
参
詣
講
と
か

呼
ば
れ
る
も
の
が
、
そ
う
い
う
外
か
ら
の
風
を
入
れ
る
役

割
を
果
た
し
た
と
思
い
ま
す
。

尾
田　

代
参
講
と
い
う
の
は
、
村
落
の
な
か
か
ら
代
表
を

立
て
、
遠
い
寺
社
や
霊
場
へ
お
参
り
に
行
く
わ
け
で
す
よ

ね
。

長
谷
部　

村
の
外
へ
行
く
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
で

き
わ
め
て
開
放
的
な
経
験
で
す
が
、
開
放
感
に
浸
る
と
同

時
に
外
の
空
気
を
持
ち
帰
っ
て
き
て
、
地
域
共
同
体
に
新

し
い
風
を
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
と
き
外
部

は
、
内
の
原
理
を
補
強
す
る
た
め
の
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。

い
わ
ば
外
を
飼
い
慣
ら
し
て
い
く
の
で
あ
り
、
外
か
ら
持

ち
込
ん
だ
も
の
が
内
部
を
完
全
に
破
壊
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。

尾
田　

な
る
ほ
ど
。
交
流
に
よ
っ
て
、
外
か
ら
持
ち
帰
っ

た
新
し
い
も
の
が
脅
威
に
な
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
内

部
を
少
し
ず
つ
変
え
て
い
き
、
力
に
変
え
て
い
く
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
な
ん
で
す
ね
。

長
谷
部　

江
戸
時
代
に
、
な
ぜ
あ
れ
ほ
ど
伊
勢
参
り
が
盛

ん
に
な
っ
た
か
？　

や
は
り
伊
勢
講
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
講
に

よ
る
参
詣
は
、
伊
勢
音
頭
の
よ
う
な
楽
し
み
も
積
極
的
に

取
り
入
れ
て
い
く
ん
で
す
。
各
地
か
ら
集
ま
っ
て
く
る
参

詣
者
が
踊
り
、
歌
い
な
が
ら
歩
い
て
い
く
。
そ
れ
ぞ
れ
の

地
域
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
あ
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
を
互
い
に
披

露
し
合
う
。
こ
れ
は
、
最
近
の
若
い
人
た
ち
が
踊
っ
て
い

るYO
SAKO

I

に
も
似
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、

活
万
般
を
講
の
な
か
で
や
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
あ
っ

た
わ
け
で
す
よ
ね
。
今
は
、
目
的
が
曖
昧
な
ま
ま
に
集
ま

ろ
う
と
し
て
も
難
し
い
。「
こ
の
指
と
ま
れ
」
と
い
っ
た

と
き
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
か
と
い

う
こ
と
が
、
人
々
に
分
か
り
ま
せ
ん
と
ね
。

尾
田　

お
話
を
伺
っ
て
、
現
代
に
い
て
「
講
的
な
も
の
」

が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
ち
う
る
か
、
私
な
り
に
ク
リ
ア

な
像
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
第
２
次
世
界
大
戦
後
の
日
本

は
一
度
カ
オ
ス
を
経
験
し
ま
し
た
が
、
そ
の
後
の
70
年
で

あ
ら
ゆ
る
も
の
を
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
化
、
組
織
化
し
て
し

ま
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
形
の
定
ま
っ
た
組
織
の
な

か
で
個
人
が
い
く
ら
動
い
て
も
、
な
か
な
か
社
会
は
変

わ
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
会
社
組
織
の

よ
う
な
も
の
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
形
で
個
人
が
帰
属
意

識
を
も
て
る
よ
う
な
集
合
体
と
い
う
か
、
自
発
的
に
参
加

す
る
よ
う
な
場
を
つ
く
り
、
そ
こ
で
の
経
験
や
学
び
が
元

の
組
織
の
な
か
に
生
か
さ
れ
て
い
く
…
…
。
そ
う
い
う
し

く
み
が
日
本
社
会
の
な
か
に
必
要
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

長
谷
部　

私
が
こ
う
い
う
研
究
を
し
よ
う
と
し
た
の
は
、

ま
さ
に
そ
こ
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
可
能
な
の
で
は

な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

尾
田　

私
事
で
す
が
、
行
基
生
誕
１
３
５
０
年
で
あ
る
来

年
に
向
け
て
何
か
や
っ
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
、
お
坊

さ
ん
か
ら
研
究
者
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
人
た
ち
が

集
ま
り
ま
し
た
。
私
た
ち
は
そ
れ
を
「
行
基
鍋
」
と
呼
ぶ

こ
と
に
し
た
の
で
す
が
、
ま
さ
に
新
し
い
「
講
」
の
は
じ

ま
り
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
行
基
の
活
動
範
囲
で
あ
っ
た

畿
内
全
体
が
し
っ
か
り
し
て
い
く
た
め
に
何
を
す
べ
き
か

と
い
っ
た
こ
と
を
考
え
る
場
を
つ
く
る
。
今
日
は
、
そ
の

現
代
に
お
け
る
異
文
化
の
共
生
と

「
下
か
ら
の
変
革
」

た
め
の
ヒ
ン
ト
を
た
く
さ
ん
い
た
だ
き
ま
し
た
。

長
谷
部　

講
と
い
う
の
は
、
集
団
を
指
す
言
葉
で
も
あ
り

ま
す
が
、
場
を
指
す
場
合
も
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。
で
す
か

ら
、「
鍋
」
と
い
う
名
前
は
と
て
も
相
応
し
い
と
思
い
ま
す
。

最
初
に
少
し
ふ
れ
た
よ
う
に
私
は
畿
内
の
文
化
が
好
き

で
、
特
に
在
日
朝
鮮
人
や
沖
縄
の
人
々
の
文
化
が
根
づ
い

て
い
る
、
大
阪
の
生
野
区
や
大
正
区
と
い
っ
た
場
所
を
よ

く
訪
ね
ま
す
。
こ
う
し
た
興
味
が
、
ど
こ
か
で
講
の
研
究

に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
と
思
う
の
は
、
人
々
が
集
ま
っ
た

と
こ
ろ
に
生
ま
れ
る
混
沌
と
し
た
力
が
、
と
り
わ
け
強
く

感
じ
ら
れ
る
か
ら
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

尾
田　

関
西
の
人
は
、
そ
う
い
う
カ
オ
ス
が
好
き
で
す
か

ら
ね
（
笑
）。

長
谷
部　

そ
う
い
う
共
生
の
文
化
が
古
く
か
ら
し
っ
か
り

と
組
み
込
ま
れ
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。
私
の
住
ん
で
い

る
地
域
の
近
辺
で
は
少
し
前
か
ら
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
人
口
が

増
え
て
お
り
、
小
さ
な
共
同
体
が
つ
く
ら
れ
は
じ
め
て
い

ま
す
。
元
か
ら
住
ん
で
い
る
住
民
の
側
に
は
、
や
は
り
抵

抗
と
い
う
か
、
閉
鎖
性
も
見
ら
れ
ま
す
。
大
阪
の
よ
う
な

文
化
を
い
く
ら
真
似
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
う
簡
単
に
は

い
か
な
い
も
の
で
す
。
行
政
の
側
で
も
、
カ
タ
カ
ナ
語
の

「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
」
と
い
う
よ
う
な
形
で
両
者
の

融
合
を
図
っ
た
り
す
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
経
験
も
ノ
ウ

ハ
ウ
も
な
い
。
き
ち
っ
と
地
に
足
の
つ
い
た
方
策
が
で
き

る
の
だ
ろ
う
か
？
と
い
う
疑
問
を
感
じ
ま
す
。

講
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
あ
り
方
と
い
う
の
は
、

見
た
く
な
い
よ
う
な
部
分
、
非
合
理
な
部
分
も
含
ん
だ
も

の
で
す
か
ら
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
社
会
が
他
者
と
ど
う

や
っ
て
付
き
合
っ
て
い
く
べ
き
か
、
と
い
う
意
味
で
も
、

ひ
じ
ょ
う
に
役
に
立
つ
視
点
を
提
供
し
て
く
れ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

尾
田　

異
文
化
の
共
生
と
い
う
の
は
ひ
じ
ょ
う
に
難
し
い

も
の
で
あ
っ
て
、
よ
く
役
場
の
職
員
な
ん
か
が
「
下
か
ら

が
大
事
」
な
ど
と
言
っ
て
住
民
を
後
押
し
し
よ
う
と
す
る

の
で
す
が
、
そ
れ
は
や
っ
ぱ
り
「
上
か
ら
」
と
一
緒
な
ん

で
す
よ
ね
。
畿
内
に
は
古
代
か
ら
多
く
の
渡
来
人
が
逃
れ

て
き
て
、
彼
ら
を
迎
え
た
歴
史
も
あ
る
。

長
谷
部　

そ
の
通
り
で
す
ね
。

尾
田　

こ
れ
ま
で
、「
ま
ち
づ
く
り
」
と
総
称
さ
れ
る
よ

う
な
活
動
に
い
ろ
い
ろ
な
立
場
で
関
わ
っ
て
き
ま
し
た
が
、

常
に
思
う
の
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
と
住
民
ひ
と
り
ひ
と
り
の

両
方
が
し
っ
か
り
と
機
能
し
て
い
な
け
れ
ば
、
何
も
で
き

な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
本
当
の
意
味
で
人
々
が
「
下
か

ら
」
変
え
て
い
く
た
め
の
「
講
的
な
も
の
」
を
つ
く
り
、

そ
れ
を
行
政
や
企
業
が
じ
ん
わ
り
と
支
え
て
い
く
よ
う
な

し
く
み
を
つ
く
る
。
個
人
と
組
織
と
い
う
、
ふ
た
つ
の
立

場
を
つ
な
ぐ
た
め
に
必
要
な
も
の
と
は
何
か
と
い
う
視
点

で
も
、
今
日
の
話
は
ひ
じ
ょ
う
に
有
益
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
本
当
に
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

尾
田
栄
章

お
だ
・
ひ
で
あ
き

㈱
尾
田
組
取
締
役
会
長
。
1
9
4
1

年
生
ま
れ
。
京
都
大
学
大
学
院

工
学
研
究
科
を
修
了
後
、
建
設

省
に
入
省
。
98
年
に
退
官
後
、

﹁
日
本
水
フ
ォ
ー
ラ
ム
﹂﹁
渋
谷
川

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
﹂
な
ど
N
P
O
法

人
を
立
ち
上
げ
代
表
に
就
任
。

2
0
1
3
年
よ
り
福
島
県
広
野
町

職
員
と
し
て
復
興
支
援
の
活
動
を

経
て
現
職
。
著
書
に
﹃
行
基
と
長

屋
王
の
時
代
︱
︱
行
基
集
団
の
水

資
源
開
発
と
地
域
総
合
整
備
事

業
﹄
な
ど
。

長
谷
部
八
朗

は
せ
べ
・
は
ち
ろ
う

駒
澤
大
学
学
長
。
1
9
5
0
年

生
ま
れ
。
慶
應
義
塾
大
学
商
学

部
卒
業
。
駒
澤
大
学
大
学
院
人

文
科
学
研
究
科
博
士
課
程
満
期

退
学
。
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
教

授
を
経
て
2
0
1
7
年
よ
り
現
職
。

著
書
に
﹃﹁
講
﹂
研
究
の
可
能
性
﹄

（
Ⅰ
～
Ⅲ
）、﹃
祈
祷
儀
礼
の
世
界

︱
︱
カ
ミ
と
ホ
ト
ケ
の
民
俗
誌
﹄、

共
著
に
﹃
般
若
院
英
泉
の
思
想
と

行
動
︱
︱
秋
田
﹁
内
館
文
庫
﹂
資

料
に
み
る
近
世
修
験
の
世
界
﹄
な

ど
。

帰
っ
て
き
た
参
詣
者
た
ち
を
「
境
（
坂
）
迎
え
」
す
る
。

村
の
な
か
で
は
な
く
、
ま
ず
は
「
境
」
で
飲
食
を
し
、
そ

こ
で
「
外
の
論
理
」
は
シ
ャ
ッ
フ
ル
さ
れ
る
わ
け
で
す
ね
。

外
部
と
の
境
界
で
あ
る
「
界
隈
」
が
も
つ
力
、
恐
ろ
し
さ

を
人
々
は
よ
く
知
っ
て
い
た
の
で
す
。

尾
田　

そ
こ
で
直な

お

会ら
い

を
す
る
わ
け
で
す
ね
。
私
は
か
つ
て

モ
ロ
ッ
コ
空
港
で
メ
ッ
カ
へ
の
参
詣
者
た
ち
を
見
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
全
員
が
白
装
束
と
い
う
、
そ
の
熱
気
と
エ

ネ
ル
ギ
ー
は
、
私
た
ち
が
見
慣
れ
た
観
光
客
や
ツ
ア
ー
と

い
っ
た
も
の
と
は
、
ま
っ
た
く
違
う
も
の
で
し
た
。

長
谷
部　

今
は
そ
の
大
切
な
ト
ラ
ン
ス
フ
ァ
ー
（
移
動
）

と
い
う
経
験
が
、
消
費
行
動
の
な
か
に
絡
め
取
ら
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
部
分
が
強
い
で
す
ね
。
た
と
え
ば
ツ
ア
ー
、

旅
行
会
社
、
観
光
業
と
い
っ
た
も
の
が
、
か
つ
て
講
が
果

た
し
て
い
た
こ
と
を
補
完
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
見

方
が
あ
り
ま
す
が
、
私
は
必
ず
し
も
賛
成
し
ま
せ
ん
。

確
か
に
、
近
代
化
の
途
上
で
交
通
イ
ン
フ
ラ
が
整
備
さ

れ
、
た
と
え
ば
参
詣
客
の
減
っ
て
い
た
寺
社
に
鉄
道
会
社

や
バ
ス
会
社
が
「
テ
コ
入
れ
」
と
い
う
形
で
入
っ
て
い
っ
た
。

あ
る
い
は
、
か
つ
て
伊
勢
参
り
で
御お

ん

師し

が
や
っ
て
い
た
よ

う
な
宿
を
、
旅
行
会
社
が
「
講
」
の
名
を
借
り
つ
つ
新
し

い
旅
館
の
よ
う
な
形
で
売
り
出
し
て
い
く
。
そ
の
な
か
で
、

信
仰
的
な
核
の
よ
う
な
も
の
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
場
合

も
多
い
し
、
も
ち
ろ
ん
新
た
な
形
で
再
生
し
た
例
も
あ
る

で
し
ょ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
講
と
ツ
ー
リ
ズ
ム
が
ま
っ

た
く
同
じ
役
割
を
果
た
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

尾
田　

い
わ
ゆ
る
ツ
ー
リ
ズ
ム
は
、
基
本
的
に
1
回
き
り

な
ん
で
す
よ
ね
。
講
の
よ
う
に
あ
る
期
間
、
継
続
し
て
や

る
も
の
と
は
違
う
で
し
ょ
う
。
そ
の
継
続
と
い
う
意
味
で

は
、
や
は
り
人
々
が
集
ま
る
「
目
的
」
を
ど
の
よ
う
に
設

定
す
る
の
か
、
が
大
切
だ
と
感
じ
ま
す
。

長
谷
部　

か
つ
て
地
域
と
講
が
一
体
化
し
て
い
た
時
代
は
、

共
同
体
と
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
よ
う
な
形
で
、
日
常
生

伊勢音頭
江戸時代、この地方でうたわれる木

き や り

遣唄、祝儀唄、道中唄、盆
踊り唄、座敷唄などが、御師や全国から伊勢参宮をした人々によ
り各地に広められたとされ、いつしか憧れの地名をつけ『伊勢音
頭』と呼ばれるようになった。地域により踊りの形もさまざまに変
化し、その起源をさぐることは困難だが、伊勢市の催事「伊勢ま
つり」で披露される伊勢音頭は最も原型に近いとも言われている。
写真提供／伊勢市役所産業観光部観光振興課  

『伊勢参宮略図』 　歌川（安藤）広重
「一生に一度は伊勢参り」「伊勢に七度、熊野に三度、お多賀様には月参り」といわれたよ
うに江戸時代の人々はこぞって伊勢参りをしていた。当時、大坂の玉造を拠点に全国を行
商していた唐弓弦師・松屋甚四郎と源助は、旅籠の組合「浪花組（後に浪花講）」を立ち
上げ、今の協定旅館のルーツをつくり、さらに旅のガイドブック『浪花講定宿帳』を発行
するなど、「講」は経済や社会活動にまでどんどん広がっていった。
所蔵／玉造稲荷神社
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