
書
評

･
紹
介

小
舘
表

三
著

『
津
軽
の
民
間
信
仰
』

篠

村

正

雄

本
書
は
､
著
者
が
今
ま
で
に
発
表
し
た

F
津
肺
藩
政
時
代
に
於
け
る
生
活
と
宗
教
)
.

『岩
木
山
信
仰
史
｣
､

『
水
神

･
竜
神

･
十
和
田
信
仰
』
を
含
め
､
こ
れ
ま
で
の
研

究
の
蓄
積
を
整
理
し
'
教
育
社
の
歴
史
新
書
と
し
て
出
版
し
た
も
の
で
あ
る
｡

内
容
は
'
概
観
で
民
間
信
仰
を
定
義
し
､
津
軽
宗
教
史
の
推
移
を
ま
と
め
'
津
軽

の
民
間
信
仰
休
系
を
三
通
り
に
分
類
し
て
い
る
｡

つ
い
で
､
1
､
信
仰
の
受
容
で
は
､

伊
勢
信
仰
､
観
音
信
仰
､
稲
荷
信
仰
'
2
＼
津
軽

の
神

々
で
は
'
熊
野
信
仰
､
水

神

･
竜
神
信
仰
､
地
蔵
信
仰
､
北
斗
信
仰
､
3
､
待
信
仰
で
は
､
庚
申
待
'
日
待

･
月

待
､
甲
子
待
､
巳
待
､
4
､
民
衆
と
宗
教
行
事
で
は
'
そ
の
他
の
民
間
信
仰
'
津
軽

の
年
中
行
事
を
載
せ
､
終
り
に
研
究
史
'
参
考
文
献
を
付
し
て
い
る
｡

研
究
史
で
､
著
者
は
'

｢
民
間
信
仰
を
歴
史
的

に
取
り
扱
う
に
し
て
も
､
基
本

的
な
そ
の
土
地
の
歴
史
的
解
明
が
な
さ
れ
な
い
と
ど
う
に
も
な
ら
な
い
｣
と
し
､

時
代
認
識
を
基
礎
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
研
究
姿
勢
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
｡
こ
の
こ
と
は
､

｢
足
で
か
せ
ぐ
｣
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
､
津
軽
地
方
か
ら
秋
田
県

北
地
方
ま
で
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
､
近
畿
地
方
ま
で
調
査
し
'
古
老
か
ら
埋
没
し
つ

つ
あ
る
民
間
信
仰
の
事
象
を
は
り
お
こ
し
'
民
俗
学
と
歴
史
学
の
狭
間
に
あ
る
も
の

を

浮
び
あ
が
ら
せ
て
い
る
｡
ま
た
､
青
森
県
の

｢古
代
の
正
史
自
休
が
-
-
伝
説
の

域
を
山
な
い
柑
度
｣
と
述
べ
て
い
る
が
､
中
世
に
関
す
る
史
料
も
わ
ず
か
に
散
在
す

る
た
け
で
'
今
後
の
史
料
の
発
見
も
剃
待
で
き
ず
'
こ
の
こ
と
が
､
青
森
県
の
古
代

･
中
世
史
の
解
明
を
困
難
に
し
て
い
る
｡
し
か
た
な
-
､
近
世
の
史
料
か
ら
中
世
を

う
か
が
う
方
法
を
と
る
が
､
こ
れ
の
論
証
の
弱
さ
は
､
い
う
ま
で
も
な
い
｡

こ
の
と

こ
ろ
を
､
著
者
は
､

『
津
軽
藩
政
時
代
に
於
け
る
生
活
と
宗
教
J
か
ら

『岩
木
山
信

仰
史
JI
に
か
け
て
'
津
軽
地
方
を
比
叡
山
文
化
に
よ

っ
て
解
明
す
る
方
法
を
と

っ
た
o

こ
の
方
法
は
､
著
者
が
摘
査
を
進
め
る
な
か
で
芽
ば
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
'
私
は
､

あ
る
会
議
の
前
に
､
著
者
と
宮
崎
道
生
先
生

(現
国
学
院
大
学
教
授
)
が
､
比
叡
山

文
化
の
日
本
海
岸
を
北
上
す
る
線
上
で
､
加
賀
の
白
山
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る

か
で
､
激
論
を
た
た
か
わ
し
た
の
を
聴
い
て
い
る
が
､
こ
の
よ
う
な
俄
会
に
自
己
の

方
法
論
を
磨
き
あ
げ
て
い
っ
た
よ
う
に
思
え
る
｡
そ
れ
は
､

｢
素
朴
な
ま
ま
の
信
仰

形
態
の
な
か
か
ら
古
い
文
化
の
流
れ
を
汲
み
出
し
､
ま
た
中
央
文
化
の
光
を
あ
て
て

み
た
い
｣
と
し
て
い
る
よ
う
に
'
津
軽
の
民
間
信
仰
の
事
象
が
､
他
の
地
方
や
中
央

の
も
の
と
､
深
い
か
か
わ
り
を
も

っ
て
い
る
こ
と
を
見
通
し
て
い
る
｡
著
者
に
よ
る

こ
の
輝
か
し
い
研
究
成
果
が
'
本
書
に
も
ち
り
ば
め
ら
れ
て
光
彩
を
放

っ
て
い
る
0

こ
の
よ
う
に
､
津
軽
地
方
を
比
叡
山
文
化
で
み
る
と
い
っ
た
新
し
い
問
題
意
識
を
読

み
る
こ
と
が
､
他
の
研
究
分
野
で
も
行
な
わ
れ
れ
ば
'
青
森
県
の
歴
史
が
､

一
段
と

明
ら
か
に
な
る
も
の
と
考
え
る
｡

一
〇
頁
に
､

｢
比
叡
山
文
化
の
流
れ
が
北
上
し
て
浸
透
し
て
き
た
｡
す
な
わ
ち
､

天
台
宗
-
台
密
系
の
仏
教
｣
と
あ
り
､

1
四
八
頁
に
台
密
の
説
明
が
あ

っ
て
､
全
休

を
読
み
進
む
と
､
台
密
の
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
が
､
こ
の
辺
は
'
日

本
仏
教
史
の
講
座
を
聴
い
た
者
で
な
い
と
､
理
解
に
苦
し
む
と
思
わ
れ
る
｡
や
は
り
'

は
じ
め
に
で
て
-
る
と
こ
ろ
で
､

『津
軽
藩
政
時
代
に
於
け
る
生
活
と
宗
教
｣
で
み
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せ
た
よ
う
に
､
日
本
天
台
宗
の
山
門

(延
暦
寺
)
と
寺
門

(岡
城
寺
)
の
分
立
'
東

寓

(真
言
宗
東
寺
の
密
教
)
に
対
す
る
ム
∩
密
の
形
成
､
台
密
が
修
験
道
と
結
び

つ
き
'

熊
野
信
仰
'
白
山
信
仰
を
包
含
し
て
い
く
様
子
を
記
述
し
て
お
-
こ
と
が
､
読
者
に

親
切
で
あ
ろ
う
｡

仏
教
は
'
死
者
礼
拝
や
祖
先
崇
梓
と
無
縁
で
あ

っ
た
が
､
こ
れ
を
と
り
こ
ん
で
罪

式
を
行
な
い
､
引
導
を
渡
す
こ
と
で
､
解
脱

･
浬
葉
し
た
は
ず
だ
と
説
明
す
る
｡
し

か
し
､
死
者
か
ら
鼓
さ
れ
て
生
き
て
い
く
庶
民
の
悲
し
み
は
'
ど
う
す
る
こ
と
も
吃

-
存
在
す
る
｡
こ
の
と
こ
ろ
に
'
現
在
の
民
間
信
仰
が
根
強
-
保
持
さ
れ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
が
､

｢
い
た
こ
｣
と
口
寄
せ
を
き
く
人
と
の
接
点
に
､
生
き
る
側
の
悲
し

み
を
と
ら
え
'
そ
れ
を
著
者
と
仙
台
放
送
の
平
山
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
と
の
対
談
を
載
せ

る
こ

と
で
､
見
事

に成
功
し
て
い
る
｡

新
書
に
し
て
は

､
史
料
を
ふ
ん
だ
ん
に
引
用
さ
れ
て
い
る
が
'
二
三
頁
の

F
代
官

日
記
』
の
よ
う
に
､
訳
さ
れ
た
と
は

っ
き
り
わ
か
る
も
の
と
､

1
凹
三
頁
の

｢甲
子

待
｣
の
碑
文
の
よ
う
に
'
原
史
料
を
の
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ

る
｡
そ
こ
で
へ
原
史
料
と
思
わ
れ
る
も
の
を
'
数
点
に
わ
た
り
購
合
し
て
み
た
が
'

訳
や
省
略
が
な
さ
れ
て
あ
る
｡

一
般
読
者
に
向
け
た
も
の
で
あ

っ
て
も
､
史
料
に
つ

い
て
の
こ
と
わ
り
が
あ

っ
た
ほ
う
が
よ
い
と
思
う
｡

本
書
は
'
津
軽
藩
四
代
藩
主
信
政
が
'
惣
右
衛
門
稲
荷

(安
左
衛
門
稲
荷
)
を
､
新

寺
町

(弘
前
市
)
に
杷
ら
せ
た
と
す
る
｡
羽
賀
与
七
郎
先
生

(
弘
大
名
誉
教
授
)
は
'

昭
和
五

〇
年
四
月

一
日
付

｢
乗
奥
日
報
｣
の

｢
み
ち
-
さ
郷
土
史
｣
に
'
安
左
衛
門

稲
荷
と
し
て
紹
介
し
て
い
が
､
こ
れ
は
､

F藩
庁
日
記
』

に
よ

っ
た
も
の
と
み
ら
れ

る
o

F
藩
庁
日
記
｣
等

水
五
年

l
〇
月

〓
ハ
日
の
条
に
'
溝
よ
り
貞
昌
寺
入
昔

へ
'

鳥
居
の
横
軸
の
書
き
方
を
､

｢稲
荷
大
明
神

武
州
熊
谷
安
左
衛
門
武
助
勧
請
｣
と

指
示
し
て
い
る
が
'
こ
の
時
に
作
或
し
た
と
考
え
ら
れ
る
額
が
､
稲
荷
社

に
現
存
す

る
O
ま
た
同
年

l
〇
月
の
棟
礼
に
'

｢
稲
荷
大
明
神
童

陸
奥
国
豊
民
安
繁
栄

而
勧

造
建
之
御
棟
札
｣
と
あ
る
.

F
津
軽

7
紋
志
｣
は
､
稲
荷
i(
明
神
と
し
て
い
る
O

『

奥
富
士
物
語
』
は
'
安
左
衛
門
稲
荷
と
L
t
狐
を
弥
四
左
衛
門
と
す
る
tT

『
浅
草
寺

志
』
に
よ
る
と
､

『
江
戸
童
』
に
は
'
弥
惣
左
衛
門
稲
荷
と
し
て
あ
る
と
い
う
｡
F

弘
前
の
文
化
財

民
俗
』
は
､
狐
を
弥
惣
左
衝
門
と
す
る
｡
陸
奥
史
談
会
の
社
寺
め

ぐ
り
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
'
惣
右
衛
門
稲
荷
と
す
る
｡
よ

っ
て
'
新
寺
町
の
稲
荷
は
､

｢稲
荷
大
明
神
｣
で
あ
り
､
浅
草
の
熊
谷
安
左
衛
門
が
勧
請
し
た
熊
谷
稲
荷
を
杷

っ

た
も
の
と
み
た
い
｡
狐
の
名
は
'

『
藩
庁
日
記
｣
か
ら
'
宗
弥
と
い
い
'
祖
父
宗
柿

と

1
緒
に
弘
前

へ
来
た
と
い
う
｡
浅
草
寺
境
内
に
あ

っ
た
熊
谷
稲
荷
は
､
現
在
な
い
o

『残
卓
寺
志
』
の
境
内
略
図
に
よ
る
と
'
本
堂
の
裏
､
東
北
に
位
置
し
て
い
る
｡
同

書
の
頭
注
に
は
'

｢
明
治
初
年
神
仏
分
離
の
時
浅
草
神
社
に
遷
し

千
隣
神
社
に
合

杷
せ
ら
る
｣

と
あ
る
｡

明
治
維
新
の
神
仏
分
離
で
'
津
軽
地
方
の
宗
教
界
が
大
き
な
転
換
を
み
せ
､
そ
れ

が
､
他
藩
と
異
な
る
点
を
指
摘
し
て
い
る
が
'
神
仏
分
離
を
別
な
機
会
に
整
え
た
形

で
発
表
し
て
い
た
だ
き
た
い
｡
ま
た
､
胎
内
-
ぐ
り
が
'
善
光
寺
の
本
尊
の
下
を
通

る
こ
と
や
'
さ
ざ
え
堂

へ弘
前
市
茂
森
)
'
岩
木
山
登
山

に
み
ら
れ
る
こ
と
を
'
私

は
初
め
て
知
ら
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
､
著
者
に
接
し
た
人
は
'
そ
の
博
学
に
驚
か
さ

れ
る
が
'
寺
院

･
神
社
に
参
る
崎
の
見
ど
こ
ろ
と
い
っ
た
も
の
を
､
教
え
て
は
し
い

と
願
う
者
の

1
人
で
あ
る
｡

(新
書
版
､
本
文
二
〇
九
負
､
教
育
社
､
昭
和
五
十
五
年
'

定
価
六

〇
〇
円
)

(板
柳
高
校
教
諭
)
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