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新
編
武
藏
風
土
記
稿
卷
之
六
十
九

  　

橘
樹
郡
之
十
二　

神
奈
川
領         

◎
下し

も
ほ
し
か
わ
む
ら

星
川
村　

下
星
川
村
は
、
郡
の
南
の
方か

た

に
て
保
土
谷
宿
よ
り
は
西
北
に
あ
た

れ
る
地
な
り
、
江
戸
日
本
橋
よ
り
行
程
八
里
な
り
、
抑

そ
も
そ
も

星
川
の
地
は
古こ

め
い名

に
て
、

【
和わ

み
ょ
う
し
ょ
う

名
抄
】
の
鄕ご

う
め
い名

に
久く

ら

き

ぐ

ん

良
岐
郡
の
下し

も

に
か
け
た
れ
ば
、
昔
は
こ
ゝ
も
彼
郡
中
に
屬ぞ

く

せ
し
に
や
、
其

詳
つ
ま
び
ら
かな

る
事
は
隣
郡
都つ

づ

き

ぐ

ん

筑
郡
上
星
川
村
の
條
に
出
せ
リ
、
今
此
村
は

榛は
ん
が
や谷

庄
と
も
、
或
は
御み

く
り
や厨

庄
と
も
云
、
前
に
も
出
せ
し
如
く
舊ふ

る

く
よ
り
已す

で

に
榛
谷

の
御
厨
と
云
唱と

な
え

あ
れ
ば
、
そ
れ
を
分
ち
て
庄

し
ょ
う
め
い名

と
せ
し
ゆ
へ
か
く
の
如
く
ま
ち
ま

ち
の
名
あ
る
な
る
べ
し
、
古
老
の
傳
へ
に
、
當
村
は
昔
し
ば
し
ば
戰
争
あ
り
し
頃
、

人
家
も
そ
れ
が
爲
に
う
せ
て
荒あ

ら
の野

と
な
り
し
を
、
い
つ
の
頃
か
秋
山
氏
本
鄕
氏
と

い
へ
る
者
、
其

そ
の
あ
ま
り餘

十
七
人
わ
づ
か
に
家
を
作
り
て
移
り
住す

み

し
、
夫そ

れ

よ
り
荒
野
を
お

こ
せ
し
と
ぞ
、
今
村
民
に
彼
等
が
子
孫
七
八
人
も
存
せ
り
と
い
ふ
、
村
の
上か

み
し
も下

に

分わ
か

ち
し
も
正

し
ょ
う
ほ
う保

年　（
一
六
四
四
～
四
八
）

中
よ
り
前
の
事
な
り
と
の
み
い
ふ
、
家
數
四
十
二
軒
村
内
に
散

在
す
、
東
は
芝し

ぼ
う
む
ら

生
村
に
隣
り
帷か

た
び
ら
が
わ

子
川
を
界

さ
か
い

と
す
、
南
は
神ご

う
ど戸

保
土
谷
の
二
村
に
接
し
、

西
は
佛ぶ

っ
こ
う向

村
に
境さ

か

ひ
、
北
は
芝し

ぼ
う生

和
田
の
二
村
に
隣
り
帷
子
川
を
界

さ
か
い

と
す
、
東
西

八
（
約
九
一
〇
ｍ
）

丁
二
十
間
南
北
十

（
約
一
．一
㎞
）

丁
二
十
間
餘あ

ま
り、

す
べ
て
の
南
の
方
は
小
山
か
さ
な
り
て
地
勢
高

く
、
北
の
方
は
川
に
そ
ひ
て
地じ

低
し
、
水

た

田
多
く
陸は

た
け田

少
し
、
土ど

し
ょ
う性

は
黑
砂
土
に
し

て
陸
田
は
野の

づ
ち土

に
砂
交ま

じ
わ

れ
り
、
村
の
坤

ひ
つ
じ
さ
るの

方
佛
向
村
及
び
神
戸
町
の
境
に
一
條
の

往お
う
か
ん還

あ
り
、
相
州
へ
ゆ
く
間か

ん
ど
う道

な
れ
ば
土ど

じ
ん人

相そ
う
し
ゅ
う
ど
う

州
道
と
呼
ぶ
、
道
幅
は
二

（
約
三
．六
ｍ
）

間
餘あ

ま
りな

り
、

【
野
土
】（
の
づ
ち
）
腐
敗
し
た
植
物
質
を
含
み
、
肥

沃
（
ひ
よ
く
）
で
野
菜
な
ど
の
作
物
栽
培
に
適
し
た

黒
い
土
。
但
し
、水
稲
栽
培
に
は
不
向
き
。『
広
辞
苑
』

【
土
人
】（
ど
じ
ん
）
そ
の
土
地
に
生
ま
れ
住
み
つ
い

て
い
る
人
。
土
着
の
人
。
土
地
の
人
。『
広
辞
苑
』

【
相
州
道
】
現
在
の
花
見
台
交
番
付
近
か
ら
市
沢
町
へ
か

け
て
の
道
か
？
『
編
者
』
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【
小
田
原
家け

に
ん
し
ょ
り
ょ
う
や
く

人
所
領
役
帳
】
に
六ろ

く
ご
う
ど
の

鄕
殿
知ち

ぎ
ょ
う行

三
十
四
貫か

ん

九
百
四
十
文も

ん

、
小
机
筋
星
川
、

夏な
つ
な
り成

共
外
に
三
十
二
貫
文
向こ

う
ほ
し
か
わ

星
川
と
あ
り
、
こ
れ
永

え
い
ろ
く（
一
五
五
八
～
七
〇
）

祿
の
頃
な
り
、
土
人
の
話

に
よ
れ
は
荒こ

う
は
い廢

と
な
り
し
後
の
事
な
る
べ
し
、
向
星
川
と
云い

う

は
何い

ず

れ
の
所
を
云
に

や
今
知
る
べ
か
ら
ず
、
御お

ん
う
ち
い
り

打
入
の
後
は
御ご

り
ょ
う
し
ょ

料
所
に
て
伊
奈
半
十
郎
忠
治
が
家
に
て

世よ
　
よ々

支
配
せ
し
が
、
後
に
田
中
休
愚
右
衞
門
喜
古

い
に
し
えか

は
れ
り
、
夫そ

れ

よ
り
再
び
伊
奈

半
左
衞
門
が
支
配
所
と
な
り
、
子
孫
右う

こ
ん
の
し
ょ
う
げ
ん

近
將
監
忠
郁
に
至
る
ま
で
替
ら
ざ
り
し
が
、

寛か
ん
せ
い（
一
五
九
〇
）

政
四
年
よ
り
大
貫
次
衞
門
光
豐
が
御

お
あ
ず
か
り
ど
こ
ろ

預
所
と
な
れ
り
、

 

小こ
　
な名

　
　

大
久
保 

村
の
西
に
あ
り

　
　

桐
ヶ
谷 

是
も
村
の
西
な
り
、

　
　

山
崎
臺 

村
の
北
の
方
に
あ
り

　
　

本
丸
谷　

小
峰　

榎
戸
町　

コ
チ
田
町

 

以
上
の
四
ヶ
所
皆
北
の
方
な
り

　
　

大
日
前 

村
の
東
の
方
川
に
添そ

い

し
地
な
り
、
土
人
の
説
に
古
大
日
堂

 

あ
り
し
故
か
く
云
と
の
み
傳
へ
て
、
其
跡
詳
な
ら
ず

　
　

齋
藤
田 

村
の
東
な
り

　
　

下
ノ
谷 

此
も
同
じ

　
　

芝
ヶ
谷 

村
の
南
な
り

　
　

池
ノ
谷 

此
も
村
の
南
な
り
こ
の
處
に
花
淸
と
云
小
名
も
あ
り

　
　

市
ヶ
原 

村
の
西
な
り

　
　

道
林 

市
原
の
南
な
り

　
　

榎
戸 

村
の
南
な
り

【
貫
】（
か
ん
）
中
世
以
後
、
土
地
面
積
の
表
示
に
用

い
ら
れ
た
単
位
。
租
税
と
し
て
収
取
す
る
米
を
銭
に

換
算
し
て
表
示
す
る
も
の
。
田
地
の
広
さ
は
一
定
で

は
な
い
。『
広
辞
苑
』

【
夏
成
】(

な
つ
な
り)

夏
に
納
め
る
生
産
物
、
貢
租

を
い
う
。
中
世
で
は
麦
が
多
か
っ
た
。
江
戸
時
代
、

夏
に
納
め
る
畑
年
貢
。『
広
辞
苑
』

【
御
打
入
】
徳
川
氏
江
戸
入
府
の
こ
と
。
天
正
十
八
年

（
一
五
九
〇
）（
忠
臣
蔵
は
討
ち
入
り
）『
編
者
』

【
伊
奈
半
十
郎
】江
戸
時
代
初
期
の
関
東
郡
代
。『
編
者
』

【
山
崎
臺
】
現
在
の
星
川
小
学
校
付
近
か
ら
北
西
側
の

台
地
に
か
け
て
『
編
者
』

【
芝
ヶ
谷
】
保
土
ヶ
谷
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
南
側
の
斜

面
地
か
ら
神
明
社
の
杜
に
か
け
て
、
星
川
及
び
神
戸

町
の
一
部
。『
編
者
』
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加
賀
屋
敷 

村
の
南
な
り
、
六
鄕
加
賀
守
と
云
人
の
屋
敷
跡
な
り

 

と
云
、
猶
舊
蹟
の
條
并
せ
見
る
べ
し
、

帷か
た
び
ら
が
わ

子
川　

村
の
艮

う
し
と
らの

方
和
田
帷
子
の
二
村
と
當
村
と
の
堺
を
流
る
、
西
の
方
佛
向
村
よ
り

入
て
、
村そ

ん
な
い内

を
經
る
事
十

（
約
一
．一
㎞
）

丁
許ば

か
りに

し
て
東
の
方
神
戸
町
に
入い

る

、
川
幅
上
の
方
に
て
六

（
約
一
一
ｍ
）　間

下し
も

の
方
に
て
は
八

（
約
一
四
ｍ
）

間
あ
り
、

　

○
用
水
堀　

村
の
中
央
に
あ
り
、
水み

な
か
み源

は
帷
子
川
な
り
郡

ぐ
ん
ち
ゅ
う中

坂
本
村
の
内
よ
り
引ひ

き
わ
か分

つ
、

神
戸
及
び
當下

星
川
村村

と
佛
向
三
村
の
用
水
な
り
、
此
堀
は
西
の
方
佛
向
村
の
境
よ
り
村
内
に
入

り
、
流
る
ゝ
こ
と
十

（
約
一
．一
㎞
）

丁
許ば

か
りに

し
て
南
の
神
戸
村
に
入
る
、　

堀
の
幅
纔わ

ず
かに

一
（
約
一
．八
ｍ
）

間
許
な
り
、

杉す
ぎ
や
ま
し
ゃ

山
社　

村
の
中
央
に
あ
り
、
社
地
は
小
山
に
し
て
松
杉
の
古
木
繁
茂
せ
り
、
山
を
登
る

こ
と
凡
三（

約
五
四
ｍ
）

十
間
ば
か
り
に
し
て
上
に
社
あ
り
、
二
間
四
方
許
り
な
り
、
本ほ

ん
じ地

釋
迦
に
し
て

一（
約
四
八
㎝
）

尺
六
寸
の
立
像
な
り
、
拝
殿
二
間
に
三
間
、
前
に
鳥
居
を
た
つ
、
す
べ
て
巽

た
つ
み

に
向
へ
り
、

村
内
法
性
寺
持
、

　

○
稲
荷
社　

村
の
南
の
方
神
戸
町
の
堺

さ
か
い

に
あ
り
、
小し

ょ
う
し祠

な
り
、
神
戸
町
神
明
神
主
式＝

刑
部部

持
、

法ほ
っ
し
ょ
う
じ

性
寺　

村
の
中
央
に
あ
り
、
日
蓮
宗
甲
州
久
遠
寺
末
、
光
榮
山
と
號
す
、
開
山
法
性
院

日
在
元げ

ん
な和

七
　（
一
六
二
一
）

年
十
月
十
三
日
寂じ

ゃ
くせ

り
、
客
殿
六
間
に
八
間
巽

た
つ
み

向
な
り
、
本
尊
三
寶
祖

師
の
像
を
安あ

ん

す
、
又
七
面
の
像
あ
り
、
長
三

（
約
九
㎝
）

寸
許
、
こ
れ
は
甲
斐
國
七し

ち
め
ん
ざ
ん

面
山
に
安
置
す
る

所
の
像
を
模も

せ
し
も
の
な
り
、
影
現
七
面
と
號
す
、

六
鄕
加
賀
守
某
屋
敷　

村
の
南
に
あ
り
、
こ
の
屋
敷
跡
あ
る
を
以
て
地
名
を
も
加
賀
屋
敷

と
呼
べ
り
、
其
地
は
山
上
に
し
て
登
る
こ
と
二
十
丁
半
餘
、
上
に
平
地
あ
り
今
畠
と
な
り

て
廣
さ
二（

七
，二
〇
〇
坪
）

十
四
段
餘
の
所
な
り
、
山
の
半
腹
に
廢は

い
せ
い井

二
ヶ
所
あ
り
、
其
一
は
徑
二（

約
七
五
㎝
）

尺
五
寸

許
、
淵
に
望

の
ぞ
み

て
手
を
拍う

つ
と
き
は
ひ
ゞ
き
あ
り
、
故
に
土
人
か
ん
か
ん
井
戸
と
呼
ぶ
、
是

屋
敷
あ
り
し
跡
と
云い

え

る
證

あ
か
し

と
す
べ
き
か
、
さ
れ
ど
加
賀
守
が
事じ

せ
き跡

は
傳つ

た

は
ら
ず
、【
小
田

原
所
領
役
帳
】
に
六
鄕
殿
と
記し

る

せ
し
は
、
荏
原
郡
大
森
村
の
傳
へ
に
よ
れ
ば
、
上
杉
管か

ん
れ
い領

家
の
一
族
式
部
大
輔
と
云
人
な
り
と
云
、
然し

か

る
に
同
書
に
據よ

る

は
當
所
も
か
の
式
部
大
輔
の

【
稲
荷
社
】
保
土
ヶ
谷
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
南
側
の
斜

面
に
あ
っ
た
稲
荷
社
か
？
『
編
者
』

【
七
面
山
】
身
延
山
久
遠
寺
の
奥
院
が
あ
る
日
蓮
宗
の

聖
山
。『
広
辞
苑
』

【
加
賀
屋
敷
】
桜
が
丘
学
園
通
り
桜
台
小
学
校
北
側
の

住
宅
地
一
帯
。
登
り
二
十
丁
半
は
誤
記
か
？
『
編
者
』
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領し
ら

せ
し
地
な
る
時
は
、
加
賀
守
も
亦ま

た

式
部
大
輔
の
一
族
な
ど
に
て
や
有
け
ん
、
と
か
く
今

よ
り
は
其
實じ

つ

を
知
る
べ
か
ら
ず
、

　

○
山や

ま

ざ

き

せ

ん

げ

ん

ほ

う

じ

崎
淺
間
寶
寺
跡　

字あ
ざ

山
崎
臺台

に
あ
り
、
此
寺
は
山
城
國
山
崎
寺
を
此
へ
擬ぎ

し

て
建

こ
ん
り
ゅ
う

立
せ
し
な
り
と
云
、
然し

か

る
に
彼か

の
て
ら寺

は
錢せ

ん
げ
ん
ほ
う
じ

原
寶
寺
と
か
き
て
淺
間
を
祭
り
し
に
は
非あ

ら

ず
、
も
と
よ
り
後こ

う
じ
ん人

の
附ふ

か
い會

し
て
か
ゝ
る
寺じ

ご
う號

を
設

も
う
け

し
な
る
べ
し
、
土
人
の
口こ

う
ひ碑

に
傳
へ

た
る
は
、
昔
こ
の
寺
に
て
落お

ち
う
ど人

を
か
く
し
置
る
罪
に
よ
り
、
た
ち
ま
ち
廢は

い

せ
ら
る
、
是

こ
れ
　

永え
い
ろ
く
て
ん
し
ょ
う

祿
天
正
の

（
一
五
五
八
～
九
二
）

頃
の
事
な
り
と
ぞ
、
其
破
却
せ
ら
れ
し
と
き
淺
間
の
神し

ん
た
い體

帷
子
川
へ
落

て
流
れ
し
を
、
近
鄕
芝
生
村
の
百
姓
八
右
衞
門
と
云
し
も
の
と
り
あ
げ
其
村
の
鎭
守
と
し

て
今
に
あ
り
と
云
ふ
、
又
近
き
頃
享

（
一
七
一
六
～
三
六
）

保
年
中
こ
の
舊

き
ゅ
う
せ
き跡

墓
所
の
跡
な
り
と
云
所
を
穿う

が

ち
て
、

枯こ
こ
つ骨

を
數あ

ま
た多

堀ほ
り
だ出

せ
し
か
ば
、
そ
れ
を
集
め
て
埋
め
、
其
上
に
石
の
地
藏
の
像
を
建

こ
ん
り
ゅ
う

立
せ

り
、
其
地
藏
今
に
存
せ
り
、
芝
生
村そ

ん
み
ん民

八
右
衞
門
の
事
蹟
彼か

の
む
ら村

に
て
は
傳
へ
ず
、

○
保
土
谷
宿　

保
土
谷
宿
は
、
東
海
道
五
十
三
驛え

き

の
一
に
て
、
郡
の
西
南
の
方か

た

相

州
鎌
倉
郡
の
境
に
あ
り
、
今
こ
の
宿

し
ゅ
く

に
屬ぞ

く

す
る
所
そ
の
地
廣ひ

ろ

し
、
保
土
谷
、
岩
間
、

神
戸
、
帷
子
の
四
ヶ
町
を
あ
は
せ
て
保
土
谷
宿
と
呼
べ
り
、
そ
れ
も
何い

つ

の
頃
よ
り
の

こ
と
に
や
考
ふ
べ
か
ら
ず
、
慶

け
い
ち
ょ
う長

六（
一
六
〇
一
）

年
の
頃
ま
で
は
道
中
の
馬う

ま
つ
ぎ繼

藤
澤
よ
り
保
土

谷
に
至
り
、
夫そ

れ

よ
り
神
奈
川
に
て
繼つ

ぎ

、
其
後
戸
塚
川
崎
馬
次
と
な
り
し
と
云
、
こ
ゝ

も
半は

ん
が
や
ご
う
み
く
り
や
し
ょ
う

谷
鄕
御
厨
庄
に
屬
せ
り
、
半
谷
は
榛
谷
と
同
じ
唱

と
な
え

へ
な
れ
ば
通と

う

し
て
か
く
な

り
し
な
る
べ
し
、
江
戸
日
本
橋
よ
り
行
程
八

（
約
三
二
㎞
）

里
に
及
べ
り
、
家
數
四
百
五
十
三
軒
、

町
の
西
側
に
軒
を
連つ

ら

ぬ
、
四
方
の
疆

き
ょ
う
か
い界

は
南
の
方
久
良
岐
郡
に
し
て
戸と

　
べ部

太
田
の
二

村
に
隣
れ
り
、
西
は
相
州
鎌
倉
郡
平ひ

ら
ど戸

村
に
さ
か
ひ
、
西
よ
り
北
へ
は
同
郡
品し

な
の野

村

よ
り
當
國
都
筑
郡
今
井
村
、
及
び
郡
中
佛
向
村
下
星
川
和
田
等
の
三
村
、
及
び
都

筑
郡
上
星
川
村
と
、
當
郡
羽は

ざ
わ
む
ら

澤
村
等
列つ

ら
な

れ
り
、
北
よ
り
東
は
三さ

ん
ま
い
ば
し
む
ら

枚
橋
村
及
び
片
倉

【
附
會
】（
ふ
か
い
）
無
理
に
つ
な
ぎ
合
せ
る
こ
と
。

こ
じ
つ
け
る
こ
と
。
『
広
辞
苑
』

【
石
の
地
蔵
】
そ
の
後
星
川
小
学
校
建
設
時
、
明
治
四

年
（
一
八
七
一
）
和
田
の
眞
福
寺
に
移
設
。
現
在
「
満

願
地
蔵
」
と
し
て
同
寺
参
道
入
口
に
あ
り
。『
編
者
』

【
馬
繼
】（
う
ま
つ
ぎ
）
駅
馬
を
乗
り
継
ぐ
こ
と
。

ま
た
、
そ
の
場
所
。
駅
。『
広
辞
苑
』
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靑
木
町
と
芝
生
村
な
り
、
東
西
一（

約
六
㎞
）

里
半
ば
か
り
南
北
二

（
約
八
㎞
）里

ほ
ど
、
宿
内
の
地
昔
は

久
良
岐
郡
に
屬
せ
し
地
も
あ
り
し
に
、
今
の
ご
と
く
繁
榮
の
所
と
な
り
し
後
皆
此

郡ぐ
ん
な
い内

と
な
れ
り
、
猶

詳
つ
ま
び
ら
かな

る
こ
と
は
下し

も

に
の
せ
た
り
、
昔
は
海
道
の
往お

う
ら
い來

今
の
所

よ
り
は
西
北
の
方
に
あ
り
し
と
い
ふ
、
然し

か

る
に
慶け

い
あ
ん安

元（
一
六
四
八
）

年
そ
の
道
を
か
へ
ら
れ
て

よ
り
今
の
如
く
に
な
り
た
り
、
舊ふ

る
き
あ
と

き
趾
つ
た
へ
て
今
に
殘
れ
り
、
其
頃
ま
で
は
帷

子
宿
の
人
家
は
そ
こ
は
く
の
地
を
隔
て
た
り
し
に
、
後
彼か

の

人
家
も
岩
間
村
の
地
に

移
り
し
よ
り
、
往
來
の
内
と
な
れ
り
、
初
め
保
土
谷
と
神
戸
帷
子
の
間
十（

約
二
㎞
）

八
丁
餘

あ
ま
り

の
路
を
隔

へ
だ
て

し
が
、
互
に
其そ

の

町
を
移
し
合
せ
な
ば
便

た
よ
り

よ
か
ら
ん
と
て
、
移
し
て
一
町
と

な
せ
り
、
此
時
よ
り
三
宿
新し

ん
ま
ち町

に
な
り
た
り
、
其
時
奉
行
せ
し
は
井
上
筑
後
守
重
政
、

永
田
八
兵
衞
な
り
、
萬ま

ん
じ治

三（
一
六
六
〇
）

年
岩
間
村
の
も
の
と
も
や
ゝ
も
す
れ
ば
人に

ん
ぶ夫

の
役や

く

に
苦

し
む
こ
と
を
な
げ
き
訴

う
っ
た

へ
し
に
よ
り
又
か
の
村
を
も
保
土
谷
町
へ
う
つ
さ
れ
け
り
、

時
の
奉
行
は
高
木
伊
勢
守
守
久
な
り
、
其
街
道
の
次
第
を
い
は
ゞ
、
相
州
平ひ

ら
ど
む
ら

戸
村
よ

り
入い

り

て
境
の
地
藏
よ
り
二
番
坂
權
太
坂
と
云い

う

を
過
て
、
元
町
、
茶
屋
町
、
保
土
谷
町
、

上
岩
間
町
、
神
戸
町
、
上
帷
子
町
、
十
八
間
町
、
下
神
戸
町
、
田
町
、
下
岩
間
町
、

川
岸
町
を
こ
え
て
芝
生
村
に
入
る
、
其
道
は
左
右
と
も
に
山
に
そ
ひ
て
谷
間
な
る

平
地
な
り
、
長
四

（
約
五
㎞
）

十
五
丁
五
十
間
に
し
て
、
廣
さ
は
四

（
約
七
．二
ｍ
）

間
よ
り
四

（
約
八
ｍ
）

間
三
尺
に
至
れ
り
、

其
間
西
よ
り
南
へ
を
れ
し
所
も
あ
り
、
又
南
よ
り
東
へ
屈

く
っ
き
ょ
く曲

せ
し
も
あ
り
、
江
戸
の

方か
た

へ
向
ひ
て
は
神
奈
川
宿
の
山
遥は

る
かに

見
ゆ
、
又
繩な

わ
て手

よ
り
下
星
川
村
法
性
寺
、
及
び

杉
山
明
神
の
社
見
ゆ
、
其
路ろ

て
い程

は
十（

約
一
．六
㎞
）

五
丁
ば
か
り
を
隔
て
し
所
な
り
、
又
北
の
方
和

田
村
伊
勢
の
社
の
森
も
見
ゆ
、
こ
ゝ
ま
で
は
二（

約
二
．二
㎞
）

十
丁
許
を
へ
だ
つ
、
又
其
所
よ
り

北
の
方
都
筑
郡
な
る
端ず

い
り
ゅ
う
い
ん

龍
院
の
山
見
ゆ
、
こ
れ
は
一

（
約
四
㎞
）里

餘
を
隔
て
り
、
同
所
よ
り

【
そ
こ
ば
く
】（
若
干
・
幾
許
） 

数
量
を
明
ら
か
に
し

な
い
で
、お
お
よ
そ
の
と
こ
ろ
を
い
う
語
。
い
く
ら
か
。

い
く
つ
か
。『
広
辞
苑
』

【
人
夫
】（
に
ん
ぶ
）
公
役
に
徴
用
さ
れ
た
人
民
。
夫

役
（
ぶ
や
く
）
を
課
さ
れ
た
人
民
。『
広
辞
苑
』

【
繩
手
】
田
の
あ
い
だ
の
道
。
あ
ぜ
道
。
た
ん
ぼ
道
。

長
く
続
く
ま
っ
す
ぐ
な
道
。『
広
辞
苑
』
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東
の
方
久
良
岐
郡
戸と

　
べ部

村
の
山
々
も
見
ゆ
、
十（

約
一
．六
㎞
）

五
丁
ば
か
り
を
へ
た
て
し
所
な
り
、

又
相
州
境
の
方
よ
り
南
の
方
を
望
め
ば
、
久
良
岐
郡
の
中う

ち

圓え
ん
か
い
さ
ん

海
山
を
は
じ
め
と
し
て

羣ぐ
ん
ざ
ん山

つ
ら
な
り
、
同
郡
引ひ

っ
こ
し
む
ら

越
村
の
方
よ
り
相
州
鎌
倉
郡
永
谷
村
の
山
に
つ
ゞ
け
り
、

こ
の
山
々
近
き
所
に
て
は
一

（
約
四
㎞
）里

ば
か
り
、
遠
き
所
に
て
は
四

（
約
一
六
㎞
）

里
に
餘あ

ま

れ
り
、
是こ

こ

宿し
ゅ
く
う
ち中

よ
り
遠え

ん
ぼ
う望

す
る
所
の
大

お
お
ざ
か
い界

な
り
、

◎
保
土
谷
町　

保
土
谷
町
は
、
相
州
境
の
方か

た

權
太
坂
よ
り
、
東
北
上
岩
間
町
迄
の

間
な
り
、
今
專も

っ
ぱ

ら
保
土
谷
と
呼
ぶ
所
は
、
上
岩
間
の
方
へ
寄
た
る
所
に
し
て
、
夫そ

れ

よ
り
武ぶ

そ
う相

の
境
の
方
茶
屋
町
元
町
と
を
す
べ
て
三
に
分わ

か

ち
た
れ
ど
、
茶
屋
町
元
町

は
元
み
な
保
土
谷
の
小こ

　
な名

な
り
、
保
土
谷
町
も
昔
は
今
の
元
町
の
所
に
あ
り
し
を
、

慶け
い
あ
ん（
一
六
四
八
～
五
二
）

安
年
中
此
所
へ
引
移
せ
し
と
云
ふ
、
是
よ
り
元
町
の
名
も
起
れ
り
、
前
條
保

土
谷
宿
に
の
せ
た
る
如
く
、
當
町
以
下
岩
間
神
戸
帷
子
と
列つ

ら

ね
記し

る

す
べ
き
を
、
左

に
載の

せ

た
る
は
今
唱と

な
うる

所
の
便
宜
に
し
た
が
へ
り
、

權ご
ん
た
ざ
か

太
坂　

海
道
の
内
に
て
元
町
の
南
の
方
な
り
、
其
地
形
十

（
約
三
〇
ｍ
）

丈
あ
ま
り
も
高
く
、
屈
曲
し

て
長
き
坂
な
り
、
故
に
街
道
往お

う
へ
ん返

の
人に

ん
ぶ夫

此
所
を
難
所
と
す
、
昔
は
一
番
坂
と
呼
し
が
、

何い
つ

の
頃
か
旅
人
爰こ

こ

を
過
る
と
て
、
側

か
た
わ
らに

あ
り
し
老ろ

う
の
う農

に
坂
の
名
を
問
し
に
、
か
の
翁

お
き
な

耳
し

ひ
た
る
者
な
り
し
か
ば
、
己

お
の
れ

が
名
を
問
は
れ
し
と
思
ひ
權
太
坂
と
答
へ
け
る
よ
り
坂
の
名

と
な
り
し
と
、
土
人
云い

い
つ
た傳

へ
り
、 

　

○
二
番
坂　

權
太
坂
の
上
に
あ
り
、
同
じ
續
き
な
れ
ば
江
戸
よ
り
往ゆ

く

と
き
に
一
番
坂
二

番
坂
と
か
ぞ
へ
て
呼よ

び

し
な
る
べ
し
、
こ
の
所
は
、
權
太
坂
ほ
ど
に
は
あ
ら
ざ
れ
ど
も
よ
ほ

ど
の
坂
な
り
、
爰こ

こ

よ
り
望
め
ば
神
奈
川
の
海う

な
か
み上

を
目
の
下
に
見
て
風
景
い
と
美
な
り
、
坂

よ
り
相
州
の
方
境
の
地
藏
ま
で
は
木
い
く
ら
と
も
な
く
な
ら
び
た
て
り
、

今い
ま
い
が
わ

井
川　

元
町
の
邊

あ
た
り

を
流
る
、
水み

な
か
み源

は
都
筑
郡
今
井
村
に
て
、
谷た

に
み
ず水

落
あ
ひ
小
川
と
な
り
、

【
羣
山
】
＝
群
山
『
広
辞
苑
』

【
耳
し
ひ
る
】
耳
が
遠
い
『
広
辞
苑
』

【
二
番
坂
】
現
在
の
光
陵
高
校
付
近
か
ら
境
木
に
か
け

て
の
坂
『
編
者
』
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十
（
約
一
．一
㎞
）

丁
許ば

か
りを

へ
て
元
町
に
來き

た

り
、
海
道
の
家
の
前
よ
り
右
の
側か

わ

へ
い
り
、
十
丁
程
流
れ
て

金
澤
橋
へ
出い

で

、
又
五

（
約
五
五
〇
ｍ
）

丁
許
に
し
て
往
來
の
う
ち
中な

か
の
は
し

の
橋
を
過
て
左
に
そ
ひ
、
裏
通
り
を

流
る
ゝ
こ
と
六

（
約
六
六
〇
ｍ
）

丁
ば
か
り
帷
子
橋
の
も
と
に
て
帷
子
川
へ
入い

る
、
水
源
の
地
名
に
よ
り
川

の
名
を
か
く
呼
べ
り
、
川
幅
或
は
三

（
約
五
．四
ｍ
）

間
或
は
五

（
約
九
ｍ
）

間
に
及
べ
り
、

　

○
土
橋　

元
町
の
内
に
あ
り
て
今
井
川
に
架わ

た

せ
り
、
官
よ
り
か
け
ら
る
ゝ
橋
な
り
、
長

六
（
約
一
一
ｍ
）

間
幅
三

（
約
五
．四
ｍ
）

間
、

大だ
い
せ
ん
じ

仙
寺　

保
土
谷
町
の
西
側
に
あ
り
、
海
道
よ
り
五（

約
九
〇
ｍ
）

十
間
ば
か
り
西
へ
入い

り

て
あ
り
、
古
義

眞
言
宗
久
良
岐
郡
太
田
村
東
福
寺
末
、
西
方
山
安
樹
院
と
號
す
、
村
の
舊き

ゅ
う
き記

に
よ
る
に
、

い
と
ふ
る
き
寺
に
し
て
、
圓え

ん
ゆ
う
い
ん

融
院
の
御ぎ

ょ
う宇

天て
ん
ろ
く（
九
七
〇
～
七
三
）

祿
年
中
の
起き

り
ゅ
う立

に
て
、
神
戸
山
惣
持
院
神

宮
寺
と
號ご

う

せ
し
が
、
其
後
衰
微
し
て
星せ

い
そ
う霜

ふ
り
し
を
、
應

お
う
え
い（
一
三
九
四
～
一
四
二
八
）

永

年

中
法
印
鎭
淳
中ち

ゅ
う
こ
う興

せ
り
、
此
時
山
號
寺
號
等
も
改
め
し
と
ぞ
、  
か
く
て
法
印
は
同

お
な
じ

き
二
十
八
年
五
月
四
日

寂じ
ゃ
くせ

り
、
今
是
を
開
山
と
す
、
又
遥は

る
かの

後
寛か

ん
ぶ
ん（
一
六
七
〇
）

文
十
年
二
月
十
日
囘か

い
ろ
く祿

に
あ
ひ
て
記
録
以

下
烏う

ゆ
う有

と
な
り
し
に
よ
り
、
昔
の
事
は
つ
た
は
ら
ず
と
い
へ
り
、
門
は
兩

り
ょ
う
ば
し
ら

柱
の
間ま

一
（
約
三
ｍ
）

丈
、

西
方
山
の
三さ

ん
じ字

を
扁し

る

す
、
客

き
ゃ
く
で
ん

殿
は
六
間
に
八
間
共
に
南
に
向
ふ
、
本
尊
は
彌み

　
だ陀

の
立り

つ
ぞ
う像

長

三
（
約
九
〇
㎝
）

尺
許
、
當
寺
境
内
の
外
に
除じ

ょ
ち地

三

（
九
八
八
坪
）

段
二
畝
二
十
八
歩
境
内
の
地
に
つ
ゝ
け
り
、

　

寺じ
ほ
う寶 

十じ
ゅ
う
お
う
が
ぞ
う
い
っ
ぷ
く

王
畫
像
一
幅 

紀
伊
國
高
野
の
子し

い
ん院

高
室
院
よ
り
寄
附
せ
り
と
云
、

　

鐘し
ょ
う
ろ
う樓　

門
を
入い

り

て
右
に
あ
り
、
九
尺
四
方
、
鐘
の
圓
径
三
尺
、
享

き
ょ
う
ほ
う（
一
七
二
二
）

保
七
年
の
銘め

い
も
ん文

あ
り
、

　

阿
彌
陀
堂　

本
堂
の
右
の
方
に
あ
り
四
間
四
方
、
西
向
な
り
、
阿

あ
み
だ

彌
陀
は
坐ざ

ぞ
う像

に
し
て

六
（
約
一
．八
ｍ
）

尺
ば
か
り
、
稻
荷
社　

除じ
ょ
ち地

居
山
の
内
に
て
境
内
に
續
け
り
、
勸

か
ん
じ
ょ
う

請
の
年
代
を
傳
へ

ず
、
寶ほ

う
れ
き暦

五
（
一
七
五
五
）

年
吉
田
家
に
こ
ひ
て
正
一
位
の
神し

ん
い位

を
授
け
ら
る
と
い
へ
り
、

　

道ど

う

そ

じ

ん

し

ゃ

祖
神
社　

同
所
に
あ
り
小し

ょ
う
し祠

、

【
中
の
橋
】
現
在
の
交
通
反
則
セ
ン
タ
ー
北
西
付
近

『
編
者
』

【
土
橋
】
現
在
の
元
町
橋
で
は
な
く
、
現
在
の
元
町
自

治
会
館
付
近
に
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。『
編
者
』

【
囘
祿
】（
か
い
ろ
く
）
火
の
神
。
転
じ
て
、
火
事
で

焼
け
る
こ
と
。
火
事
。『
広
辞
苑
』

【
烏
有
】（
う
ゆ
う
）何
も
な
い
こ
と
。
皆
無
。『
広
辞
苑
』

【
除
地
】（
じ
ょ
ち
、
よ
け
ち
）
江
戸
時
代
、
検
地
帳

な
ど
の
記
載
か
ら
除
か
れ
た
土
地
。
領
主
の
証
文
ま

た
は
由
緒
に
よ
り
、
年
貢
・
諸
役
を
課
さ
れ
な
い
土
地
。

『
広
辞
苑
』

【
子
院
】（
し
い
ん
）
同
一
境
内
に
あ
っ
て
、
本
寺
に

付
属
す
る
小
寺
。
塔
頭
（
た
っ
ち
ゅ
う
）。
寺
中
。
脇
寺

（
わ
き
で
ら
）。『
広
辞
苑
』

【
道
祖
神
社
】
二
度
の
遷
座
を
経
て
、
現
在
外
川
神
社

境
内
に
あ
る
。『
編
者
』
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○
樹じ

ゅ
げ
ん
じ

源
寺　

保
土
谷
町
の
北
側
に
て
往お

う
か
ん還

よ
り
十（

約
二
七
ｍ
）

五
間
許
退
き
て
あ
り
、
日
蓮
宗
身
延

山
久
遠
寺
末
妙
秀
山
善
通
院
と
號
す
、　

寛
か
ん
え
い（
一
六
二
八
）

永
五
年
の
頃
某
氏
の
女
の
發ほ

つ
が
ん願

に
よ
り
、
僧

の
日
領
を
開
山
と
し
て
起き

り
ゅ
う立

せ
し
と
ぞ
、
か
の
女
は
同（

一
六
三
四
）

九
年
五
月
二
十
三
日
歿
せ
り
、

法ほ
う
し諡

妙
秀
日
正
と
い
ふ
、
日
領
は
明

め
い
れ
き
 
(
一
六
五
七
)

暦
三
年
九
月
二
十
七
日
化か

す
、
か
の
僧
の
院い

ん
ご
う號

を

善
通
と
云
、
當
寺
の
山
號
院
號
は
開
山
開
基
の
法
謚
の
字
を
と
り
し
事
知
ら
る
、
客
殿
五

間
半
に
四
間
、
本
尊
三さ

ん
ぼ
う寶

を
安あ

ん

す
境
内
の
外ほ

か

に
山
一（

三
三
〇
坪
）

段
一
畝
あ
り
、
こ
れ
も
境
内
つ
ゞ
き

の
居
山
な
り
、

　

○
石
地
藏　

茶
屋
町
の
は
づ
れ
に
あ
り
、
わ
づ
か
の
見み

す
て
ち

捨
地
あ
り
、

　

○
地
藏
堂　

東
海
道
の
内
武
相
の
境
に
あ
り
、
故
に
境
地
藏
と
呼
べ
り
、
堂
は
三
間
四

方
東
向
な
り
、
前
に
わ
づ
か
の
石
階
あ
り
、
こ
ゝ
に
た
て
る
石
地
藏
は
い
つ
の
頃
の
も
の

に
や
詳

つ
ま
び
ら
かに

せ
ず
、
た
け
臺だ

い
ざ坐

と
も
に
七

（
約
二
．一
ｍ
）

尺
ば
か
り
、
堂
は
萬ま

ん
じ（
一
六
五
九
）

治
二
年
の
創
建
に
し
て
、

岩
間
町
見
光
寺
の
持
な
り
、
堂
下
に
旅
人
の
い
こ
ふ
茶
屋
あ
り
、
土ど

ぞ
く俗

に
堺
地
藏
の
茶
屋

と
よ
ぶ
、

　

鐘
樓 

堂
の
後
に
あ
り
、
鐘
は
徑
三

（
約
九
〇
㎝
）

尺
ば
か
り
、
安あ

ん
え
い永

九（
一
七
八
〇
）

年
二
月
の
銘
あ
り
、

法ほ
う
ぜ
ん
じ
あ
と

禅
寺
迹  

樹
源
寺
の
後
の
方
な
り
、
今
も
寺
號
を
以
て
其
所
の
字あ

ざ

と
せ
り
、
眞
言
宗
の
寺

院
な
り
し
よ
し
、
い
か
な
る
故
に
廢
せ
し
や
詳

つ
ま
び
ら
かな

ら
ず
、　

此
寺
の
本
尊
と
せ
し
藥や

く
し師

は

今
樹
源
寺
の
も
の
と
な
れ
り
、

舊旧

家
名
主
苅か

り

べ

せ

い

べ

い

部
淸
兵
衞　

淸
兵
衞
が
先
祖
を
豐
前
守
吉
重
と
云
、
當
國
久
良
岐
郡
の

人
な
り
、
北
條
早
雲
よ
り
氏
直
に
至
る
ま
で
五
代
の
間
仕つ

か

へ
て
、
關関

東
八
箇
國
の

郡ぐ
ん
じ司

を
勤
め
し
と
い
ふ
、
家
に
傳
ふ
る
い
さ
ゝ
か
の
記
録
を
閲

け
み
す

る
に
、
天て

ん
な和

三
（
一
六
八
三
）

年

三
月
十
九
日
淸
三
郎
吉
次
と
い
ひ
し
者
の
覺

お
ぼ
え
が
き書

な
り
、
其
文
に
よ
れ
ば
豐
前
守
吉
次

【
某
氏
の
女
】
苅
部
清
兵
衛
吉
重
の
奥
方
。『
編
者
』

【
法
諡
】
お
く
り
名
。

【
見
捨
地
】（
み
す
て
ち
）
江
戸
時
代
、
朱
印
地
・
除

地
、
証
文
に
よ
る
無
年
貢
地
以
外
の
年
貢
負
担
の
な

い
土
地
。
堂
・
宮
・
道
・
川
・
溝
・
稲
干
場
・
土
取
場
・

墓
地
・
死
牛
馬
捨
場
・
火
葬
場
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た

る
。
検
地
の
際
に
は
縄
入
れ
を
せ
ず
、「
竿
外
」「
見
捨
」

と
表
記
さ
れ
た
。
は
じ
め
検
地
帳
に
記
さ
れ
な
か
っ

た
が
、
の
ち
検
地
帳
外
書
に
記
さ
れ
た
。『
広
辞
苑
』

【
地
藏
堂
】
境
木
地
蔵
『
編
者
』
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は
武
州
鉢は

ち
が
た形

の
城

じ
ょ
う
ば
ん番

を
つ
と
め
し
と
あ
り
、
苅
部
出
羽
守
吉
重
同
修
理
亮
吉
重
同
淸

兵
衞
吉
重
と
つ
ら
ね
し
る
せ
り
、
三
代
同
じ
名
を
用
ひ
し
と
云
も
誤
あ
る
べ
し
、
又

側か
た
わ
らに

右
三
人
の
名な

の
り乗

は
小
泉
次
太
夫
が
授さ

ず

け
し
所
な
り
と
あ
り
、
次
太
夫
吉
次
は

御
打
人
の
頃
よ
り
御
代
官
を
勤
め
し
人
な
れ
ば
、
い
よ
い
よ
う
け
が
た
き
事
な
り
、

又
彼
記
録
に
云
、
右
の
内
苅
部
内
膳
と
云
も
の
神
奈
川
領
二
又
川
に
て
、
六
箇
所
の

領
地
を
北
條
氏
康
よ
り
賜
は
れ
り
と
、
か
の
内
膳
と
云
は
出
羽
守
か
又
修
理
亮
な

ど
が
初
の
名
な
る
に
や
又
云
苅
部
豐
前
守
當
所
上か

み
な
か
し
も

中
下
と
も
に
氏
綱
よ
り
賜
り
て

領し
ら

せ
り
御
當
代
に
至
り
て
淸
兵
衞
吉
重
う
つ
た
へ
て
、
上
中
下
と
も
に
石
高
を
分

ち
て
農
民
に
配
分
し
、
其
内
中
保
土
谷
町
を
ば
自

み
ず
か
ら

所
持
せ
り
と
云
、
又
別
に
記し

る

せ

し
も
の
あ
り
、
其
文
に
は
永え

い
ろ
く祿

十（
一
五
六
九
）

二
年
九
月
甲
州
勢
小
田
原
へ
人
數
を
出
せ
し
と

き
、
吉
良
左さ

ひ
ょ
う
え
の
か
み

兵
衞
督
義
門
居
舘
を
こ
の
近
鄕
蒔ま

い
た田

に
定
む
、
其
頃
幕ば

っ
か下

に
屬
せ
し
は
、

大
橋
山
城
守
康
忠
、
北
見
關関

加
賀
守
滿
頼
、
苅
部
豐
前
守
泰
則
、
多
目
周
防
守
長
宗

と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
豐豊

前
守
が
名な

の
り乗

の
吉
重
と
し
る
せ
し
は
い
よ
い
よ
誤
な

る
事
し
ら
る
、
今
の
淸
兵
衞
が
父
淸
兵
衞
の
時
年と

し
ご
ろ頃

宿し
ゅ
く
え
き

役
の
こ
と
に
心
を
も
ち
ひ
、

傳て
ん
ま馬

宿し
ゅ
く
つ
ぎ

次
の
指し

　
き揮

も
お
こ
た
ら
ざ
り
し
か
ば
、
天て

ん
め
い明

八（
一
七
八
八
）

年
八
月
二
十
九
日
伊
奈
攝
津

守
よ
り
き
こ
ゑ
上あ

げ

て
、
白は

く
ぎ
ん銀

そ
こ
ば
く
を
賜
ひ
、
其
身
一
代
は
帶
刀
す
べ
く
、
又

今
よ
り
以
後
子
孫
永
く
苗
字
を
名な

の
る乗

べ
き
よ
し
免ゆ

る

さ
れ
て
褒

ほ
う
し
ょ
う賞

あ
り
し
と
い
へ
り
、

◎
上か

み
い
わ
ま

岩
間
町　

今
は
保
土
谷
町
の
續
き
な
り
、
又
帷
子
橋
の
次
に
も
岩
間
町
あ
り
、

夫そ
れ

を
ば
下
岩
間
町
と
呼
ぶ
、
萬ま

ん
じ治

三
　（
一
六
六
〇
）

年
人　

に
ん
ぶ
や
く

夫
役
の
事
に
つ
き
て
う
つ
た
へ
し
に
よ

【
鉢
形
城
】（
は
ち
が
た
じ
ょ
う
）
埼
玉
県
寄
居
町
に

あ
っ
た
城
館
で
、
後
北
条
氏
の
有
力
な
支
城
。
荒
川
に

望
む
断
崖
縁
に
築
城
さ
れ
る
。
文
明
年
間
に
長
尾
景
春

が
築
い
た
と
さ
れ
、
山
内
上
杉
氏
・
藤
田
氏
を
へ
て
、

北
条
氏
邦
が
本
拠
と
し
た
。
現
在
の
遺
構
は
こ
の
と
き

に
改
修
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
後
北
条
氏
に
特
徴

的
な
角
馬
出
し
が
み
ら
れ
る
ほ
か
、
規
模
の
大
き
な
土

塁
な
ど
が
残
る
。
天
正
一
八
年
（
一
五
九
〇
）
前
田
氏
・

上
杉
氏
の
豊
臣
軍
に
攻
め
ら
れ
、
一
ヶ
月
の
籠
城
の

す
え
落
城
。『
広
辞
苑
』

【
白
銀
】（
は
く
ぎ
ん
）
江
戸
時
代
、
銀
を
九
㎝
ほ
ど

の
平
た
い
楕
円
形
に
延
ば
し
て
紙
に
包
ん
だ
も
の
。

通
用
銀
の
三
分
に
当
り
、
多
く
は
贈
答
な
ど
に
用
い
た
。

『
広
辞
苑
』
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り
、
保
土
谷
町
の
地
へ
引ひ

き
う
つ移

せ
し
に
て
、
も
と
は
久
良
岐
郡
の
村
な
り
、
按

あ
ん
ず
るに

【
小

田
原
所
領
役
帳
】
に
岡
崎
修
理
亮
が
知
行
六
十
五
貫
五
百
四
文
、
此
内
六
十
貫
七
百

文
は
壬じ

ん
い
ん寅

檢
地
増
分
と
あ
り
、
壬

み
ず
の
え
と
ら

寅
は
天て

ん
ぶ
ん文

十（
一
五
四
二
）

一
年
な
る
べ
し
、
又
菊
地
鄕
右
衞

門
が
知
行
二
十
三
貫
文
、
以
上
の
地
皆
久
良
岐
郡
岩
間
と
あ
り
、
御
入
國
の
後
は

伊
奈
半
十
郎
忠
治
が
家
に
て
支
配
せ
り
、
こ
の
後
元げ

ん
ろ
く（
一
六
九
五
）

祿
八
年
の
檢
地
に
も
猶な

お

久
良

岐
郡
に
屬
せ
し
が
、
同
十

（
一
七
〇
一
）

四
年
あ
ら
た
め
て
當
郡
に
屬
せ
り
、
こ
の
後
人
家
も
次

第
に
海
道
の
内
へ
移
り
て
、
つ
い
に
四
箇
町
つ
ら
な
り
す
べ
て
保
土
谷
の
一
驛
に

隷れ
い

す
と
い
へ
り
、

◎
上か

み
ご
う
ど

神
戸
町　

上
神
戸
町
は
、
上
岩
間
町
の
艮

う
し
と
らに

續
け
り
、
又
下
神
戸
町
は
帷
子

町
の
間
に
は
さ
ま
れ
ば
、
此
二
箇
所
と
も
に
昔
は
今
の
帷
子
川
土ど

ば
し橋

の
ほ
と
り
よ

り
神
明
の
社
の
邊

あ
た
り

ま
で
な
り
し
が
保
土
谷
と
そ
こ
ば
く
へ
だ
ゝ
り
て
便
よ
か
ら
ざ

る
に
よ
り
、
慶け

い
あ
ん安

元
（
一
六
四
八
）

年
今
の
地
へ
う
つ
れ
り
と
云
と
き
は
、
古こ

か
ん
だ

神
田
な
る
に
よ
り

神ご
う
ど戸

の
地
名
お
こ
り
し
な
る
べ
し
、

高
札
場　

乾
い
ぬ
い

の
方
に
あ
り
、
保
土
谷
一
宿
の
高
札
場
な
り
、

金
澤
橋　

岩
間
町
の
境
に
あ
り
て
今
井
川
に
架わ

た

す
、
長
五

（
約
九
ｍ
）

間
幅
九

（
約
二
．七
ｍ
）

尺
、
こ
の
橋
の
側
よ
り

金
澤
へ
か
よ
う
道
あ
る
故
に
、今
此
名
あ
り
、昔
は
神
戸
橋
と
云
し
と
見
ゆ
、御ご

ふ
し
ん
ど
こ
ろ

普
請
所
な
り
、

◎
帷か

た
び
ら
か
み
ち
ょ
う

子
上
町　

帷
子
上
町
は
、
上
神
戸
町
に
續
け
り
、
こ
の
町
も
海
道
の
内
に
三
箇

所
あ
り
、
そ
れ
も
昔
は
帷
子
川
の
邊

あ
た
り

今
の
古ふ

る
ま
ち町

と
號
す
る
所
に
あ
り
し
が
、
慶

け
い
ち
ょ
う
　長

年
（
一
五
九
六
～
一
六
一
五
）

中
今
の
地
へ
う
つ
り
し
と
云
、
此
帷
子
の
地
名
は
、
古

い
に
し
えよ

り
あ
り
し
所
な
り
と
、

さ
れ
ど
其
名
の
起
り
し
故
は
傳
へ
ず
、
太
田
道
灌
の

【
平
安
紀
行
】
に
云
ふ
、
か
た
び
ら
と
名
付
る
所
に
て
、

【
御
普
請
所
】（
ご
ふ
し
ん
ど
こ
ろ
）
江
戸
・
関
八
州
、

そ
の
他
の
幕
府
領
、
お
よ
び
幕
府
の
管
轄
し
た
河
川

の
灌
漑
・
用
水
、
な
ら
び
に
道
や
橋
な
ど
、
公
の
土

木
工
事
を
行
っ
た
と
こ
ろ
。『
広
辞
苑
』

【
太
田
道
灌
】
室
町
中
期
の
武
将
。
歌
人
。
上
杉
定
正

の
執
事
。
名
は
持
資
（
も
ち
す
け
）、
の
ち
資
長
。
江

戸
城
、
河
越
城
な
ど
を
築
く
。
主
君
定
正
に
暗
殺
さ

れ
た
。
歌
集
に
「
花
月
百
首
」
が
あ
る
。（
一
四
三
二

～
八
六
）『
広
辞
苑
』
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日
ざ
か
り
は
か
た
は
だ
ぬ
き
て
旅
人
の

 
 

 
 

汗
水
に
な
る
帷
子
の
里

【
廻か

い
こ
く
ざ
っ
き

國
雑
記
】
に
か
た
び
ら
の
宿
と
い
へ
る
所
に
て
、

 

い
つ
き
て
か
旅
の
衣
を
か
へ
て
ま
し

 
 

 
 

風
う
ら
さ
む
き
か
た
び
ら
の
里

と
あ
り
、
こ
の
頃
の
海
道
は
今
の
道
よ
り
乾

い
ぬ
い

の
方か

た

に
あ
り
て
、
其
道
の
次
第
は
相
州

境
よ
り
今
の
如
く
来き

た

り
、
元
町
の
内
東
の
方
へ
を
る
ゝ
所
を
ゆ
か
ず
し
て
、
田た

な
か間

を

越こ
え
　

艮
う
し
と
らの

あ
た
り
片
倉
村
の
方
へ
入
し
な
り
、
御
打
入
の
後
は
伊
奈
半
十
郎
が
家
に

て
世
々
預
り
奉

た
て
ま
つり

し
が
、
今
は
大
貫
次
右
衞
門
が
御お

あ
ず
け預

と
な
れ
り
、

　

小
名 

　
　

上
町　

 

上
神
戸
町
の
方
を
云
、　

　
　

十
八
間
町 

上
町
の
艮
の
方
に
あ
り
、
今
井
川
を
も
て
堺
と
せ
り

今
井
川　

上
町
と
十
八
間
町
と
の
間
を
流
、
按

あ
ん
ず
るに

昔
は
神
戸
川
と
も
云
し
と
見
ゆ
、

天て
ん
ぶ
ん（
一
五
三
二
～
五
五
）

文
の
頃
の
も
の
に
し
か
載の

せ

た
り
、

◎
下
神
戸
町　

十
八
間
町
の
艮
の
續
き
に
あ
り
、
此
所
も
土
地
變変

革
の
こ
と
は
す

で
に
前
に
出
せ
り
、

◎
帷か

た
び
ら
た
ま
ち

子
田
町　

田
町
は
下
神
戸
町
の
艮

う
し
と
らに

續
け
り
、
此

こ
れ
す
な
わ
ち則

帷
子
町
の
小こ

　
な名

な
り
、

其

詳
つ
ま
び
ら
かな

る
事
は
上か

み

に
出
せ
り
、

見け
ん
こ
う
じ

光
寺　

下
神
戸
町
と
今
井
川
と
の
間
に
あ
り
て
、
門
は
海
道
の
方
岩
間
町
の
内
に
出

づ
、
浄
土
宗
に
て
江
戸
深
川
靈
巌
寺
の
末
、
大
譽
山
珂
山
院
と
號
す
、
開
山
大
譽
珂
山

寛か
ん
え
い（
一
六
二
九
）

永
六
年
起き

り
ゅ
う立

す
、
此
珂
山
は
寛か

ん
ぶ
ん（
一
六
七
一
）

文
十
一
年
九
月
五
日
寂
せ
り
、
本
尊
は
彌
陀
の
坐
像

長
二（

約
七
〇
㎝
）

尺
三
寸
、
客
殿
六
間
半
に
五
間
半
す
べ
て
南
向
の
寺
な
り
、

　

○
香こ

う
ぞ
う
い
ん

象
院　

帷
子
町
の
内
に
て
海
道
よ
り
二（

約
四
五
ｍ
）

十
五
間
ほ
ど
引ひ

き
こ
み込

て
あ
り
、
古
義
眞
言
宗

【
廻
國
雑
記
】道
興
准
后
著
。
一
四
八
六
～
八
七
年(

文

明
一
八
～
一
九)

北
陸
・
関
東
・
東
海
・
奥
羽
な
ど

を
廻
っ
た
遊
歴
記
。
漢
詩
・
和
歌
・
連
歌
な
ど
を
交

え
る
。『
広
辞
苑
』
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久
良
岐
郡
太
田
村
東
福
寺
の
末
、
在
田
山
安
樂
寺
と
號
す
、
開
山
忠
秀
法
印
天て

ん
し
ょ
う（
一
五
八
三
）

正
十
一
年

起　
き
り
ゅ
う

立
す
、
本
尊
は
不
動
の
立
像
長
、
尺（

約
四
五
㎝
）

五
寸
ば
か
り
、
客
殿
は
八
間
半
に
五
間
門
は
海
道

の
方
に
む
か
へ
り
、　
　
　

　

寺
寶　

愛あ
い
ぜ
ん
み
ょ
う
お
う

染
明
王
畫画

像
一い

っ
ぷ
く幅　

弘
法
大
師
の
筆
な
り
と
云
、

　

富
士
浅
間
社　

境
内
に
入
て
左
の
方
に
あ
り
、
九
尺
に
二
間
、
こ
の
社
は
芝
生
村
の
鎭

守
と
す
る
所
な
り
、

　

○
阿
彌
陀
堂　

山
下
に
て
字あ

ざ

岸
の
下
に
あ
り
香
象
院
の
持
、

◎
下し

も
い
わ
ま

岩
間
町　

下
岩
間
町
は
同
町
の
艮
に
あ
り
、
上
に
い
へ
る
十
八
間
町
よ
り
こ

の
町
迄
は
舊旧

久
良
岐
郡
の
地
に
し
て
、
今
井
川
を
界
と
し
す
べ
て
岩
間
村
の
内
な

り
し
と
い
へ
り
、
そ
の
餘よ

變へ
ん
ち地

の
事
は
已す

で

に
前
に
出
せ
り
、

　

○
神
明
社　

神
戸
町
の
内
に
あ
り
、
下
岩
間
町
ま
で
大
門
通
れ
り
、
今
保
土
ヶ
谷
及
び

神
戸
町
の
鎭
守
と
す
、
四（

六
一
五
㎏
）

石
一
斗
の
御ご

し
ゅ
い
ん

朱
印
は
慶け

い
あ
ん安

元（
一
六
四
八
）

年
に
賜
へ
り
と
云
、
社
地
も
其
内

な
れ
ば
別
に
歩ほ

す
う數

も
定
ら
ず
、
此
餘
田
畑
四
ヶ
所
皆
此
近
き
あ
た
り
に
あ
り
、
按

あ
ん
ず
るに

天て
ん
ぶ
ん文

二（
一
五
五
五
）

十
四
年
し
る
せ
し
と
云
當
社
の
縁
起
に
、
天て

ん
ろ
く祿

元
（
九
七
〇
）

年
庚

　
か
の
え
う
ま

午
伊
勢
太
神
宮
武
州
御
厨
屋

の
庄
榛
谷
の
峯
に
影よ

う
ご
う向

あ
り
、
そ
れ
よ
り
川
井
へ
う
つ
り
た
ま
ひ
、
又
二
俣
川
へ
鎭
座
あ

り
、
其
後
又
下
保
土
ヶ
谷
の
宮
林
と
云
所
へ
移
り
た
ま
ひ
し
か
ば
、
同
所
八
坂
と
云
所
に

祀
れ
り
、
こ
の
後
二
俣
川
の
宮
を
假か

り
や
ど宿

と
號
し
け
り
、
然し

か

る
に
嘉か

ろ
く
　祿

元
（
一
二
二
五
）

年
神し

ん
た
く託

あ
り
て

宮
作
り
の
こ
と
を
起
し
け
る
と
い
へ
り
、
今
神
主
が
も
と
に
傳
ふ
る
所
は
、
こ
の
時
始
て

鎭
座
な
し
け
る
や
う
に
も
い
へ
り
、
も
と
よ
り
天
祿
の
影
向
と
云
も
の
は
、
い
と
ふ
る
き

世
の
事
な
れ
ば
果
し
て
其
實じ

つ

を
つ
た
へ
し
や
否
を
知
べ
か
ら
ず
、
祭
禮
毎
年
六
月
十
六
日

【
愛
染
明
王
】（
あ
い
ぜ
ん
み
ょ
う
お
う
）
真
言
密
教

の
神
。
愛
欲
を
本
体
と
す
る
愛
の
神
。
全
身
赤
色
で
、

三
目
、
六
臂
（
ろ
っ
ぴ
）、
頭
に
獅
子
の
冠
を
い
た
だ

き
、
顔
に
は
常
に
怒
り
の
相
を
表
わ
す
。
近
世
で
は
、

恋
愛
を
助
け
、
遊
女
を
守
る
神
と
し
て
も
信
仰
さ
れ

た
。
ま
た
、
俗
に
、
こ
の
明
王
を
信
仰
す
る
と
美
貌

に
な
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。『
広
辞
苑
』

【
御
朱
印
地
】
江
戸
時
代
、
幕
府
が
寺
社
な
ど
に
御

朱
印
状
を
下
付
し
て
年
貢
諸
役
を
免
除
し
た
土
地
。

『
広
辞
苑
』

【
榛
谷
の
峯
】現
在
の
旭
区
さ
ち
が
丘
付
近
か
？『
編
者
』

【
影
向
】（
よ
う
ご
う
）
神
仏
が
仮
の
姿
を
と
っ
て
、

こ
の
世
に
現
れ
る
こ
と
。
神
仏
が
来
臨
す
る
こ
と
。

ま
た
、
姿
を
見
せ
な
い
で
現
れ
る
こ
と
。『
編
者
』

【
八
坂
】
現
在
の
藤
塚
町
新
保
土
ヶ
谷
IC
付
近
か
？

『
編
者
』
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九
月
十
六
日
、

　

鳥
居　

神
戸
町
の
中
ほ
ど
坤

ひ
つ
じ
さ
るの

方
に
あ
り
、
木
に
て
造
れ
り
、

　

大だ
い
も
ん門　

兩
脇
に
わ
づ
か
の
石
垣
あ
り
、
高
さ
二

（
約
六
〇
㎝
）

尺
ば
か
り
、
上
に
竹
の
矢や

ら
い來

を
な
せ
り
、

こ
の
所
は
前
に
今
井
川
流
れ
て
一
の
鳥
居
よ
り
十
二
町
ば
か
り
を
へ
だ
つ
、　

石
鳥
居

　

大
門
の
内
に
あ
り
、

　

拝
殿　

石
鳥
居
よ
り
十
二
三
丁
程
の
間
を
へ
だ
て
ゝ
あ
り
、

　

本
社　

二
間
四
方
東
南
に
向
て
た
て
り
、
こ
の
社
は
御
打
人
の
後
再
ま
で
造
營
あ
り
し

と
云
、
棟む

な
ふ
だ札

の
文
に
云
、
武
藏
國
榛
谷
御
厨
八
鄕
の
鎭
守
、
保
土
ヶ
谷
神
戸
村
、
元げ

ん
な和

五

己つ
ち
の
と
ひ
つ
じ
の
と
し

未

年
彌や

よ
い生

と
あ
り
て
、
裏
に
但
馬
守
越
後
守
、
和
田
村
田
口
平
兵
衞
、
靑
木
隼
人

佐
、
星
川
鄕
和
山
加
兵
衞
、
小
帷
子
足
立
久
右
衞
門
、
苅
部
淸
兵
衞
、
丹
解
和
泉
守
家
秀
、

小
野
筑
後
守
、
岡
崎
米
田
皆
平
柏
木
七
九
郎
な
ど
交

き
ょ
う
み
ょ
う名

見
ゆ
、
又
そ
の
後
に
修
造
の
と

き
の
棟
札
あ
り
、
權ご

ん
だ
い
そ
う
ず

大
僧
都
覺
祐
と
し
る
せ
り
、
其
年
代
は
傳
へ
ず
、

　

末
社
五
坐
相あ

い
ど
の殿

社　

社
地
に
入
て
左
の
方
に
あ
り
、
豐
受
大
神
宮
日
神
天
神
切
部
見
目

の
五
座
の
神
を
祀ま

つ

れ
り
、

　

四
坐
相
殿
社　

本
社
の
左
の
方
に
あ
り
、
月
神
雨
神
風
神
山
神
等
の
四
坐
を
祀
れ
り
、

御
嶽
社　

社
の
後
ろ
の
方
に
あ
り
、

　

神
主
岡
田
刑
部　

社
地
へ
入
る
所
の
左
の
方
に
を
れ
り
、
昔
は
小
野
新
兵
衞
と
い
ふ
も

の
神
主
と
し
て
、
世
々
祀

ま
つ
り
ご
と

事
を
司

つ
か
さ
どり

し
が
、
い
つ
の
頃
か
今
の
刑
部
が
先
祖
へ
そ
の
職
を

讓
り
し
と
い
ふ
、
刑
部
は
世せ

い
け
い系

も
さ
た
か
な
ら
ず
、
昔
の
小
野
新
兵
衞
が
書
し
縁
起
一
卷

あ
り
、
そ
の
文
を
見
る
に
こ
と
ご
と
く
採
用
す
べ
き
に
あ
ら
ざ
れ
ど
、
古
き
も
の
な
れ
ば

全
文
を
左
に
載の

す
、

【
大
門
】（
だ
い
も
ん
）
大
き
な
門
。
外
構
え
の
大
き

な
正
門
。
神
明
大
門
は
「
長
大
門
」
と
も
呼
ば
れ
た
。

『
編
者
』

【
矢
来
】（
や
ら
い
）
竹
や
丸
太
を
縦
横
に
粗
く
組
ん
だ
、

仮
の
囲
い
。『
広
辞
苑
』

【
石
鳥
居
】
現
在
の
神
明
社
鳥
居
前
、田
中
金
魚
店
付
近
。

『
編
者
』

【
本
社
】
こ
の
本
社
が
平
成
八
年
ま
で
継
続
。
同
年
摂

社
豊
受
大
神
宮
の
用
材
に
。『
編
者
』

【
交
名
】（
き
ょ
う
み
ょ
う
）
儀
式
、
歌
会
、
宿
番
な

ど
に
際
し
て
文
書
に
人
名
を
書
き
連
ね
る
こ
と
。
ま

た
、
そ
の
文
書
。
連
名
書
。
散
状
。『
広
辞
苑
』

【
權
大
僧
都
覺
祐
】
大
仙
寺
第
八
世
住
職
。
元
和
七
年

（
一
六
二
一
）
寂
す
。『
編
者
』

【
岡
田
刑
部
】
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
白
川
家
よ
り

従
五
位
下
伊
豫
守
を
賜
う
。『
編
者
』』
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武
藏
國
榛
谷
御
厨
庄
之
内

 
 

 
 

神
戸
神
明
濫
觴
之
事

抑
當
宮
之
開
起
者
、
天
祿
元
年
庚
午
伊
勢
天
照
太
神
宮
飛
來
給
、
武
州
御

厨
庄
之
内
、
榛
谷
之
峯
影
向
、
從
其
川
井
有
御
飛
、
從
川
井
又
二
俣
川
御

移
、
御
座
所
假
宿
云
、
從
二
俣
川
又
下
、
保
土
谷
宮
林
云
所
御
影
移
給
間
、

同
所
八
坂
云
所
奉
祝
二
成
、
暫
住
給
、
然
嘉
祿
元
年
乙
酉
、
或
少
女
託
言
、

吾
出
法
性
眞
如
都
、
假
交
分
段
同
居
之
麈
、
以
降
埀
一
天
四
海
跡
、
和
率

土
萬
國
光
、
中
猶
今
當
國
當
郡
和
光
同
麈
、
守
護
一
切
衆
生
畫
夜
思
也
、

我
得
鎭
坐
云
、
其
時
彼
少
女
之
云
、
目
顔
浄
布
懸
言
、
御
託
宣
云
、    　

　

 

伊
勢
の
神
こ
ゝ
に
飛
く
る
し
る
し
に
は
、

  
 

 

う
つ
す
御
影
を
お
か
め
も
ろ
人

少
女
様
々
自
託
給
時
、
天
光
物
飛
散
、
雷
電
鳴
渡
、
故
今
二
成
奉
祟
、
神

明
御
伊
勢
御
正
體
申
下
、
宮
造
在
所
號
神
戸
、
神
宮
寺
名
滿
福
寺
、
經
藏

堂
稱
神
照
寺
、
弘
法
大
師
御
作
之
愛
染
明
王
今
御
坐
、
是
則
顯
深
之
本
地

給
者
歟
、
末
社
雨
宮
、
風
三
郎
殿
、
切
邊
之
王
子
、
日
王
子
、
高
根
明
神
、

稻
荷
天
神
、
山
王
、
見
目
等
也
、
倩
見
此
地
形
體
、
伊
勢
國
渡
會
郡
御
本

社
之
靈
地
少
不
違
、
先
有
高
間
原
、
是
宮
原
云
、
宮
川
是
神
戸
川
云
、
有

五
十
鈴
川
、
是
小
帷
川
云
、
有
御
裳
濯
川
、
爰
古
部
川
云
、
有
大
湊
、
爰
神

奈
川
前
云
、
有
二
見
浦
、
爰
宮
崎
云
、
有
大
橋
、
爰
小
帷
橋
云
、
有
宇
治
橋
、

爰
神
戸
橋
云
、
其
外
外
宮
、
内
宮
、
山
田
三
方
、
宇
治
、
朝
熊
嶽
之
景
地

相
似
、
肆
法
企
之
勤
請
成
自
然
之
宮
立
質
也
、
依
之
武
藏
二
十
四
郡
之
内
、

十
郡
之
守
護
神
、
別
者
御
厨
八
鄕
之
鎭
守
也
、
爰
以
昔
年
七
十
五
度
有
祭

＊
こ
の
文
書
に
つ
い
て
は
、
別
欄
の
「
榛
谷
御
厨
庄
之
内
神
戸
神
明
濫
觴
之
事
」
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 

 
 

 
 

　
　
　
　
　
　
（
近
日
中
に
公
開
し
ま
す
）
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祀
田
、
此
外
五
度
之
御
供
免
、
一
二
三
四
之
有
禰
宜
、
有
神
主
、
有
八
乙
女
、

二
十
五
人
之
有
社
人
、
六
口
之
有
供
僧
巫
女
、
斯
上
代
雖
美
々
敷
、
今
神

領
被
間
、
其
形
計
也
、
加
様
之
旨
趣
、
御
上
意
様
江
、
被
立
御
申
、
如
先

代
到
被
付
社
領
、
昔
不
替
相
奉
幣
彩
費
無
怠
慢
、
奉
勤
天
長
地
久
御
願
圓
満
、

殊
者
國
守
武
運
長
久
御
威
光
倍
増
之
旨
、
可
奉
祈
者
也
、
仍
乍
恐
神
主
等

申
上
處
如

　
　

件　

天
文
廿
四
年
乙
卯
年
潤
十
月
吉
日

                      

渡
會
氏
朝
臣
神
主
在
神

  

謹
上
御
奉
行
所
御
申
上 

 

丹
下
氏

  
 

 
 

 

小
野
氏

◎
帷か

た
び
ら
ち
ょ
う

子
町　

此
町
は
帷
子
川
を
界

さ
か
い

と
し
て
下
岩
間
町
に
隣
り
、
艮

う
し
と
らの

方
芝し

ぼ
う生

村
に

及
べ
り
、
土ど

じ
ん人

或
は
こ
ゝ
を
小

こ
か
た
び
ら帷

と
號
す
、
永（

一
五
五
八
～
七
〇
）

祿
年
中
小
机
の
内
小
帷
九
十
一
貫

八
百
七
十
文
を
太
田
新
六
郎
が
知
行
せ
る
よ
し
、【
小
田
原
役
帳
】
に
の
す
る
所
な

り
、
又
村
の
記
録
に
も
元
祿
の
頃
ま
で
は
小
帷
と
し
る
せ
し
も
の
見
ゆ
、
今
は
土
人

此
地
の
異
名
の
や
う
に
思
へ
ど
も
、【
小
田
原
所
領
役
帳
】
に
小
帷
と
し
る
し
、
又

天（
一
五
三
二
～
五
五
）

文
の
頃
の
も
の
に
も
小
帷
川
小
帷
橋
の
名
見
ゆ
れ
ば
、
古

い
に
し
えは

か
く
書し

ょ

し
事
と
見
ゆ
、

　

小
名　

川
岸
町　

帷
子
橋
の
邊

あ
た
り

な
り
、

　

帷
子
川　

岩
間
町
の
界

さ
か
い

を
流
る
、
そ
の
詳
な
る
こ
と
は
下し

も

に
出
せ
り

○
帷か

た
び
ら
ば
し

子
橋　

帷
子
川
に
架わ

た

す
板
橋
に
て
高こ

う
ら
ん欄

つ
き
な
り
、
長
十（

約
二
七
ｍ
）

五
間
幅
三

（
約
五
．四
ｍ
）間

御　
ご
ふ
し
ん
ど
こ
ろ

普
請
所
な
り
、

　

牛ご

ず

て

ん

の

う

し

ゃ

頭
天
王
社　

帷
子
川
の
邊

あ
た
り

繩
手
に
て
江
戸
の
方
よ
り
宿
へ
入い

る

所
の
右
に
あ
り
、
相
傳

【
天
文
の
頃
の
も
の
】
天
文
二
十
四
年
（
一
五
五
五
）

の
神
明
社
縁
起
書
。『
編
者
』

【
牛
頭
天
王
】（
ご
ず
て
ん
の
う
）
仏
語
。
京
都
祇
園

社
（
八
坂
神
社
）
や
尾
張
津
島
大
社
な
ど
の
祭
神
。

も
と
祇
園
精
舎
の
守
護
神
と
い
わ
れ
、
薬
師
如
来
、

さ
ら
に
素
戔
嗚
命
（
す
さ
の
お
の
み
こ
と
）
の
垂
迹

と
い
う
。
祇
園
天
神
。『
広
辞
苑
』

【
牛
頭
天
王
社
】
現
在
の
橘
樹
神
社
。『
編
者
』
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ふ
當
社
の
神し

ん
た
い體

は
も
と
佛
向
村
の
内
寶宝

寺
と
號
す
る
寺
に
あ
り
し
も
の
な
り
し
が
、
戰
争

の
間
破は

き
ゃ
く却

せ
ら
れ
し
頃
、
此
神
體
帷
子
川
へ
入い

り

て
流
れ
來き

た

り
し
を
、
其

そ
の
あ
た
り

邊
の
百
姓
等
三
人

に
て
取
あ
げ
、
今
の
所
へ
社
を
造
り
ま
つ
れ
り
と
、
此
に
よ
り
て
今
も
社

や
し
ろ
し
ゅ
う
ぞ
う

修
造
の
後
遷せ

ん
ざ坐

の
た
び
ご
と
に
、
彼か

の

三
人
の
子
孫
進
退
せ
り
と
云
、
本
社
七
尺
四
方
、
東
に
向
ふ
、
神し

ん
た
い體

秘
物
な
れ
ば
と
て
後
へ
そ
む
け
て
坐

ま
し
ま

せ
り
、
故
に
祈
願
の
事
あ
る
者
は
社
の
後
の
方
へ
廻

り
て
拝
す
と
云
、
拝
殿
は
三
間
に
二
間
こ
れ
も
東
向
な
り
、
例
祭
六
月
十
五
日
な
り
、
村

内
遍
照
寺
も
ち
、　
　
　
　

末
社
五
坐
相あ

い
ど
の殿

社　

本
社
の
左
の
方
に
あ
り
、
山
王
權
現
天
神
三さ

ん
ぼ
う
こ
う
じ
ん

寶
荒
神
第だ

い
ろ
く
て
ん

六
天

藏　
ざ
お
う
ご
ん
げ
ん

王
權
現
の
五
社
な
り
、
小し

ょ
う
し祠

、

四
坐
相
殿
社　

本
社
の
右
の
方
に
あ
り
、
御み

た
け
ご
ん
げ
ん

嶽
權
現
稲
荷
八八

幡
宮宮

辧　
べ
ん
ざ
い
て
ん

財
天
の
四
坐
を
合
祀

せ
り
、

○
神
明
宮　

牛
頭
天
王
社
に
な
ら
び
て
あ
り
、
江
戸
の
方
よ
り
宿
へ
入
る
所
の
右
側
、

三（
約
六
〇
ｍ
）

十
三
間
程
入
て
あ
り
、
其
社
地
は
帷
子
町
に
屬
す
、
小
祠
な
り
、
前
に
鳥
居
を
立
、

勸か
ん
じ
ょ
う

請
の
年
代

詳
つ
ま
び
ら
かな

ら
ず
、
村
内
香
象
院
寺
持
、

耕
地　

四
箇
町
皆
屬
す
る
所
の
耕
地
あ
れ
ど
、
總
て
是
保
土
ヶ
谷
宿
に
隷れ

い

す
、
故
に
耕

地
の
字あ

ざ

及
び
山
川
以
下
并あ

わ
せて

此
に
記し

る

す
、　        

　
　

和
田
ノ
上 

帷
子
町
の
地
内
に
て
北
の
方
な
り
、
こ
の
と
こ
ろ
に

 

兵
庫
丸
と
云
へ
る
所
あ
り
、

　
　

岸
の
下 

是
も
北
の
方
な
り
、　　
　
　
　

　
　

中
オ
フ
ナ 

是
も
亦ま

た

北
の
方
に
あ
り
、
畔
の
こ
と
を
お
ふ
な
と
云
、 

大
路
と
云
心
か
、

　
　

川
邊
通
り 

帷
子
町
の
北
の
方
に
あ
り
、

　
　

阿
彌
陀
前 

街
道
へ
入
る
所
の
右
の
方
に
あ
り
、

　
　

原
田 

北
の
方
な
り
、
以
上
の
六
箇
所
は
皆
帷
子
町
に
屬
せ
り
、

　
　

溝
添 

神
戸
町
北
う
ら
に
あ
り
、

　
　

廣
町　

芝
ヶ
谷　

神
田　

寺
坂
谷　

 

以
上
の
四
箇
所
神
戸
町
の
北
う
ら
に
あ
り
、

【
神
明
宮
】
現
在
は
橘
樹
神
社
境
内
に
あ
り
。『
編
者
』

【
廣
町
】現
在
の
横
浜
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ク
付
近
。『
編
者
』
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道
上 

西
の
方
に
あ
り
、

　
　

中
通
道 

町
の
北
う
ら
に
あ
り
、

　
　

原 

東
の
方
に
あ
り
、

　
　

鹽
田 
岩
間
町
の
東
の
方
に
あ
り
、

　
　

關
西 
是
も
東
の
方
に
あ
り
、

　
　

町
裏 

關
西
の
邊
に
あ
り
、

　
　

殿
田 

岩
間
の
東
う
ら
に
あ
り
、

　
　

十
三
塚 

此
地
に
十
三
塚
と
呼
ぶ
古ふ

る
づ
か塚

あ
り
、
故
に
此
名
あ
り
、

 

十
三
塚
と
唱
ふ
る
も
の
所
々
に
殘
れ
り
、
已す

で

に
其
條
に

 

辧
せ
し
所
な
れ
ば
こ
ゝ
に
は
云
は
ず
、

帷
子
川　

水み
な
か
み源

は
都
筑
郡
川
井
村
大
貫
と
云
所
の
わ
づ
か
な
る
谷
川
、
二

（
約
八
㎞
）

里
ば
か
り
流
れ

て
同
郡
白
根
村
の
池
水
、
及
び
同
郡
菅
田
村
金
草
澤
の
谷
水
竹
の
下
と
云
所
に
て
合が

っ

し
て

一
條
と
な
る
、
そ
こ
よ
り
帷
子
川
と
唱と

な

ふ
、
竹
の
下
よ
り
三（

約
三
．三
㎞
）

十
町
ほ
ど
流
れ
、
古
町
土
橋

へ
出
夫そ

れ

よ
り
二

（
約
二
二
〇
ｍ
）

丁
餘
り
下し

も

に
て
往
還
通
り
帷
子
橋
へ
出
、
十

（
約
一
．一
㎞
）

丁
程
に
し
て
芝
生
村
地じ

ざ
か
い境

を
流
れ
、
神
奈
川
下
よ
り
海
へ
注
ぐ
、
水
源
よ
り
此
所
迄
川か

わ
じ路

三
　（
約
一
二
㎞
）

里
許
、
こ
の
水
帷
子

町
に
て
は
用
水
と
な
れ
り
、

　

○
今
井
川　

西
の
方
都
筑
郡
今
井
村
よ
り
流
れ
來き

た

り
、
耕
地
の
間
を
過
て
保
土
ヶ
谷
町

に
入い

る
、

　

岩い

わ

ま

は

ら

間
原　

岩
間
原町

？

の
東
に
あ
り
、
廣
さ
段
數
を
以も

て
云
は
ゞ
十

（
三
万
坪
）

丁
許
も
あ
り
し
が
、
今

は
開
發
し
て
畑
と
せ
し
も
の
多
し
、【
囘か

い
こ
く
ざ
っ
き

國
雑
記
】
に
岩
井
の
原
を
過
る
こ
と
を
載の

せ

て
歌

あ
り
、
す
さ
ま
じ
き
岩
井
の
原
を
よ
そ
に
み
て
、
結
ぶ
ぞ
く
さ
の
枕
な
り
け
る
、
そ
れ
よ

り
も
ち
井
坂
す
り
こ
は
ち
坂
な
ど
を
こ
へ
た
る
こ
と
を
記
せ
し
な
れ
ば
、
岩
井
原
は
こ
の

岩
間
原
の
こ
と
な
る
に
や
、
し
ば
ら
く
こ
ゝ
に
し
る
し
て
後の

ち

の
考
を
ま
つ
の
み
、

　

○
藥や

く

し

ど

う

は

ら

師
堂
原　

宿
よ
り
西
北
の
方
な
り
、
廣

ひ
ろ
さ

二
（
六
千
坪
）

丁
程
、
昔
程
ヶ
谷
町
法
禪
寺
持
の
藥
師

【
鹽
田
】（
し
お
だ
）
現
在
の
相
模
鉄
道
西
横
浜
駅
付
近
。

【
塩
田
稲
荷
】（
し
お
だ
い
な
り
）
相
模
鉄
道
敷
設
の
時
、

同
所
に
あ
っ
た
塩
田
稲
荷
を
西
久
保
町
の
杉
山
社
に

遷
座
。
ま
た
相
模
鉄
道
西
谷
保
線
区
内
に
分
祀
。
現

在
相
鉄
グ
ル
ー
プ
の
守
護
神
。『
編
者
』

【
金
草
澤
】（
か
な
く
さ
ざ
わ
）
千
丸
台
団
地
近
く
に

金
草
沢
と
い
う
バ
ス
停
あ
り
。『
編
者
』

【
藥
師
堂
原
】
現
在
の
市
営
岩
崎
町
住
宅
及
び
岩
崎
地

域
ケ
ア
プ
ラ
ザ
付
近
。『
編
者
』
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堂
あ
り
し
ゆ
へ
こ
の
名
あ
り
と
云
、

　

○
八
町
野　

宿
よ
り
西
南
の
方
な
り
、
廣
三（

九
万
坪
）

十
丁
餘
、
以
上
の
二
ヶ
所
は
保
土
ヶ
谷
町

の
分
な
り
、

帷
子
川
水み

ず
よ
け
づ
つ
み

除
堤　

帷
子
町
の
内
字
古ふ

る
ま
ち
ど
お
り

町
通
に
あ
り
、
長

な
が
さ

二
（
約
四
二
〇
ｍ
）

百
三
十
間
堤て

い
じ
ょ
う

上
の
幅
四

（
一
．二
一
ｍ
）

尺
、

　

○
溜た

め
い井 

こ
れ
も
帷
子
の
内
な
り
、
神
奈
川
靑
木
町
に
て
用
水
と
す
、

杉す
ぎ
や
ま
し
ゃ

山
社　

宿
の
東
の
方
下
岩
間
町
の
内
に
あ
り
、
海
道
よ
り
は
二

（
約
二
二
〇
ｍ
）

丁
ば
か
り
巽

た
つ
み

の
方
に
あ
た

れ
り
、
古
社
な
れ
ば
當
社
も
か
の
神
社
を
勸

か
ん
じ
ょ
う

請
せ
し
な
る
べ
し
、
本ほ

ん
じ地

は
不
動
の
坐
像
に
し

て
長
一

（
約
三
〇
㎝
）

尺
ば
か
り
な
り
と
云
、
本
社
八
尺
四
方
に
し
て
一
間
半
に
三
間
の
上う

わ
や屋

あ
り
、
前
に

鳥
居
を
た
つ
、
其
前
に
石せ

っ
か
い階

あ
り
、
例
祭
は
年
々
九
月
二
十
八
日
な
り
、
當
所
圓
福
寺
持
、

　

末
社
小
机
稻
荷
社　

本
社
の
左
の
方
あ
り
、

　

○
八
幡
宮　

宿
の
南
西
の
方
永
田
村
の
境
に
よ
り
て
あ
り
、
昔
は
久
良
岐
郡
の
内
な
り
、

よ
り
て
今
も
岩
間
町
の
内
に
屬
せ
り
、
社
地
は
小
山
の
上
に
て
北
に
向
へ
る
社
な
り
、
大

さ
二
間
四
方
、
神
體
は
木
像
に
て
長
八

（
約
二
四
㎝
）

寸
許
、
束そ

く
た
い帶

し
て
坐

ま
し
ま

せ
る
貌

か
た
ち

な
り
、
相
傳
ふ
花

園
院
の
御ぎ

ょ
う宇

文ぶ
ん
ぽ
う保

二（
一
三
一
八
）

年
の
鎭
座
な
り
と
、
今
の
社
は
古
き
造
營
に
は
あ
ら
ず
、
棟む

な
ふ
だ札

に

貞じ
ょ
う
き
ょ
う

享

元
（
一
六
八
四
）

年
武
州
久
良
岐
郡
岩
間
村
と
か
け
り
、
社
前
に
石せ

っ
か
い階

二
段
あ
り
て
其
下
に
鳥

居
を
た
つ
、
村
内
安
樂
寺
持
、

　

菊き
く
す
い
か
ん
の
ん

水
觀
音
出
現
跡　

鳥
居
に
向
て
右
の
方
な
り
、
楠
一
株
あ
り
て
そ
の
根
の
際き

わ

に
小

ち
い
さ

し
、

窪く
ぼ

き
所
あ
り
、
こ
の
底
に
淸
水
を
た
ゝ
へ
き
わ
め
て
淸せ

い
れ
い冷

な
り
、
病
者
常
に
こ
の
水
を
服

し
て
平
癒
し
、
或
は
眼
病
を
患

わ
ず
ら

ふ
る
も
の
こ
の
水
に
て
あ
ら
ふ
時
は
し
る
し
あ
り
と
云
、

【
八
町
野
】
権
太
坂
二
～
三
丁
目
付
近
。『
編
者
』

【
水
除
】（
み
ず
よ
け
）
水
を
防
ぐ
た
め
に
設
け
て
あ

る
も
の
。
堤
防
の
類
。『
広
辞
苑
』

【
か
の
神
社
】
延
喜
式
神
名
帳
に
「
武
藏
國
都
筑
郡
一

座 

小 

杉
山
神
社
」
と
あ
り
。
神
名
帳
所
載
の
神
社

を
式
内
社
と
い
う
。
武
藏
風
土
記
稿
中
、
都
筑
郡
に

二
十
四
社
・
橘
樹
郡
に
三
十
七
社
・
久
良
岐
郡
に
五
社
・

南
多
摩
郡
に
六
社
、
計
七
十
二
社
あ
り
、
何
れ
が
式

内
社
か
未
だ
定
説
な
し
。『
編
者
』

【
束
帯
】（
そ
く
た
い
）
律
令
制
以
降
男
子
の
朝
服
。

天
皇
は
即
位
以
外
の
晴
れ
の
儀
式
に
、
臣
下
は
参
朝

の
時
を
は
じ
め
、
大
小
の
公
事
に
必
ず
着
用
し
た
正

服
。
そ
の
形
状
、構
成
は
時
代
に
よ
り
変
遷
が
あ
る
が
、

中
心
と
な
る
構
成
は
冠
・
袍
・
半
臂
（
は
ん
ぴ
）・
下

襲
（
し
た
が
さ
ね
）・
衵
（
あ
こ
め
）・
単
（
ひ
と
え
）・

表
袴
（
う
え
の
は
か
ま
）・
大
口
（
お
お
く
ち
）・
石
帯
（
せ

き
た
い
）・
帖
紙
（
た
と
う
）・
笏
（
し
ゃ
く
）・
襪
（
し

と
う
ず
）・
靴
等
で
、
武
官
と
帯
剣
勅
許
の
文
官
は
剣
・

平
緒
（
ひ
ら
お
）
を
着
用
す
る
。『
広
辞
苑
』

【
貌
】（
ぼ
う
）か
た
ち
。
す
が
た
。
み
め
。
容
貌
。
顔
色
。

ま
た
外
観
。『
編
広
辞
苑
』
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天て
ん
と
く
い
ん

德
院　

神
戸
町
の
内
往
還

坤
ひ
つ
じ
さ
るの

方
へ
五（

約
九
〇
ｍ
）

十
間
許
を
隔
て
ゝ
あ
り
、
曹
洞
宗
小
机
村
雲

松
院
末
、
神
戸
山
と
號
す
、
天

て
ん
し
ょ
う
　正

元（
一
五
七
三
）

年
の
起き

り
ゅ
う立

に
し
て
明
玉
宗
艦
と
云
を
開
山
と
す
、

然し
か

る
に
宗
艦
は
寛か

ん
ぶ
ん文

元
　（
一
六
六
一
）

年
四
月
二
十
二
日
寂
す
と
云
と
き
は
時
代
た
が
へ
り
、
恐

お
そ
ら
くは

中

興
開
山
な
る
べ
し
、
客
殿
七
間
に
五
間
前
に
石
階
あ
り
、
す
べ
て
東
南
に
む
か
へ
り
、
本

尊
地
藏
長
一（

約
四
五
㎝
）

尺
五
寸
の
坐
像
な
り
、
此
腹は

ら
ぬ
ち内

に
一（

約
五
四
㎝
）

寸
八
分
の
地
藏
の
像
あ
り
、
是
は
運う

ん
け
い慶

の
作
な
り
と
云
傳
ふ
、

　

○
滿ま

ん
が
ん
じ

願
寺　

此
も
神
戸
町
の
内
古
町
通
神
明
社
の
傍

か
た
わ
らに

あ
り
、
坤
の
方
に
て
海
道
よ

り
は
百

（
約
一
八
〇
ｍ
）

間
許
を
隔
つ
、
こ
れ
も
雲
松
院
末
閻
王
山
江
月
院
と
號
す
、
開
山
永
舟
慶け

い
ち
ょ
う長

五（
一
六
〇
〇
）

年
の
起き

り
ゅ
う立

な
り
、本
尊
は
閻え

ん
ま魔

に
て
長
二

（
約
六
〇
㎝
）

尺
菴
室
の
如
き
藁わ

ら
や屋

に
安あ

ん

ず
、東
に
向
へ
り
、

　

○
大だ

い
れ
ん
じ

蓮
寺　

こ
れ
も
神
戸
町
の
内
に
て
、
海
道
の
坤

ひ
つ
じ
さ
るの

方
、
二

（
約
二
二
〇
ｍ
）

丁
ば
か
り
を
隔
て
ゝ

あ
り
、
日
蓮
宗
に
て
房
州
小
湊
誕
生
寺
末
、
妙
榮
山
西
孝
院
と
號
す
、
開
山
日
圓
慶け

い
ち
ょ
う長

十（
一
六
〇
八
）

三
年
の
起き

り
ゅ
う立

な
り
、
此
日
圓
は
正

し
ょ
う
ほ
う
　保

二
　（
一
六
四
五
）

年
寂
す
、
客
殿
四
間
に
四
間
半
本
尊
三
寶

を
安あ

ん

す
、
鬼

き
し
ぼ
じ
ん

子
母
神
の
像
あ
り
、
其
餘
日
蓮
の
像
は
日
保
の
作
に
し
て
祖
師
の
開
眼
な
り

と
云
、
長
一（

約
四
五
㎝
）

尺
五
寸
の
坐
像
な
り
、
こ
の
像
の
來ら

い
ゆ由

を
尋
る
に
も
と
保
土
ヶ
谷
樹
源
寺
の

背
後
の
方
に
法
禪
寺
と
い
ひ
し
寺
あ
り
て
、
か
の
寺
に
安
置
せ
り
、
い
か
な
る
故
に
か
紀

州
南
龍
院
殿
の
母
公
養
珠
院
殿
の
、
か
の
寺
へ
寄
附
せ
ら
れ
し
も
の
な
り
と
て
、
臺
坐
に

御
紋
を
つ
け
た
り
、　

　

三さ
ん
じ
ゅ
う
ば
ん
し
ん

十
番
神
妙
唱
大
明
神
合
社　

客
殿
に
向
ひ
て
右
の
方
な
り
、

　

○
圓え

ん
ぷ
く
じ

福
寺　

岩
間
町
の
内
に
て
海
道
よ
り
百

（
約
一
八
〇
ｍ
）

間
許
を
隔
つ
、
古
義
眞
言
宗
久
良
岐
郡
太

田
村
東
福
寺
の
末
に
て
羯か

つ
ま
さ
ん

摩
山
密
藏
院
と
號
す
、
開
山
僧
眞
元
後
花
園
院
の
御ぎ

ょ
う
　宇

永え
い
き
ょ
う享

【
滿
願
寺
】
文
久
年
間
に
天
徳
院
に
合
併
。『
編
者
』

【
菴
室
】（
あ
ん
し
つ
・「
あ
ん
じ
つ
」
と
も
）
木
で
造
り
、

屋
根
を
草
で
葺
い
た
小
さ
な
仮
の
家
。
僧
侶
や
世
捨

て
人
の
住
居
。
転
じ
て
、主
に
尼
僧
の
住
ま
い
。
あ
ん
。

い
お
り
。『
広
辞
苑
』

【
來
由
】（
ら
い
ゆ
）
物
事
の
現
在
に
至
っ
た
理
由
。

い
わ
れ
。
来
歴
。
由
来
。
ら
い
ゆ
う
。『
広
辞
苑
』

【
三
十
番
神
】
一
か
月
三
〇
日
間
を
毎
日
交
替
し
て
如

法
経
を
守
護
す
る
三
〇
の
神
々
。
一
般
に
は
法
華
経

守
護
神
と
し
て
著
名
。
は
じ
め
天
台
宗
で
、
の
ち
に

日
蓮
宗
で
信
仰
さ
れ
た
も
の
で
、
本
地
垂
迹
説
に
よ
っ

た
考
え
方
。
第
一
日
目
か
ら
、
熱
田
、
諏
訪
、
広
田
、

気
比
、
気
多
、
鹿
島
、
北
野
、
江
文
、
貴
船
、
伊
勢
、

八
幡
、
賀
茂
、
松
尾
、
大
原
野
、
春
日
、
平
野
、
大
比
叡
、

小
比
叡
、
聖
真
子
、
客
人
、
八
王
子
、
稲
荷
、　

住
吉
、

祇
園
、
赤
山
、
建
部
、
三
上
、
兵
主
、
苗
鹿
、
吉
備

津
の
各
神
を
あ
て
る
。『
広
辞
苑
』
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二　（
一
四
三
〇
）

年
の
起　

き
り
ゅ
う

立
な
り
、
客
殿
六
間
に
五
間
乾い

ぬ
いに

向
ふ
、
本
尊
は
地
藏
の
立
像
長
一（

約
四
五
㎝
）

尺
五
寸
ば

か
り
、
境
内
の
外
に
居
山
五

（
一
，六
〇
〇
坪
）

段
三
畝
十
歩
寺
地
へ
つ
ゞ
け
り
、

　

金こ

ん

ぴ

ら

し

ゃ

毘
羅
社　

寺
の
後
の
方
に
あ
り
、
九
尺
に
六
尺
の
社
な
り
、
前
に
石
階
あ
り
、

凡

お
よ
そ
　

三　（
約
九
ｍ
）

丈
ば
か
り
も
高
き
所
な
り
堂
の
前
よ
り
望
め
ば
神
奈
川
を
は
じ
め
所
々
の
山
々
眼
中
に

入
り
て
眺
望
い
と
美
な
り
、
こ
の
金
毘
羅
は
近
き
頃
祀ま

つ

り
し
と
云
り
、

　

○
福ふ

く
じ
ゅ
じ

壽
寺　

岩
間
町
の
内
宿
の
背
後
南
の
方
に
よ
り
て
あ
り
、
臨
済
宗
相
州
鎌
倉
建
長

寺
末
、
岩
間
山
と
號
す
、
開
山
光
菴
明め

い
お
う應

二
　（
一
四
九
三
）

年
九
月
六
日
寂じ

ゃ
くせ

り
、
本
尊
彌
陀
立
像
に

し
て
長
三

（
約
九
〇
㎝
）

尺
、
客
殿
六
間
に
四
間
半
南
に
向
へ
り
、
寺
僧
の
話
に
二
十
四
五
年
前
ま
で
は

久
良
岐
郡
戸
部
村
の
境
に
よ
り
て
あ
り
し
を
、
其
頃
當
所
に
は
蓮
求
菴
と
云
菴あ

ん
し
つ室

の
あ
り

け
る
が
、
い
か
な
る
故
に
か
當
寺
を
菴
室
の
地
へ
引
移
せ
し
と
い
ふ
、
こ
の
地
は
山
の
中

腹
に
し
て
境
内
へ
つ
ゞ
き
た
る
所
に
居
山
六

（
一
九
五
坪
）

畝
十
五
歩
の
除じ

ょ
ち地

な
り
、

　

稻
荷
天
神
合
社　

門
を
入
て
右
の
方
に
あ
り
前
に
鳥
居
を
た
つ
、

　

辨弁

天
社　

同
じ
ほ
と
り
に
あ
り
、
石
に
て
作
れ
る
小し

ょ
う
し祠

な
り
、

　

○
觀
音
堂　

福
壽
寺
の
前
に
あ
り
、
堂
は
二
間
に
二
間
半
、
十
一
面
觀
音
の
立
像
を
安あ

ん

ず
、

臺台

坐
と
も
に
一（

約
五
四
㎝
）

尺
八
寸
の
像
な
り
、
前
に
石せ

っ
か
い階

あ
り
、
造
立
の
年
代

詳
つ
ま
び
ら
かな

ら
ず
、
安
樂
寺
持
、

   

○
安あ

ん
ら
く
じ

樂
寺　

こ
れ
も
岩
間
町
の
内
に
て
宿
よ
り
東
南
の
方
に
當
れ
り
、
古
義
眞
言
宗
久

良
岐
郡
太
田
村
東
福
寺
末
、
金
岸
山
櫻
壽
院
と
號
す
、
開
山
僧
弘
辨
は
天

て
ん
ぶ
ん
　文

四
（
一
五
三
五
）

年

寂

　
　
じ
ゃ
く

せ
り
、
客
殿
五
間
に
七
間
す
べ
て
南
向
な
り
、
本
尊
は
彌
陀
坐
像
に
し
て
長
一（

約
五
七
㎝
）

尺
九
寸
許
、

又
菊
水
觀
音
の
像
あ
り
、
立
像
三

（
約
九
㎝
）

寸
許
、
此
は
八
幡
の
社
地
よ
り
出
現
す
と
云
、
境
内
つ
ゞ

き
に
居
山
一（

五
七
〇
坪
）

段
九
畝
あ
り
、

  

寺
賓宝

翁
面
一
枚　

　

秋
葉
社　

境
内
の
後
の
方
石
階
の
上
に
あ
り
、
神
體体

白び
ゃ
っ
こ狐

に
乗
た
る
像
に
て
長
三

（
約
九
㎝
）

寸
ば
か
り
、

　

牛ご

づ

て

ん

の

う

し

ゃ

頭
天
王
社　

今
は
社
な
く
し
て
暫
く
假か

り
ど
の殿

に
安あ

ん

ず
、
岩
間
町
の
鎭
守
に
し
て
昔
は

こ
ゝ
に
社
あ
り
し
と
云
、
承

し
ょ
う
お
う應

四
（
一
二
九
一
）

年
四
月
社
の
草そ

う
そ
う創

あ
り
し
と
き
の
棟
札
あ
り
、
祭
禮

【
金
毘
羅
】（
こ
ん
ぴ
ら
）
仏
語
。
薬
師
十
二
神
将
の

一
つ
。
ま
た
、
仏
法
守
護
の
夜
叉
神
王
の
上
首
。
武

装
し
、
忿
怒
（
ふ
ん
ぬ
）
の
姿
を
と
る
が
、
持
物
は

一
定
し
な
い
。
大
物
主
神
は
こ
の
垂
迹（
す
い
じ
ゃ
く
）

の
姿
と
い
い
、
海
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
、
香
川
県
の

象
頭
山
（
ぞ
う
ず
さ
ん
）
の
金
刀
比
羅
宮
に
ま
つ
ら

れ
て
い
る
。『
広
辞
苑
』
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年
々
六
月
七
日
な
り
、
神
體体

は
長
九

（
約
二
七
㎝
）

寸
ば
か
り
の
立
像
な
り
、
旅た

び
し
ょ所

四
箇
所
下
岩
間
町

中な
か
の
は
し

の
橋
の
際き

わ

帷
子
橋
の
ほ
と
り
神
明
の
大
門
等
に
あ
り
、

　

○
遍へ

ん
じ
ょ
う
じ

照
寺　

帷
子
上
町
の
北
裏
に
あ
り
、
古
義
眞
言
宗
久
良
岐
郡
太
田
村
東
福
寺
末
、

醫医

王
山
延
壽
院
と
號
す
、
開
山
の
年
代
を
傳
へ
ず
、
其
後
賢
海
と
い
へ
る
僧
寛か

ん
え
い永

十
（
一
六
三
三
）

年

再
興
せ
し
に
よ
り
此
を
中
興
開
山
と
す
、
本
尊
は
藥
師
な
り
、
相
傳
ふ
此
本
尊
は
弘
法
大

師
の
作
に
し
て
も
と
郡
中
佛
向
村
寶
寺
金
堂
の
本
尊
な
り
し
が
、
彼
堂
破
却
の
後
他
へ
傳

り
つ
い
に
此
寺
の
物
と
な
り
て
本
尊
と
せ
し
と
云
、
長
二（

約
八
五
㎝
）

尺
八
寸
の
坐
像
な
り
、
客
殿
四

間
に
四
間
半
巽た

つ
みに

向
ふ
、
前
に
石せ

っ
か
い階

あ
り
、

　

墳
墓
十
三
塚　

保
土
ヶ
谷
町
の
内
相
州
品
野
村
の
境
に
よ
り
て
あ
り
、
此
地
は
三

（
約
五
．四
ｍ
）

間
許

の
わ
た
り
な
り
、
此
地
の
字
を
十
三
本
塚
と
云
、
左
右
に
六
づ
ゝ
あ
り
、
中
の
一
塚
は
三

間
許
の
わ
た
り
な
り
、
こ
れ
を
大

た
い
し
ょ
う
づ
か

將
塚
と
呼
ぶ
、
其そ

の
よ餘

十
二
は
敷

し
き（
約
二
．七
ｍ
）

九
尺
あ
ま
り
に
高
さ

六
（
約
一
．八
ｍ
）

尺
ば
か
り
、
い
か
な
る
故
に
築
き
し
と
云
事
を
知
ら
ず
、
恐
ら
く
は
か
の
供
養
塚
の
類

た
ぐ
い

な
る
べ
し
、

◎
芝し

ぼ
う
む
ら

生
村　

芝
生
村
は
郡
の
南
に
あ
り
、
こ
れ
も
榛
谷
庄
の
内
な
り
、
又
往い

に
し
え古

小
机

庄
と
も
云
し
な
ど
い
へ
ば
、
ま
ち
ま
ち
に
し
て
さ
だ
か
な
ら
ず
、
此

こ
の
あ
た
り邊

西
よ
り
北
へ

か
ゝ
り
て
は
小
山
そ
ば
た
ち
、
東
南
は
平
地
な
り
、
四し

き
ょ
う境

を
い
は
ゞ
東
南
の
方
は
海

に
向
ひ
、
其
外
は
帷
子
川
を
隔
て
久
良
岐
郡
戸
部
尾
張
屋
新
田
の
二
村
及
郡
内
岩

間
町
に
隣

と
な
れ

り
、
西
は
帷
子
町
に
境さ

か

ひ
、
北
も
帷
子
町
靑
木
町
に
並
び
、
東
西
五

（
約
五
五
〇
ｍ
）

丁

南
北
十

（
約
一
．一
㎞
）

丁
許
、
中
央
に
東
北
の
間
よ
り
西
南
に
通
じ
て
東
海
道
中
貫つ

ら
ぬ

け
り
、
土
地

は
砂
交ま

じ
わ

り
黑
土
に
て
田
多
く
畑
少
し
、
民
戸
百
九
軒
海
道
の
左
右
に
立た

ち

つ
ゞ
け
り
、

民み
ん
き
ょ居

の
外
は
杉
を
並
木
と
な
せ
り
、
こ
の
邊

あ
た
り

の
も
の
は
耕
作
の
い
と
ま
に
は
、
男な

ん
し子

は
海
邊辺

に
出
て
ア
サ
リ
蛤
の
類

た
ぐ
い

を
拾
ひ
、
女に

ょ
し子

は
木も

め

ん

ぬ

の

綿
布
を
織
る
こ
と
を
も
て
業

な
り
わ
い

【
旅
所
】（
た
び
し
ょ
）祭
礼
の
と
き
、本
宮
か
ら
渡
御（
と

ぎ
ょ
）
し
た
神
輿
（
み
こ
し
）
や
神
体
を
一
時
と
ど
め

て
お
く
所
。
お
た
び
し
ょ
。
旅
の
宮
。『
広
辞
苑
』

【
尾
張
屋
新
田
】
尾
張
屋
橋
が
そ
の
名
残
。『
編
者
』

【
ア
サ
リ
蛤
】
編
者
が
高
校
生
の
頃
（
昭
和
三
〇
年
代

後
半
）
現
帷
子
橋
付
近
の
新
流
路
開
削
工
事
中
に
、

土
中
よ
り
大
量
の
貝
殻
を
発
見
し
た
。『
編
者
』
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と
せ
り
、
此
村
開
發
の
年
代
を
傳
へ
ず
、
按

あ
ん
ず
るに

一
遍
上
人
五
代
師
阿
上
人

正
し
ょ
う
ち
ゅ
う
　
　中

二　（
一
三
二
五
）

年
閏
正
月
十
一
日
武
州
芝
宇
宿
に
て
寂

じ
ゃ
く

せ
し
よ
し
【
遊ゆ

ぎ
ょ
う行

歴
代
記
】
に
見
ゆ
、

芝
宇
と
云
は
此
芝
生
な
ら
ん
か
、
も
し
さ
あ
ら
ん
に
は
舊ふ

る

く
よ
り
起
り
し
村
な
ら

ん
、
夫そ

れ

も
ま
さ
し
と
は
云
が
た
し
、
御
入
國
の
後
は
御
料
に
て
、
正

し
ょ
う
ほ
う
　保

の
　
　（
一
六
四
四
～
四
八
）

頃

は

伊
奈
半
十
郎
支
配
所
な
り
、
元げ

ん
ろ
く（
一
六
九
五
）

祿
八
年
命め

い

を
奉ほ

う

じ
て
安
藤
對対

守
重
治
が
檢
地
せ
し

こ
と
あ
り
、
其
後
又
新
田
の
地
出
き
て
そ
の
所
は
寶ほ

う
え
い永

十（
一
六
三
四
）

一
年
安あ

ん
え
い永

五　（
一
七
五
六
）

年
の
兩
度

伊
奈
半
左
衞
門
が
承

う
け
た
わり

に
て
檢
地
を
な
せ
り
、
そ
れ
よ
り
度
々
御
代
官
の
變変

代
あ

り
て
、
今
は
大
貫
次
右
衞
門
光
重
が
支
配
所
と
な
れ
り
、

高
札
場　

村
の
南
に
あ
り

　

小
名

　
　

谷
戸　

 

北
の
方か

た

に
あ
り

　
　

庚
申
塚　

 

西
北
の
間
に
あ
り

　
　

垳が
け

山
下　

 

東
南
の
間
海う

み
べ邊

に
あ
り

　
　

カ
ク
レ 

谷
戸
北
方
淺
間
の
後
に
あ
り
、

　
　

淺
間
下 

靑
木
町
境
よ
り
淺
間
の
宮
の
邊

あ
た
り

を
云
、

　
　

三
家 

淺
間
下
の
隣
り
を
云

　
　

追
分 

三
つ
家
の
坤

ひ
つ
じ
さ
るな

り
、

大
久
保
山　

西
の
方
帷
子
町
の
境
に
あ
り
、

　

○
藥
師
堂
山　

海
道
の
西
北
に
あ
り

○
袖
ス
リ
山　

藥
師
堂
山
の
並

な
ら
び

に
あ
り
、
そ
の
か
み
は
こ
の
邊

あ
た
り

ま
で
磯
に
て
波
う
ち
か

け
し
か
ば
、
旅
人
こ
の
山
の
麓

ふ
も
と

に
そ
ひ
袖
を
す
る
許ば

か

り
に
あ
り
き
し
か
ば
か
く
と
な
へ
し

と
土ど

じ
ん人

傳
へ
り
、
保
土
ヶ
谷
宿
香
象
院
に
元げ

ん
ろ
く祿

十（
一
七
〇
一
）

四
年
に
し
る
せ
し
淺
間
の
縁
起
あ
り
、 

其
中
に
袖そ

で
す
り
や
ま

磨
山
の
名
見
ゆ
る
は
、
則
こ
の
山
な
る
べ
し
、
こ
の
外
村
内
に
小
山
あ
り
、
い

づ
れ
も
村
民
の
居
山
に
て
さ
せ
る
名
は
な
し
、

帷
子
川　

村
の
南
久
良
岐
郡
の
境
を
西
よ
り
東
へ
な
が
れ
、
村
内
を
經
る
こ
と
五

（
約
九
〇
〇
ｍ
）

百
間
、

川
幅
廣
き
と
こ
ろ
は
二（

約
三
六
ｍ
）

十
間
許ば

か
り、

【
追
分
】
松
原
商
店
街
駐
車
場
付
近
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○
浪な

み
よ
け
つ
つ
み

除
堤　

南
の
方
よ
り
東
へ
わ
た
り
て
、
五

（
約
一
．一
㎞
）

百
九
十
間
、
そ
の
間
九

（
約
一
六
〇
ｍ
）

十
間
は
海う

み
べ邊

な

れ
ば
浪な

み
よ
け除

と
な
し
、
五

（
約
九
〇
〇
ｍ
）

百
間
は
帷
子
川
に
接
し
た
る
所
な
れ
ば
川か

わ
よ
け除

の
堤
と
せ
り
、

富ふ

じ

せ

ん

げ

ん

し

ゃ

士
淺
間
社　

江
戸
の
方
よ
り
海
道
の
入
口
右
に
あ
り
、前
に
鳥
居
を
建
つ
、東
南
に
向
ふ
、

小
山
の
上
に
社
あ
り
、
二
間
に
二
間
半
、
是
は
西
南
に
向
ふ
、
神み

こ
し輿

は
郡
内
帷
子
町
香
象

院
に
納
め
た
れ
ば
其
寺
の
持も

ち

也
、
按

あ
ん
ず
る
　に

元
（
一
六
八
八
～
一
七
〇
四
）

祿
年
中
に
な
り
し
淺
間
の
宮

并
な
ら
び
に

人ひ
と
あ
な穴

の
縁

起
と
云
も
の
あ
り
、
妄ぼ

う
た
ん誕

の
説
に
し
て
取
べ
き
事
な
し
、
思
ふ
に
此
社
の
傍

か
た
わ
ら

昔
よ
り
穴

あ
る
に
よ
り
、
世
に
名
高
き
富
士
の
人ひ

と
あ
な穴

の
こ
と
を
思
ひ
合
せ
て
か
ゝ
る
説
を
な
せ
し
に

や
、
又
此
古
穴
を
人
穴
な
ど
云
に
よ
り
、
富
士
淺
間
の
社
を
祝
ひ
そ
め
し
も
知
る
べ
か
ら

ず
、
い
づ
れ
か
ゝ
る
穴
は
此

こ
の
あ
た
り

邊
に
所
々
あ
り
て
、
何
れ
も
土
人
附ふ

か
い會

の
説
を
な
せ
り
、
是

も
其
一
所
な
る
べ
し
、
此
ほ
と
り
は
昔
の
武
藏
野
の
末す

え

に
て
人
家
も
ま
れ
な
り
し
こ
ろ
、

此
所
へ
來
り
住
ん
と
思
ひ
し
も
の
小
山
の
麓
な
ど
う
が
ち
て
穴け

っ
き
ょ居

せ
し
あ
と
に
も
や
あ
る

べ
き
か　

昔
武
藏
野
に
は
白し

ら
な
み浪

多
か
り
し
な
ど
古
き
物
に
も
見
ゆ
る
は
、
か
く
よ
か
ら
ぬ

ふ
る
ま
ひ
な
す
野
ぶ
し
な
ど
云
も
の
、
か
ゝ
る
所
を
す
み
が
と
な
せ
し
に
や
、
又
別
に
土

民
ら
が
財
寶
な
ど
入
る
ゝ
爲
の
用
に
備
へ
し
穴
な
る
も
知
る
べ
か
ら
ず
、

　

末
社
妙み

ょ
う
け
ん
し
ゃ

見
社　

社
に
向
て
左
に
あ
り
小し

ょ
う
し祠

人ひ
と
あ
な穴

二
所　

一
は
本
社
鳥
居
の
内
石
階
少す

こ
し
ば
か
り

許
を
上の

ぼ

り
、
左
の
方
山
の
半は

ん
ぷ
く伏

に
あ
り
、
穴

の
口
五

（
約
一
．五
ｍ
）

尺

餘
あ
ま
り

其
内
低
き
所
二
坪
許

ば
か
り

深
さ
一

（
約
一
．八
ｍ
）

間
餘あ

ま
り、

一
は
石せ

っ
か
い階

の
腹は

ら

右
の
方
に
あ
り
、

○
神
明
宮　

小
名
三
つ
家
の
右
の
方
の
山
上
に
あ
り
、
社
は
九
尺
に
一
丈
東
北
に
向
ふ
、

是
も
香
象
院
持
、

洪こ
う
ふ
く
じ

福
寺　

村
の
南
に
あ
り
、
海
東
山
と
號
す
、
臨
済
宗
鎌
倉
建
長
寺
の
末
、
開
基
は
此
村

の
百
姓
權
左
衞
門
が
先
祖
に
て
、
法
號
を
心
無
道
安
と
云
、
萬ま

ん
じ治

三
（
一
三
五
四
）

年
二
月
十
六
日

【
浪
除
】波
を
よ
け
る
こ
と
。
ま
た
、そ
の
た
め
の
施
設
。

【
富
士
浅
間
社
】
現
在
の
浅
間
神
社
。『
編
者
』

【
人
穴
】 (

ひ
と
あ
な)

火
山
の
ふ
も
と
な
ど
に
あ
る

ほ
ら
穴
。
溶
岩
流
の
表
面
部
が
凝
結
し
た
後
に
、
内

部
の
比
較
的
や
わ
ら
か
い
部
分
が
、
発
生
し
た
ガ
ス

に
よ
り
押
し
広
げ
ら
れ
て
で
き
た
空
洞
。
昔
、
人
が

住
ん
だ
と
い
う
。
富
士
山
の
西
北
麓
に
あ
る
「
富
士

の
人
穴
」
が
有
名
。『
広
辞
苑
』

【
妄
誕
】（
ぼ
う
た
ん
）言
説
に
根
拠
の
な
い
こ
と
。
ま
た
、

そ
の
話
。
と
り
と
め
の
な
い
虚
言
・
偽
り
。『
広
辞
苑
』

【
白
浪
】（
し
ら
な
み
）(

後
漢
書
霊
帝
紀
に
見
え
る
、

黄
巾
の
賊
の
残
党
で
西
河
の
白
波
谷
に
籠
っ
て
掠
奪

を
し
た
「
白
波
賊
」
の
、「
白
波
」
を
訓
読
し
て
い
う) 

盗
賊
の
異
称
。『
広
辞
苑
』

【
神
明
宮
】
現
在
浅
間
神
社
境
内
に
あ
り
。
旧
地
は
浅

間
台
付
近
。『
編
者
』
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死
せ
り
、
さ
れ
ど
村
の
記
録
に
當
寺
の
開
山
は
佛
壽
禪
師
と
載の

せ

た
り
、
此
禪
師
は
文ぶ

ん
な和

三（
一
三
五
四
）

年
二
月
十
八
日
示じ

じ
ゃ
く寂

せ
し
と
い
へ
ば
、
何い

ず

れ
を
そ
れ
と
定
め
た
ら
ん
に
も
、
心
無
道
安

は
中
興
の
開
基
な
る
べ
し
、
又
村そ

ん
ろ
う老

の
傳
へ
に
は
大
空
呑ど

ん
か
い海

和
尚
と
も
云
へ
り
、
是
も
中

興
の
開
山
か
、
こ
の
寺
は
海
道
の
右
藥
師
堂
山
に
あ
り
、
其
頃
は
薬
師
を
置お

け

る
庵

い
お
り

な
り
し

が
、
天

（
一
五
七
三
～
九
二
）

正
年
中
今
の
地
へ
移
り
て
一
寺
と
な
れ
り
と
、
さ
あ
ら
ん
に
は
佛
壽
禪
師
の
起き

り
ゅ
う立

せ
し
頃
は
藥
師
の
堂
な
ら
ん
、
今
の
客
殿
七
間
に
五
間
こ
ゝ
に
安あ

ん

せ
し
薬
師
は
、
鎌
倉

權ご
ん
ご
ろ
う
か
げ
ま
さ

五
郎
景
政
が
守
り
本
尊
に
て
、目
洗
藥
師
と
云
坐
像
丈た

け

三（
約
一
〇
．五
㎝
）

寸
五
分
聖
徳
太
子
の
作
な
り
、

　

地
藏
堂　

客
殿
に
向
ひ
て
右
な
り
、
石
の
立
像
た
て
り
、

　

社し

ゃ

ぐ

う

じ

し

ゃ

宮
司
社　

客
殿
に
向
て
左
に
あ
り
、
當
寺
の
境
内
も
も
と
此
宮
の
爲
に
免
除
せ
ら
れ

し
な
ど
云
へ
ば
、
舊ふ

る

く
よ
り
あ
り
し
社
な
る
べ
し
、

新
編
武
藏
風
土
記
稿
卷
之
六
十
九

終

【
社
宮
司
社
】
南
浅
間
町
に
あ
る
社
宮
司
公
園
は
そ
の

名
残
か
。『
編
者
』


