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行

う
基

本
的
な

単
位
は
「

同
行
（
ど

う
ぎ
ょ

う）
」

と

呼
ば

れ
る
。

例
え

ば、

棚
経
で

は

初
盆
の

あ
っ

た
家
に

故
人
と

同
じ
セ

コ

（
北
黒
田
内
の

下

の

組
織
と
し
て

の

組）

の

戸
主
が
集
ま

り、

こ

の

う
ち

年
長
者
か
ら
「

鈴

と

り
」

を
出
し

、

こ

の

鈴
と
り
が
導
師

役
を
務
め
る

。

こ

の

と
き、

地

区

の

寺
院
か
ら
僧

侶
は
呼
ば

ず
、

読
経
は

す
べ

て

住
民
で

行
わ

れ
る

の

で
、

同
行
を
真

宗
的
な

講
組

織
と
し

て

見
る
こ

と
が
で

き
る

か
も
し
れ
な
い

。

し
か
し

、

歴

史
的
に

は
と
も
か

く
、

現

在
で

は
同

行
と
い

う
語
の

用
い

ら

れ

方
は

、

「

○
○
の

同
行
の

S
さ
ん

が

詳
し
い
」

や
「

△

△

の

同
行
が

今

年
の

当
番
」

と
い

っ

た
よ

う
に

使
わ
れ
て

お
り

、

必

ず
し
も
真

宗
的
講
と

は
言
え
な
い

面
が

あ
る

。

　

次
に
、

 
で

は

例
年
二

月
一

四
日
に

「

大
般

若
経

転
読
粥
占
い
」 、

通

称
「

大
般

若
」

が

行
わ
れ

て

い

る
。

こ

れ

は
地

区
に

曹
洞
宗
の

寺
院
の

僧

侶
を

読
ん

で

大
般
若
経
を

転
読
す
る

傍
ら

筒
粥
形
式
の

粥
占
を

行
う
も
の

で

あ
る

。

こ

の

行
事
の

起
源
伝
承
と
し
て

語
ら
れ

る

の

は
、

地

区
に

真

宗

が

伝
わ
る

以

前
の

宝
幢
院
と
い

う
寺
の

僧
侶
に

関
係
し

て

い

る

が、

今
ま

で

の

こ

の

行
事
が
続
け
ら
れ
て

き
た

経
緯
に

は

時
代
に

よ
っ

て

担
い

手
や

地

域
が

置
か

れ
た

特
殊

な
状

況
が

関
連

し
て

い

る

と

思
わ

れ
る

。

例
え

ば
、

近
世

期
に

は
、

大
般
若
は

「

領
主

御
祈
薦
」

を
目

的
と
し
て

行
わ
れ

た

祈
疇
儀
礼
で

あ
り

、

そ
の

中
心

的
な

担
い

手
は

「

無
足
人
」

と

呼
ば
れ

る

津
藩
（
後
に

は

久
居
藩
）

に

組
み

入
れ

ら

れ
た

郷
士
で

あ
る

こ

と
、

担

い

手
た

る

無

足
入

た
ち
は

明

治
維
新

後
に

「

士

族

復
族
願
」

を
出

す
な

ど
、

彼
ら
の

置
か
れ

た

状
況
に

ア

イ

デ

ン
一
ア

ィ

テ

イ

を

持
っ

て

い

た
よ

う

に

思
わ

れ

る

こ

と

が

挙
げ
ら

れ
る
。

ま
た
、

明
治
以

降
は

こ

れ

ら

の

無

足

人
を

中
心
と

し
た
担
い

手
か

ら
、

北
黒

田
村
全

体
で

祭
礼
が

担
わ

れ
る

よ

う
に

な
る

が
こ

こ

で

は

行
事
の

担
当
を
セ

コ

（
通
常
「

同
行
」

と

呼
ぶ
）

が

担
う
輪
番

制
が

導
入
さ
れ、

儀

礼
の

存
続
す
る

メ

カ

ニ

ズ

ム

が
生

成
さ

れ

た
こ

と
が

挙
げ
ら
れ
る

。

　

本
発
表
で

は

真

宗
高
田
派
の
一

村
落
の

民
俗
の

諸
相
を
な
る

べ

く
細
か

く
見
る

こ

と
に

よ
っ

て

地
域
で

の

真
宗
行
事
を

客
体
化
し

、

ま
た

非
真
宗

的
行
事
が

存

続
さ
れ

て

い

る

経
緯
に

つ

い

て

分
析
を

行
っ

た
が

、

こ

う
し

た

真
宗
優
勢
地
帯
を
対

象
と
し
て

宗
教
民
俗
学
の

領
域
内
で

研
究
し
て

い

く
さ

ら

な
る

工

夫
や

分

析
視

覚
が
必

要
で

あ
ろ

う
。

宗
教
民
俗
学
に

お
け

る

現
世

利
益

信
仰
の

位
置

　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　

阿
部
　
友
紀

　

現
世
利
益

信
仰
に
つ

い

て

言
及
す
る

こ

と

は
、

ア
ン

バ

ラ

ン

ス

な
二

つ

の

視
座
の

あ
い

だ
で

行
な
わ
れ

て

き
た

と
い

え
る

。

｝

方
に

お

い

て

は
、

民
衆
の

信
仰
の

「

実
態
」

と
し

て

現
世
利
益
を
と

ら
え
る

視
座
で

あ
り、

ま
た

他
方
で

は

民

衆
の

「

迷

信
」

で

あ
り、

ま
と
も
に
と

り
あ
げ
る

ま
で

も
な
い

と
い

う
視
座
で

あ
る

。

そ
の

よ

う
な
視
座
に
お
い

て

現
世
利
益
信

仰
は
、

宗
教

者
と

民
衆

、

組
織
宗
教
と

非
組
織
宗
教、

宗
教
の

本
質
ま

た

は

宗
教
の

形

骸
化
な
ど

多
様
な

捉
え

ら
れ

方
を
し
て

き
た

と
い

え
る

。

本

発
表
で

は
、

現
在
に

お

い

て

現
世
利
益
信
仰
の

理
解
が、

ど
の

よ

う
な

位

置
づ

け
を
も
っ

て

な
さ

れ

て

い

る

の

か、

以
下
の

四
点
を
指
摘
し
た

。

　
一

つ

に

は
、

現

世
利
益
信
仰
を

も
っ

て

日
本
仏
教
の

特
質
ま
た
は

基
底

と

す
る

視
座
で

あ
る

。

民

衆
が

仏
教

寺
院
に

対
し

て

様
々

な

要
求
を

行

い
、

ま
た

寺
院
の

方
も

そ
の

要
求
に

応

答
し
て

き
た

こ

と
は

周
知
の

事
実

で

あ
る

。

具
体
的
に

民
衆
は

寺
院
に

何
を

要
求
し
て

き
た

の

か
、

た

と

え

ば

圭
室
諦
成
は

、

葬
祭
の

儀
礼
・

治
療
の

呪
術
・

招
福
の

宗
教
の

三

点
を

提
示
し
て

い

る
。

こ

れ

ら

の

う
ち

治
療
の

呪
術
・

招
福
の

宗
教
は
、

ま
さ
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に

現
世
利
益
と
い

え
る

だ

ろ
う

。

そ
し
て

圭
室
は

『

葬
式
仏
教
』

に

お
い

て
、

日
本
仏
教
は

ま

ず
治
療
・

招
福
の

仏
教
と
し

て

定
着
し
て

い

き
、

最

後
に
葬
祭
仏
教
が

民
衆
に

定
着
し

て

い

っ

た
と

認
識
し
て

い

る
。

同
様
に

中

村
元
に

お
い

て

も

日

本
の

初

期
仏

教
を

現
世
利
益

的
と

規
定
し

て

お

り、

そ
の

視
点
は

現
世
利
益
を
も
っ

て

日
本
仏
教
の

基
底
と
し
て

い

る

点

に

お
い

て

共
通
し

た

も
の

で

あ
る

。

　
二

点
と
し

て

仏

教
者
に

よ

る

現
世
利
益
理

解
を
指
摘
し
た
が

、

藤
井
正

雄
の

言
に

よ
れ
ば

、

仏
教
学
の

立

場
か

ら
は

、

少
な
く
と

も
仏

道
修
行
の

結
果
と
し
て

現
世

利
益
は

認
め

ら
れ

る

が
、

利
益
を
受
け
る

こ

と
を
目

的

化
す
る

こ

と
は
認
め
て

い

な
い

と
い

う
こ

と
に

な
る

。

し
か
し
な
が
ら

仏

教

者
は

そ
の

よ

う
な

教
義
と

民
衆
の

現
世
利
益
的
欲
求
の

隘
路
で

、

現
世

利

益
を
反
仏
教
的
と
し

て

否
定
す
る

視
座
と

民
衆
を
仏
法
に

導
く
方
便
と

し

て

肯

定
的
に

捉
え
る

視
座

の

二

つ

の

選
択
肢
を
た

ど
っ

た
と

み

て

い

る
。

こ

の

二

つ

の

選

択
肢
の

間
に

お

い

て
、

現
世
利
益
は

民
衆
の

生

活
欲

求
の
】

形
態
と

捉
え
ら
れ
て

き
た

。

こ

の

仏
教
学
の

消
極
姿
勢
に
対
し
て

五

来
重
は

痛
烈
に

批

判
し

、

民
衆
の

仏

教
こ

そ
真
の

仏
教
と

い

う
観
点
か

ら
、

現
世
利
益
信
仰
は

五

来
が
体

系
化
す
る

「

仏
教
民
俗
学
」

に

位

置
づ

け
ら
れ
て

い

く
。

　
次
に

宮
田
登、

イ
ア

ン
・

リ

ー

ダ
ー

の

言
説
を
も
と

に
民
俗
宗
教

論
に

お

け
る

現
世
利
益
理
解
を

論
じ
た

。

宮

田
の

現
世
利
益
理
解
は
、

辻

善
之

助
に

よ
っ

て

提
唱
さ
れ
た
近
世
仏

教
11

仏
教
堕
落
論
と
い

う
仏
教
の

語
り

方
か
ら
距
離
を

置
き、

民

衆
の

中
に

息
づ

い

て

い

る

仏
教
を
「

生
き
た
仏

教
」

と

し
て

と

ら
え
る

視
座
に

接
続
さ
れ
て

い

る
と

い

え
る

。

同
様
の

視

座
は

「

民
衆
の

中
の

仏
教
」

に

関
心
を

持
つ

宗
教
学
者
に

も
共
有
さ
れ
て

い

る
も
の

で

あ
り、

イ

ア

ン
・

リ
ー

ダ
ー

に
お
い

て

も
、

教
義
的
な
仏

教

と
比

較
さ
れ

、

不
当
な
地

位
に

あ
っ

た
と

す
る

現
世

利
益

信
仰
を
取
り
巻

く
研

究
状

況
を
踏
ま
え
つ

つ
、

現
世
利
益
信
仰
が

民
衆
の

宗
教
行
動
や

思

考
の

主
な
る

問
題
に

な
る

こ

と
を

示
唆
し

て

い

る
の

で

あ
る

。

　
最

後
に、

こ

の

よ

う
な

現
世
利
益
信
仰
理
解
の

転
換
に

な
っ

た
の

は
、

一

九
七
〇

年
に

発

刊
さ
れ
た

日
本
仏
教
研
究
会
編

『

日

本

宗
教
の

現
世
利

益
』

で

あ
っ

た
と

し
、

当
時
の

新
宗
教
の

隆
盛
の

な
か

、

そ

の

原
動
力
は

現
世

利
益
に

あ
る

と
い

う
認
識
が

あ
り

、

翻
っ

て

は
仏
教
と

現
世
利
益
の

関
係
を

多
角
的
に

問
う
試
み

で

は

な
か
っ

た
か
と

考
察
し
た

。

そ
し

て

そ

の

よ

う
な
試
み

か
ら

、

個
別
の

論
説
間
に

は
相
違
が
あ
る
も
の

の
、

旧

来

の

消

極
的
で

二

律
背
反
的
な

現
世

利
益
理

解
か
ら

、

民

衆
と

宗
教
の

関
係

を
肯

定
的
に

位
置

付
け、

対
立

構
造
か
ら
相
互
作
用
へ

と

転
換

さ
れ

た

現

世
利

益
理
解
が

共
通
化
し
て

い

っ

た
と
い

え
る

。

『

日

本
宗

教
の

現
世

利

益
』

は、

そ
の

よ

う
な

現
世

利
益

理
解
転
換
の

た
め
の

孵
化
器
の

よ

う
な

役
割
を
果
た

し
た

の

で

あ
る

。

よ
さ
こ

い

系
祭
り

の

組

織
的

特
徴

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

芳
賀
　
　
学

　
一

九
八
〇

年
代
以
降
の

日

本
社

会
に

お
い

て

は、

主
と
し

て
、

都
市
化

（

郊
外
化）

と

共
同

体
の

解
体
に

よ

っ

て
、

伝
統
的
な

多
く
の

祭
り
が

衰

退
す
る
一

方
で
、

阿
波
踊
り
・

サ
ン

バ

・

郡
上
踊
り
な
ど
の

祭
り
は

、

従

来

行
わ

れ
て

い

た

地
域

か
ら

日
本

各
地
へ

と

伝
播
拡

大
す

る
傾

向
に

あ

る
。

本
報
告
に

お
い

て

は
、

こ

う
し

た

祭
り
の

中
で

も
も
っ

と

も
広
範
に

拡
大
し

て

い

る
「

よ

さ
こ

い

系
祭
り

」

を

取
り
上
げ
る

。

「

よ

さ
こ

い

系

祭
り

」

と

は
、

一

九
五
四
年
に

高

知
市
で

生
ま
れ
た
「

よ
さ

こ

い

祭
り

」

に

起
源
を
も
つ

祝
祭
群
の

総

称
で

あ
る

。

こ

の

種
の

祭
り
は

、

四

〇

年
近
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