
蓮
知
信
仰
の
一
考
察
側

阿

吉日

法

夫

69 

前
回
に
お
い
て
、
穴
馬
に
お
け
る
順
村
と
い
う
行

事
の
概
要
を
ス
ケ
ッ
チ
し
、
あ
わ
せ
て
「
オ
ソ

l
ブ

ツ
L

と
の
関
連
性
を
な
が
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
次
に
穴
馬
九
ケ
同
行
の
歴
史
的
な
も
の
を
見
て

阿
部

蓮
如
信
仰
の
一
考
察
伺

い
き
た
い
。

「
い
ず
み
村
の
伝
説
と
民
話
」
寸
い
ず
み
村
の

生
活
文
化
」
(
い
ず
れ
も
和
泉
村
教
育
委
員
会
発
行

の
『
ふ
る
さ
と
和
泉
』
の
分
冊
で
あ
る
)
に
お
い
て
、

。
九
ケ
道
行
と
は
。
と
題
さ
れ
た
次
の
一
文
が
載
せ

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
文
面
は
ほ
ぼ
同
じ
な
の
で
、
こ

こ
で
は
後
者
の
「
い
ず
み
村
の
生
活
文
化
」
の
方
を

引
用
し
て
い
こ
う
。
長
文
と
な
る
が
、
筆
者
と
し
て

興
味
深
い
所
を
解
説
し
て
い
く
形
で
進
め
て
い
き
た

毎
年
一
月
十
一
日
頃
に
な
る
と
、
ホ

l
ビ
キ

(
抽
せ
ん
)
に
よ
っ
て
順
番
の
定
め
ら
れ
た
二
人

の
村
人
達
が
本
山
参
り
を
す
る
。
こ
れ
を
役
参
り

と
言
っ
た
。

(A) 

九
ケ
道
行
と
は
、
越
前
で
は
、
伊
勢
・
荷
暮
・

久
沢
・
大
谷
・
下
半
原
・
西
谷
の
秋
生
・
美
濃
で

は
、
大
間
見
・
為
真
・
川
辺
の
計
九
ケ
村
を
美
濃

越
前
九
ケ
道
行
と
い
っ
た
。

役
参
り
が
当
た
る
と
人
々
は
、
信
玄
袋
(
物
を

入
れ
る
布
袋
)
に
身
の
周
り
の
も
の
や
、
本
山
へ

奉
納
す
る
ま
わ
た
・
お
き
い
せ
ん
な
ど
入
れ
て
、

わ
ら
じ
の
上
に
つ
ま
が
け
を
は
き
、
ご
ざ
と
五
郎

平
傘
を
か
ぶ
っ
て
出
か
け
た
。
:
:
:
旅
費
や
宿
代

(B) 

は
村
の
頼
母
子
講
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
、
そ
の

年
参
れ
な
い
人
は
他
の
人
に
代
っ
て
参
っ
て
も
ら

{
F
U
)
 

っ
た
。
九
ケ
の
祥
九
枚
は
、
京
都
遍
昭
寺
に
あ
づ

け
て
あ
る
の
で
、
人
々
は
そ
こ
で
か
み
し
も
を
つ

け
て
お
参
り
し
た
。

(D) 

一
月
十
四
日
は
、
親
鷲
の
御
正
忌
報
恩
講
で
あ

る
。
:
:
:
九
ケ
の
人
の
中
で
、
り
ん
ず
か
(
り
ん

(E) 

棒
)
を
取
る
人
が
、
一
番
前
に
一
人
だ
け
座
り
、

後
の
八
人
衆
は
そ
の
後
に
並
び
、
そ
の
後
に
本
山

の
坊
さ
ん
が
ず
ら
り
と
並
ぶ
。
そ
の
次
は
一
般
参

拝
者
で
あ
る
。
「
り
ん
ず
か
」
を
持
つ
人
は
、
九

ケ
道
行
に
限
ら
れ
て
い
た
。
九
ケ
道
行
は
格
式
の

高
い
道
行
と
し
て
、
本
山
で
は
丁
重
に
あ
つ
か
っ

(F) 

た
。
法
要
が
済
む
と
、
お
時
に
つ
く
。
上
人
は
お

と
き
の
お
ぜ
ん
に
は
箸
を
つ
け
ず
、
九
ケ
へ
払
い

(G) 

下
げ
ら
れ
る
。
全
て
の
行
事
が
済
む
と
、
九
ケ
の

人
達
だ
け
は
宝
物
殿
へ
案
内
さ
れ
、
拝
観
を
許
さ

れ
た
。九

ケ
と
は
、
昔
、
顕
如
上
人
の
時
代
に
本
山
が

信
長
か
ら
退
去
を
命
じ
ら
れ
た
事
が
あ
っ
た
。
そ

れ
で
仕
方
な
く
紀
州
鷺
の
森
へ
御
退
去
に
な
っ
た
。

そ
の
際
、
糧
道
を
た
た
れ
て
、
な
ん
ぎ
を
き
れ
た
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為

、

遍

照

寺

が

、

九

ケ

の

人

々

に

呼

び

か

け

て

勧

解

説

ほ

と

ん

ど

は

同

じ

で

は

あ

る

が

、

例

え

ば

寸

神

路

」

誘
し
た
の
で
、
九
ケ
の
人
々
は
、
い
ち
早
く
ま
わ

(A)
、
九
ケ
道
行
:
・
:
・
8

道
行
。
と
い
う
語
は
、
の
村
名
が
見
、
え
な
い
も
の
が
あ
っ
た
り
、
「
川
(
河
)

た
・
ひ
え
の
実
・
あ
わ
の
白
米
な
ど
を
持
つ
て
は
正
し
く
は
グ
同
行
。
と
書
く
べ
き
で
あ
る
。
文
中
す
辺
」
が
な
い
も
の
が
あ
っ
た
り
し
て
、
微
妙
に
く
い

(H) 

せ
参
じ
、

J
向
一
撲
」
に
加
わ
っ
た
。
そ
の
功
べ
て
誤
っ
た
ま
ま
グ
道
行
8

と
記
し
て
い
る
の
で
、
違
い
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
よ
う
。
現
代
に
あ
っ
て

に
よ
り
美
濃
越
前
九
ケ
道
行
は
、
格
式
の
高
い
道
あ
え
て
訂
正
せ
ず
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
。
も
、
約
四

0
年
間
に
お
い
て
な
お
若
干
の
巡
回
地
の

行
と
し
て
、
末
代
ま
で
も
丁
重
に
あ
っ
か
わ
れ
た
。
グ
同
行
4

と
は
、
文
字
通
り
「
行
を
同
じ
く
す
る
異
同
が
あ
り
、
こ
の
聞
の
変
遷
一
を
見
つ
け
る
こ
と
が

役
参
り
が
終
っ
て
、
人
々
が
帰
っ
て
来
る
と
、
者
」
あ
る
い
は
「
共
に
同
じ
行
を
修
す
る
者
」
と
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

又
白
鳥
や
平
島
(
村
は
ず
れ
に
あ
る
地
名
)
あ
た
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
の
行
と
は
、
も
ち

(B)
、
頼
母
子
講
:
:
:
西
本
願
寺
に
お
い
て
一
月

り
ま
で
出
迎
え
に
行
き
、
人
々
は
労
を
ね
ぎ
ら
つ
ろ
ん
念
仏
す
る
こ
と
、
称
名
す
る
こ
と
で
あ
る
。
同
に
勤
ま
る
御
正
忌
報
恩
講
へ
の
参
加
(
九
ケ
同
行
の

た
。
あ
く
る
日
朝
じ
(
朝
の
勤
行
の
こ
と
)
が
済
様
の
意
味
あ
い
で
。
同
朋
。
と
い
う
語
も
あ
わ
)
間
で
は
グ
役
参

y
と
誇
ら
し
げ
に
言
っ
て
い
る
)

む
と
、
道
場
で
か
ち
/
¥
に
な
っ
た
御
前
様
(
仏
こ
の
よ
う
な
「
御
同
行
御
同
朋
」
と
い
う
精
神
は
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
最
も
大
切
な
、
ま
た
、
最
大
の

に
供
え
た
ご
飯
の
こ
と
)
や
、
ひ
じ
き
・
が
ん
も
宗
祖
親
驚
が
「
弟
子
一
人
モ
モ
タ
ス
」
(
『
歎
異
年
中
行
事
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
「
本

ど
き
・
松
風
(
菓
子
)
な
ど
が
上
人
の
お
わ
け
と
抄
L

第
六
条
)
と
述
べ
ら
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
が
、
山
参
拝
頼
母
子
講
」
を
結
成
し
て
、
そ
の
講
金
を
旅

し
て
少
し
づ
っ
村
中
へ
配
ら
れ
た
。
人
々
は
「
も
蓮
如
も
こ
う
し
た
門
徒
へ
の
対
応
を
よ
く
受
け
継
ぎ
、
費
や
宿
泊
費
に
充
て
て
い
る
村
が
あ
る
こ
と
を
千
葉

っ
た
い
な
い
の
|
」
と
何
度
も
/
¥
も
い
な
だ
い
門
徒
の
人
々
を
大
切
に
扱
い
、
先
例
を
破
っ
て
平
座
氏
は
報
告
し
て
い
る
。
そ
の
講
の
規
約
に
は
、
「
毎

て
(
お
し
い
た
ピ
〈
)
家
へ
持
ち
帰
り
、
湯
に
も
の
対
話
で
心
を
割
っ
て
語
り
合
い
、
そ
う
し
た
親
し
年
一
月
一
三
日
本
山
へ
参
拝
シ
テ
報
謝
ヲ
イ
タ
サ
ン

ど
し
て
食
べ
た
。
そ
の
他
、
銭
別
を
も
ら
っ
た
み
や
す
き
の
中
で
信
心
を
と
ら
せ
た
り
、
仏
法
讃
嘆
ガ
為
」
に
「
年
々
巡
番
ニ
集
金
ス
」
る
こ
と
に
な
っ

人
々
に
は
、
別
に
ロ

l
ソ
ク
・
線
香
・
じ
ゅ
ず
・
の
時
に
門
徒
を
グ
御
方
々
。
と
呼
ん
で
大
切
に
し
な
で
お
り
、
寸
参
詣
ハ
抽
畿
」
で
決
定
し
て
、
「
毎
年

打
敷
・
五
色
豆
・
八
ツ
橋
な
ど
京
参
り
の
土
産
と
き
い
と
取
り
巻
き
の
門
弟
た
ち
に
注
意
し
て
い
ふ
正
二
人
参
拝
ス
」
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
、
な
ど
な
ど

し

て

配

ら

れ

た

。

ま

た

、

顕

如

上

人

の

絵

姿

は

二

ど

で

あ

る

。

簡

単

な

取

り

決

め

事

項

が

並

ん

で

い

わ

)

ヶ
月
毎
に
九
ケ
の
村
々
を
廻
り
、
こ
の
時
、
村
人
な
お
、
こ
の
書
に
お
け
る
九
ケ
同
行
の
構
成
と
、

(C)
、
遍
昭
寺
:
:
:
こ
の
文
の
後
ろ
で
は
8

遍
骨

た
ち
は
天
気
が
よ
く
て
も
、
か
な
ら
ず
み
の
・
か
前
回
で
述
べ
た
と
こ
ろ
の
千
葉
乗
隆
氏
・
坪
内
晋
氏
寺
。
と
も
記
し
て
い
る
が
、
そ
ち
ら
の
方
が
正
し
い

さ
を
か
ぶ
っ
て
送
り
迎
え
を
し
た
。
:
:
:
の
著
書
・
論
文
で
の
構
成
を
比
べ
て
み
る
と
、
そ
の
と
思
わ
れ
る
。
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坪
内
晋
氏
に
よ
れ
ば
、
遍
照
寺
の
唯
宗
と
い
う
人

物
が
穴
馬
の
同
行
た
ち
を
糾
合
し
て
、
石
山
合
戦
の

折
、
顕
如
へ
の
忠
節
を
尽
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し

て
、
同
寺
は
西
本
願
寺
近
く
の
京
都
市
下
京
区
中
筋

通
り
六
条
下
ル
学
林
町
に
あ

h
rい
う
こ
と
で
あ
っ

た。
石
山
合
戦
の
最
中
、
穴
馬
九
ケ
同
行
の
手
次
の
寺

で
は
な
く
し
て
、
な
ぜ
京
都
の
西
本
願
寺
近
く
の
遍

照
寺
が
直
接
彼
ら
を
糾
合
し
、
勧
誘
で
き
た
の
か
。

す
な
わ
ち
、
ど
の
よ
う
な
理
由
で
顕
如
へ
の
取
り
持

ち
を
し
た
の
か
は
、
現
在
の
所
不
明
で
あ
る
が
、
顕

如
と
遍
照
寺
唯
宗
と
の
結
が
り
(
遍
照
寺
が
元
々
本

願
寺
の
家
臣
団
の
一
員
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
、
石

山
合
戦
時
の
み
の
武
力
的
家
臣
で
あ
っ
た
の
か
、

A
7

の
所
想
像
す
る
の
み
で
あ
る
)
か
ら
、
直
接
に
地
方

門
徒
へ
の
参
戦
あ
る
い
は
応
援
の
依
頼
と
な
っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

71 

ち
な
み
に
、
「
京
都
市
の
地
名
」
(
『
日
本
歴
史

地
名
大
系
』
幻
、
平
凡
社
)
の
学
林
町
の
項
を
見
る

と
、
遍
照
寺
の
寺
名
と
そ
の
略
由
緒
が
記
さ
れ
て
い

る
。
次
に
引
用
し
て
、
現
地
調
査
の
責
任
を
一
時
果

た
し
て
お
く
。

(
前
略
)

寸
京
町
鑑
」
に
は

「
此
町
に
仏
照

阿
部

蓮
如
信
仰
の
一
考
察
岡

寺
・
一
行
寺
・
光
照
寺
・
遍
照
寺
・
蓮
光
寺
・
宝

山
寺
・
西
教
寺
、
い
づ
れ
も
西
門
徒
也
」
と
あ
る

が
、
仏
照
寺
・
一
行
寺
は
現
存
し
な
い
。

現
在
当
町
に
は
、
遍
照
寺
・
開
光
寺
・
祐
西
寺
・

光
照
寺
・
常
楽
寺
・
蓮
光
寺
の
六
ケ
寺
が
あ
る
。

遍
照
寺
は
寺
伝
に
よ
れ
ば
、
後
一
条
天
皇
の
長
元

一
元
年
(
一

O
二
八
)
、
山
城
国
久
世
郡
岩
田
村

(
現
京
都
府
八
幡
市
)
の
地
に
僧
皇
慶
が
開
基
、

当
初
は
天
台
宗
、
後
に
浄
土
真
宗
に
改
宗
し
、
天

正
一
九
年
(
一
五
九
ご
西
本
願
寺
建
設
の
際
、

現
在
地
に
移
転
、
寛
永
一
八
年
(
一
六
四
一
)
に

遍
照
寺
と
称
し
た
。
(
以
下
、
各
寺
伝
は
略
す
)

(D)
、
報
恩
講
:
:
:
報
恩
講
は
真
宗
の
寺
院
住
職

に
と
っ
て
も
門
徒
に
と
っ
て
も
最
大
の
年
中
行
事
で

本
り
ヲ
。
。本

願
寺
に
あ
っ
て
は
御
正
忌
と
も
お
七
昼
夜
と
も

い
わ
れ
、
祖
師
親
驚
の
忌
日
に
報
恩
の
た
め
に
行
な

わ
れ
る
最
大
の
仏
事
で
あ
る
。
本
願
寺
三
世
の
覚
如

が
『
報
恩
講
式
』
を
著
わ
し
て
か
ら
形
式
を
整
え
、

御
報
恩
念
仏
会
と
も
呼
ば
れ
七
日
間
厳
修
さ
れ
た
。

宗
祖
親
驚
の
忌
日
は
旧
暦
十
一
月
二
十
八
日
で
、

太
陽
暦
に
換
算
し
て
一
月
十
六
日
に
当
た
る
。
そ
の

た
め
、
現
在
西
本
願
寺
で
は
一
月
九
日
か
ら
十
六
日

ま
で
の
一
週
間
に
報
恩
講
が
勤
ま
り
、
東
本
願
寺
に

お
い
て
は
十
一
月
二
十
一
日
か
ら
二
十
八
日
の
七
日

「
京
都
市
の
地
名
」
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
学
林
町
間
執
行
さ
れ
る
。
末
寺
、
道
場
に
あ
っ
て
は
そ
れ
以

と
い
う
地
名
は
西
本
願
寺
の
学
林
(
僧
侶
の
教
育
機
前
に
予
修
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
引
上
会
・
御
取
越

関
、
現
在
の
龍
谷
大
学
の
前
身
)
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
も
呼
ば
れ
て
い
わ
)

と
よ
り
起
っ
た
。
こ
こ
に
は
、
西
本
願
寺
寺
内
町
の
ま
た
、
特
に
大
谷
派
の
門
徒
農
民
に
あ
っ
て
は
農

一
っ
と
し
て
寺
内
九
町
組
を
形
成
し
て
い
た
。
じ
ま
い
の
収
穫
祭
の
時
期
に
当
っ
て
お
り
、
無
事
収

遍
照
寺
は
、
現
在
地
西
六
条
に
西
本
願
寺
が
建
て
穫
を
終
え
て
、
一
年
間
の
農
耕
生
活
を
見
守
っ
て
く

ら
れ
た
頃
に
、
故
地
山
城
国
久
世
郡
よ
り
移
転
さ
れ
れ
た
祖
先
に
対
す
る
感
謝
の
意
識
が
、
宗
祖
親
驚
に

た
も
の
で
あ
る
が
、
石
山
合
戦
時
の
地
方
門
徒
の
勧
対
す
る
報
恩
謝
徳
の
宗
教
行
事
と
し
て
表
出
し
て
く

誘
・
糾
合
と
い
っ
た
功
績
に
よ
っ
て
、
西
本
願
寺
の
る
一
民
ト
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

お
膝
元
に
召
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
永
代
経
に
お
け
る
予
祝
祭
の
性
格
と
あ
わ
せ
て
、
浄

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）



若
越
郷
土
研
究

四
十
巻
四
号

72 

土
真
宗
に
お
け
る
民
俗
性
を
知
る
好
材
料
の
一
つ
で

ふめヲ@。(E)
、
り
ん
ず
か
を
取
る
人
:
:
:
グ
り
ん
ず
か
。

と
は
り
ん
棒
の
こ
と
で
、

8

り
ん
ず
か
を
取
る
人
4

と
は
勤
行
に
お
け
る
調
声
を
と
る
人
を
指
し
、
い
わ

ゆ
る
「
御
頭
人
」
の
こ
と
で
あ
る
。

「
御
頭
人
」
と
い
う
の
は
、
報
恩
講
の
初
夜
の
座

に
お
け
る
斎
・
非
時
の
勤
行
の
と
き
、
正
信
偽
の
調

声
人
を
つ
と
め
る
役
目
で
あ
る
。
こ
の
時
は
、
僧
侶

で
は
な
く
在
家
の
者
す
な
わ
ち
穴
馬
九
ケ
同
行
の

人
々
が
毎
年
交
替
で
調
声
を
勤
め
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
同
行
衆
は
十
余
人
、
む
か
し
な
が
ら
の
梓

姿
で
、
寒
気
殊
に
き
び
し
い
祖
師
前
で
、
声
高
々

と
正
信
偽
を
勤
修
し
た
。

と
、
本
山
側
の
記
録
に
今
も
な
お
登
場
す
る
ほ
ど
で

あ
っ
た
。

ま
た
、
穴
馬
九
ケ
同
行
は
ぷ
作
の
同
行
。
と
し
て

西
本
願
寺
に
お
い
て
は
優
遇
さ
れ
て
お
り
、
「
す
べ

て
の
名
列
の
最
初
は
九
ケ
講
で
あ
り
、
門
跡
と
の

斎
・
非
時
相
伴
を
許
さ
れ
、
最
上
席
で
あ
っ
白
と

言
わ
し
め
る
の
で
あ
っ
た
。

報
恩
講
に
お
け
る
寸
御
頭
人
」
は
、
す
で
に
蓮
如

の
時
代
か
ら
固
定
化
し
た
よ
う
で
、
山
科
本
願
寺
時

代
に
は
斎
・
非
時
の
願
人
に
よ
る
勤
行
が
行
な
わ
れ

て
い
た
こ
と
が
『
山
科
御
坊
事
井
其
時
代
事
』
に
、

(
遺
)

(
前
略
)
斎
の
頭
人
の
っ
と
め
は
太
夜
よ
り

前
に
非
時
過
て
候
。
頭
人
の
勤
呆
候
へ
ハ
、
や
か

て
太
夜
の
鐘
な
り
候
。
非
時
の
頭
人
の
っ
と
め
は

太
夜
過
て
讃
嘆
の
前
に
あ
り
、
讃
嘆
は
五
時
ま
で

あ
り
。
近
年
は
宵
の
談
合
の
前
後
に
斎
・
非
時
の

頭
人
の
勤
あ
り
。
(
後
略
)

と
い
う
文
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。

き
て
、
「
御
頭
人
」
に
は
単
に
勤
行
の
調
声
を
と

る
と
い
う
役
目
の
他
に
、
当
日
の
斎
・
非
時
の
設
斎

費
用
(
い
わ
ゆ
る
饗
応
接
待
の
費
用
)
を
負
担
し
、

斎
・
非
時
を
相
伴
す
る
役
目
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
ち
ら
の
比
重
が
大
き
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
も
そ
も
、
「
頭
」
と
は
荘
園
制
社
会
の
頭

(
当
)
役
に
そ
の
起
源
を
有
す
る
が
、
戦
国
時
代
の

本
願
寺
に
お
い
て
畿
内
と
そ
の
周
辺
地
域
の
直
参
寺

院
や
直
轄
講
に
課
せ
ら
れ
て
い
た
公
事
の
一
形
態
で

あ
る
。
頭
人
の
寺
院
や
講
中
は
、
当
初
、
摂
津
・
河

内
・
大
和
・
近
江
・
越
前
・
美
濃
・
尾
張
地
方
の
直

参
集
団
か
ら
上
番
さ
せ
ら
れ
て
い
た
が
、
後
に
加

賀
・
一
二
河
・
飛
騨
・
若
狭
・
伊
勢
と
輿
正
寺
門
徒
が

加
わ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
頭
人
は
、
報
恩
講
を
は
じ
め

と
し
て
、
歴
代
宗
主
の
命
日
、
宗
祖
・
前
宗
主
の
毎

月
両
度
の
忌
日
の
斎
・
非
時
に
交
替
で
出
仕
し
て
い

る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
輪
番
で
費
用
を
担
う
組
織
が

形
成
さ
れ
て
い
た
。
な
お
、
大
谷
派
で
は
江
戸
時
代

に
す
で
に
衰
退
し
て
お
り
、
本
願
寺
派
で
も
形
式
化

し
つ
つ
も
継
承
し
て
き
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

(F)
、
お
時
:
:
:
正
し
く
は
P

お
斎
。
と
記
す
べ

き
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
御
時
」
と
記
し
た
古
記
録

の
例
も
あ
九
、
)
こ
う
し
た
表
現
で
も
よ
い
の
か
も
知

れ
な
い
。

「
お
斎
」
と
は
、
仏
事
の
と
き
に
す
る
食
事
で
、

元
来
は
午
前
中
の
食
事
を
指
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、

午
後
の
食
事
を
「
非
時
」
と
い
っ
た
。

お
斎
・
非
時
の
と
き
食
事
を
し
て
、
信
心
の
談
合

の
場
と
し
た
の
も
蓮
如
の
頃
よ
り
始
っ
た
も
の
で
あ

る
が
、
食
事
と
勤
行
・
説
教
を
セ
ッ
ト
に
し
た
儀
礼

ナ
オ
ラ
イ

形
態
は
、
神
社
行
事
に
お
け
る
「
直
会
」
と
し
て
、

民
間
に
お
け
る
各
種
の
講
行
事
の
講
汁
と
し
て
、
あ

る
い
は
諸
寺
院
の
庶
民
的
な
法
会
に
お
け
る
共
同
飲

食
と
し
て
の
宗
教
行
事
の
民
俗
性
・
庶
民
性
・
集
団

性
を
如
実
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
蓮
如
以
降
の
本
願

寺
教
団
は
、
こ
の
よ
う
な
意
義
を
吸
収
し
、
法
脈
と

血
脈
と
を
一
身
に
相
承
し
た
善
知
識
と
し
て
の
宗
主
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と
末
寺
・
門
徒
畠
庶
民
と
が
共
に
食
事
を
す
る
こ
と
に

よ
り
、
お
互
い
の
結
び
つ
き
を
強
め
、
如
来
の
恩
や

師
主
知
識
の
恩
に
対
す
る
報
謝
の
念
を
深
い
感
動
と

と
も
に
体
験
す
る
と
い
う
真
宗
的
な
意
味
転
換
を
お

こ
な
っ
た
。
さ
ら
に
年
中
行
事
と
し
て
毎
年
繰
返
す

こ
と
は
、
個
人
が
何
度
も
宗
教
的
感
動
を
起
こ
し
、

集
団
と
し
て
の
真
宗
信
仰
が
永
続
し
て
い
く
こ
と
に

つ
な
が
っ
て
い
く
と
思
わ
れ
勺

こ
の
よ
う
な
情
景
は
本
山
の
み
に
止
ま
ら
ず
、
全

国
各
地
の
末
寺
に
あ
っ
て
も
見
い
出
せ
る
。
報
恩
講

の
お
説
教
の
後
、
油
揚
・
大
根
・
人
参
・
黒
豆
・
豆

腐
な
ど
の
材
料
を
も
と
に
し
た
昔
な
が
ら
の
料
理
を

参
詣
の
人
々
が
大
勢
で
会
食
し
、
あ
ち
こ
ち
で
信
心

の
話
に
花
を
咲
か
せ
、
大
い
に
談
笑
す
る
姿
は
、
真

{
一
ホ
の
法
義
相
続
の
具
体
相
を
見
る
思
い
で
あ
る
。

(G)
、
お
ぜ
ん
を
九
ケ
に
払
い
下
げ
る
:
:
:
こ
れ

は
穴
馬
九
ケ
同
行
の
由
来
の
消
息
に
見
え
る
故
事
か

ら
き
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
顕
如
が
報
思
議
の
食
事

の
御
相
伴
を
駆
け
つ
け
た
九
ケ
同
行
に
申
し
付
け
た

と
い
う
。
顕
知
は
自
身
の
お
膳
も
分
け
与
え
た
の
で

あ
る
が
、
蓮
如
が
一
生
涯
を
か
け
て
続
け
て
き
た
、

門
徒
を
大
切
に
し
、
門
徒
H
民
衆
の
心
を
握
ん
だ
生

き
方
の
継
承
が
見
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

阿
部

蓮
如
信
仰
の
一
考
察
側

笠
原
一
男
氏
に
よ
る
と
、
蓮
如
は
「
遠
国
か
ら
上

洛
し
て
き
た
大
坊
主
衆
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
俗
人

の
家
の
長
男
に
も
、
本
願
寺
の
御
亭
に
お
い
て
、
い

っ
し
ょ
に
魚
で
食
事
を
な
さ
れ
た
(
『
本
願
寺
作
法

之
次
第
』
)
」
り
、
「
人
に
御
酒
や
物
を
く
だ
さ
れ

て
、
有
難
い
こ
と
だ
と
思
わ
せ
て
自
分
に
近
づ
け
さ

せ
、
仏
法
の
話
を
し
て
き
か
せ
た
。
だ
か
ら
、
こ
の

よ
う
に
物
を
あ
た
え
る
こ
と
も
信
心
を
と
ら
せ
る
た

め
だ
と
思
、
え
ば
、
そ
れ
を
仏
思
報
謝
と
考
え
て
い
る

の
だ
と
仰
せ
ら
れ
た
(
『
実
情
旧
記
』
)
し
と
い
う

こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
蓮
如
の
考
え
方
、
姿

勢
は
歴
代
宗
主
に
順
次
受
け
継
が
れ
て
い
き
、
顕
如

も
同
様
の
行
動
を
取
ら
せ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
蓮
如
と
い
う
カ
リ
ス
マ
性
を
有
し
た
人

物
の
後
継
者
達
す
な
わ
ち
世
襲
的
カ
リ
ス
マ
に
あ
っ

て
は
、
そ
の
行
動
様
式
が
形
式
的
に
で
も
受
け
継
が

れ
て
い
く
こ
と
を
表
わ
す
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

(H)
、
い
わ
ゆ
る
九
ケ
同
行
の
由
来
:
:
:
こ
こ
で

は
、
顕
如
の
時
代
よ
り
穴
馬
九
ケ
同
行
の
本
格
的
な

歴
史
が
始
ま
る
と
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
由
来

と
同
根
と
思
わ
れ
る
伝
承
を
本
山
側
も
是
と
し
て
受

け
取
り
、
昭
和
三
十
一
年
三
月
一
日
付
の
西
本
願
寺

門
主
勝
如
消
息
に
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

美
濃
・
越
前
九
ケ
村
同
行
講
の
方
々
に
は
、
そ

の
昔
、
慶
長
(
天
正
)
の
頃
、
織
田
信
長
兵
乱
の

お
り
、
顕
如
宗
主
紀
州
鷺
の
森
へ
御
退
出
の
と
き
、

糧
道
を
絶
た
れ
、
頗
る
御
困
難
の
際
、
遍
照
寺
唯

宗
、
美
濃
・
越
前
九
ケ
同
行
を
勧
誘
し
、
真
綿
な

ら
び
に
糧
米
を
運
ん
で
、
そ
の
危
急
を
お
救
い
申

上
げ
、
時
に
報
思
議
中
で
あ
り
、
宗
主
は
深
く
そ

の
意
を
嘉
せ
ら
れ
、
非
時
御
相
伴
を
申
し
付
け
ら

れ
た
と
い
う
護
法
の
由
来
を
縁
と
し
(
以
下
略
)

た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

以
上
、
穴
馬
九
ケ
同
行
の
歴
史
・
縁
起
等
に
つ
い

て
、
蓮
如
信
仰
と
い
う
観
点
か
ら
少
し
く
探
っ
て
き

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

き
て
、
上
述
し
て
き
た
二
つ
の
寸
レ
ン
ニ
ョ
サ

ン
」
と
穴
馬
に
お
け
る
順
村
に
つ
い
て
は
、
門
徒
側

(
民
衆
側
・
庶
民
側
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
)

す
な
わ
ち
俗
よ
り
な
が
め
た
蓮
如
信
仰
の
諸
相
で
あ

る
と
規
定
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
次
に
、
そ
れ
と

対
称
的
位
置
に
あ
る
布
教
者
側
(
寺
院
側
・
坊
主
側

あ
る
い
は
宗
教
的
支
配
者
側
と
で
も
言
お
う
か
)
す

な
わ
ち
僧
よ
り
見
る
蓮
如
信
仰
に
つ
い
て
論
を
進
め

る
必
要
が
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
「
レ
ン
ニ
ヨ
サ
ン
」
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と
穴
馬
の
順
村
に
つ
い
て
別
の
観
点
か
ら
お
さ
え
て

お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

木
場
明
志
氏
は
、
真
宗
習
俗
の
研
究
方
法
と
し
て

寺
院
主
催
型
儀
礼
行
事
と
門
徒
主
催
型
儀
礼
行
事
と

に
分
け
て
、
現
行
の
真
宗
習
俗
を
分
析
す
る
こ
と
の

有
効
性
を
主
張
さ
れ
た
が
J
)

そ
れ
を
軸
と
し
て
考
え

て
い
き
た
い
。

ま
ず
、
穴
馬
に
お
け
る
順
村
に
つ
い
て
見
て
み
よ

う
。
こ
の
順
村
に
お
い
て
は
門
徒
主
催
型
の
性
格
が

強
く
出
て
い
る
。
例
え
ば
、
{
八
馬
で
は
僧
侶
の
存
在

が
な
く
、
僧
・
坊
主
は
行
事
運
営
に
タ
ッ
チ
し
て
い

な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
道
場
役
と
い
う
僧
侶
的
身

分
の
者
が
運
営
に
当
っ
て
い
る
が
、
こ
の
道
場
役
を

僧
・
坊
主
に
含
め
る
か
ど
う
か
で
判
断
が
分
か
れ
て

し
ま
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
筆
者
は
あ
く
ま
で
道
場
役

を
門
徒
側
の
代
表
者
と
見
る
も
の
で
あ
る
。
地
理
的

理
由
で
正
式
な
僧
侶
が
来
往
す
る
こ
と
が
な
い
た
め

に
、
臨
時
に
道
場
役
が
代
行
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
態

に
あ
り
、
「
回
壇
ご
の
よ
う
に
僧
侶
が
ま
わ
っ
て
来

て
報
思
議
な
ど
の
真
宗
行
事
を
執
り
行
な
う
正
式
な

も
の
が
あ
る
(
現
在
は
こ
れ
す
ら
衰
え
て
き
て
い
る

と
い
う
)
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
頼
母
子
講
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
そ
の
構

成
員
に
よ
っ
て
運
営
費
(
本
山
へ
の
士
山
納
金
お
よ
び

本
山
参
り
に
必
要
な
費
用
が
大
部
分
を
占
め
て
い
る

と
思
わ
れ
る
)
が
賄
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
門
徒
主
催

型
の
行
事
で
あ
る
と
い
え
る
。

さ
ら
に
、
「
蓮
如
き
ま
」
を
運
ぶ
者
が
穴
馬
の
各

部
落
内
か
ら
選
ば
れ
て
い
た
こ
と
も
、
門
徒
主
催
型

の
行
事
で
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
二
つ
の
「
レ
ン
ニ
ョ
サ
ン
」
に
つ
い
て

み
て
み
よ
う
。
こ
れ
ら
の
行
事
の
主
体
者
は
誰
な
の

か
を
考
え
る
と
、
結
論
的
に
は
門
徒
側
に
主
導
権
が

あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
レ
ン
ニ
ョ
サ
ン
」

は
、
東
西
両
本
願
寺
の
吉
崎
別
院
の
大
き
な
ド
ル
箱

と
な
っ
て
お
り
、
別
院
収
入
の
大
部
分
を
占
め
る
。

法
要
の
部
分
は
僧
侶
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
あ

く
ま
で
蓮
如
御
影
を
携
え
て
巡
行
す
る
門
徒
(
そ
の

責
任
者
が
宰
領
と
呼
ば
れ
る
門
徒
の
中
か
ら
選
ば
れ

た
人
物
で
あ
る
)
に
こ
の
行
事
を
主
宰
す
る
権
限
が

あ
る
と
見
る
わ
け
で
あ
る
。

た
だ
、
大
谷
派
の
「
レ
ン
ニ
ヨ
サ
ン
」
の
立
寄
所

の
一
部
に
蓮
如
ゆ
か
り
(
そ
れ
が
史
実
で
あ
っ
て
も

伝
承
・
伝
説
で
あ
っ
て
も
構
わ
な
い
。
伝
承
し
て
来

た
人
達
に
と
っ
て
は
そ
れ
が
真
実
で
あ
っ
た
の
だ
か

ら
)
の
寺
々
が
あ
る
こ
と
は
、
以
上
の
規
定
を
少
し

破
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。
蓮
如
の
絵
像
を
迎
え
る
側
の
寺
院
に
あ
っ
て
は
、

す
で
に
慣
例
化
し
年
中
行
事
の
一
つ
と
し
て
定
着
し

て
い
る
例
も
見
ら
れ
る
。
自
分
の
寺
が
「
レ
ン
ニ
ヨ

サ
ン
」
を
実
施
・
運
営
し
て
い
る
と
い
う
自
負
が
生

ま
れ
で
も
不
思
議
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
お

立
寄
り
を
機
に
蓮
如
上
人
の
書
か
れ
た
六
字
名
号

(
こ
れ
ま
た
、
蓮
如
の
真
筆
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う

と
構
わ
な
い
こ
と
は
言
を
待
た
な
い
)
や
蓮
如
上
人

絵
伝
な
ど
の
寺
宝
が
開
帳
さ
れ
、
参
詣
の
人
々
に
拝

ま
せ
る
よ
う
な
寺
院
も
出
現
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
大
谷
派
の
「
レ
ン
ニ
ョ
サ
ン
」
に

あ
っ
て
は
寺
院
主
催
型
の
パ
タ
ー
ン
も
混
在
せ
ざ
る

を
得
な
い
状
況
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
の
寺
院
が
そ
の
地
域
の
一
つ
の
宗
教
的
拠
点
と
し

て
、
参
集
し
て
く
る
門
徒
達
の
蓮
如
へ
の
崇
拝
の
念

を
育
て
て
い
き
、
門
徒
の
蓮
如
信
仰
の
表
明
の
場
と

し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
本
願
寺
派
の
「
レ
ン
ニ
ヨ
サ
ン
」
に
あ
っ

て
は
、
別
院
の
世
話
方
が
そ
の
中
心
と
な
っ
て
当
年

の
立
寄
所
を
選
ん
で
い
る
。
そ
の
方
法
は
巡
回
予
定

地
域
の
門
徒
側
よ
り
の
前
々
か
ら
の
希
望
を
も
取
り

入
れ
て
決
定
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
中
に
は
毎
年
決
め
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ら
れ
た
立
寄
所
も
含
ま
れ
て
い
る
。
巡
回
予
定
ル
ー

ト
は
毎
年
少
し
づ
っ
変
わ
る
た
め
、
順
路
の
決
定
に

あ
た
っ
て
別
院
職
員
と
緊
密
に
相
談
し
な
が
ら
、
そ

こ
に
関
与
し
て
い
る
世
話
方
が
中
心
と
な
っ
て
決
定

し
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
門
徒
主
催
型
の
性
格
が
出

て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

「
レ
ン
ニ
ョ
サ
ン
」
全
体
を
な
が
め
る
時
、
い
ず

れ
の
派
に
お
い
て
も
そ
の
主
流
は
門
徒
主
催
型
の
行

事
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
と
言
え
る
の
で

あ
る
。以

上
、
現
在
の
運
営
状
況
あ
る
い
は
発
表
さ
れ
た

時
点
で
の
状
況
か
ら
の
判
断
と
し
て
、
穴
馬
で
の
順

村
と
寸
レ
ン
ニ
ヨ
サ
ン
」
の
性
格
づ
け
を
思
い
つ
く

ま
ま
断
片
的
に
素
描
し
、
分
析
を
試
み
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。

75 

、王
(1)

「
い
ず
み
村
の
生
活
文
化
L

(

『
ふ
る
さ
と
和
泉
』
の

分
冊
)
一
二
三

i
一
二
四
頁
。

ま
た
、
「
い
ず
み
村
の
伝
説
と
民
話
L

(

九
四

1
九
五

頁
)
に
も
ほ
ぼ
同
文
の
も
の
が
載
っ
て
い
る
。

な
お
、
引
用
文
中
の
「
:
:
:
し
は
省
略
を
意
味
す
る
。

(2)

『
真
宗
新
辞
典
』
三
六
九
頁
。

阿
部

蓮
知
信
仰
の
一
考
察
側

(3)
こ
の
よ
う
な
蓮
如
の
門
徒
へ
の
接
し
方
に
つ
い
て
は
、
な
お
、
こ
れ
ら
の
条
文
は
、
そ
の
他
の
言
行
録
類
も
含
め

没
後
間
も
な
い
頃
よ
り
、
彼
の
子
息
た
ち
ゃ
呪
近
の
門
弟
た
て
、
笠
原
一
男
氏
に
よ
っ
て
「
蓮
如
の
論
語
」
と
し
て
現
代

ち
に
よ
っ
て
著
わ
さ
れ
た
数
多
く
の
語
録
・
一
言
行
録
と
い
っ
語
訳
き
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
o

『
不
滅
の
人
・
蓮

た
も
の
に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
参
考
の
た
め
、
そ
の
如
』
一
八
九

i
二
O
五
頁
。
一
九
九
三
(
平
成
五
年
)
刊
、

幾
つ
か
を
引
用
し
て
お
く
。
な
お
、
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
世
界
聖
典
刊
行
協
会
。

漢
字
を
付
し
た
。

(4)
千
葉
乗
隆
著
『
中
部
山
村
社
会
の
真
宗
』
一
六
四
頁
。

(

捨

)

(

皆

)

①
仰
ニ
、
身
ヲ
ス
テ
冶
平
座
ニ
テ
ミ
ナ
ト
同
座
ス
ル
ハ
、
聖
な
お
、
千
葉
氏
は
美
濃
の
上
神
路
で
の
調
査
を
発
表
き
れ

(
人
)
(
皆
)

人
ノ
仰
-
一
四
海
ノ
信
心
ノ
ヒ
ト
ハ
ミ
ナ
兄
弟
ト
仰
ラ
レ
タ
レ
て
い
る
が
、
「
い
ず
み
村
の
生
活
文
化
」
に
お
い
て
は
越
前

(
言
葉
)
(
如
)

ハ
、
ワ
レ
モ
ソ
ノ
御
コ
ト
ハ
ノ
コ
ト
ク
ナ
リ
、
又
同
座
ヲ
モ
荷
暮
の
も
の
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

(
問
)

シ
テ
ア
ラ
ハ
、
不
審
ナ
ル
事
ヲ
モ
ト
ヘ
カ
シ
、
信
ヲ
ヨ
ク

(
5
)
坪
内
晋
著
『
白
山
山
麓
の
真
宗
発
展
と
道
場
の
研
究
』

(

謹

)

(

願

)

ト

レ

カ

シ

ト

ノ

、

一

不

カ

イ

ナ

リ

ト

仰

候

キ

。

五

0
1
五
一
頁
。

(

持

)

(

遍

)

②
仰
ニ
、
オ
レ
ハ
門
徒
ニ
モ
タ
レ
タ
リ
ト
、
ヒ
ト
へ
ニ
門
徒
遍
照
寺
の
唯
宗
と
穴
馬
門
徒
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
千

(
養
)

ニ
ヤ
シ
ナ
ハ
ル
〉
ナ
リ
、
聖
人
ノ
仰
ニ
ハ
、
弟
子
一
人
モ
モ
葉
氏
も
重
松
明
久
氏
も
そ
れ
ぞ
れ
の
著
作
に
触
れ
ら
れ
て
い

(
友
・
朋
)

タ
ス
ト
、
タ
も
ト
モ
ノ
同
行
ナ
リ
、
ト
仰
候
キ
ト
ナ
リ
。
る
。

以
上
『
第
八
祖
御
物
語
空
菩
聞
書
』

(
6
)

『
京
都
市
の
地
名
』
「
日
本
歴
史
地
名
大
系
幻
L

平

こ
れ
ら
は
『
真
宗
史
料
集
成
第
二
巻
蓮
如
と
そ
の
教
凡
社
一
九
七
九
(
昭
和
五
四
年
)
刊
、
九
六
三
頁
。

団
』
四
三
二
頁
に
載
る
も
の
で
あ
る
。

(
7
)

『
真
宗
新
辞
典
』
四
四

O
頁。

③
仏
法
ノ
讃
嘆
ノ
ト
キ
、
同
行
ヲ
カ
タ
/
¥
ト
申
ハ
平
外
也
。

(
8
)
故
佐
々
木
孝
正
著
『
仏
教
民
俗
史
の
研
究
』
二
六
二
頁
。

(
普
)
(
由
)

御
カ
タ
/
¥
ト
申
テ
ヨ
キ
ヨ
シ
仰
コ
ト
ニ
候
ト
云
云
。

(
9
)
千
葉
氏
前
掲
書
一
六
四
頁
。

(
悪
)

④
同
仰
云
。
御
門
徒
ヲ
ア
シ
ク
申
コ
ト
、
ユ
メ
/
¥
ア
ル
マ
(
叩
)
経
谷
芳
隆
著
『
本
願
寺
風
物
誌
』
三
六
頁
、
永
田
文
回
目

(
侍
)

シ
ク
候
。
巳
ニ
関
山
ハ
御
同
行
御
同
朋
ト
御
カ
シ
ツ
キ
候
ニ
、
堂
、
平
成
二
年
刊
。
そ
の
初
版
は
昭
和
三
二
年
。
度
々
改
訂

(

曲

事

)

酬
明
爾
ニ
存
ス
ル
ハ
ク
セ
コ
ト
ノ
由
仰
ラ
レ
候
キ
。
を
経
て
い
る
が
、
昭
和
三

0
年
代
の
記
録
で
あ
っ
た
と
み
て

以

上

『

蓮

如

上

人

一

一

詩

記

(

実

悟

旧

記

)

』

よ

い

。

こ
れ
ら
も
『
真
宗
史
料
集
成
第
二
巻
』
に
、
③
は
四
六
(
日
)
坪
内
氏
前
掲
書
五

O
頁。

三
頁
に
、
④
は
四
六
六
頁
に
そ
れ
ぞ
れ
収
録
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
坪
内
氏
は
「
袴
の
同
行
L

と
呼
ば
れ
て
い
た
と
す
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四
十
巻
四
号

76 

る
。
表
記
上
の
誤
り
か
と
思
わ
れ
る
が
、
持
(
か
み
し
も
)

は
、
肩
衣
(
か
た
ぎ
ぬ
、
上
に
着
け
る
)
と
袴
(
は
か
ま
、

下
に
着
け
る
)
を
同
じ
色
で
染
め
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
袴

と
梓
を
ほ
と
ん
ど
同
じ
意
味
あ
い
で
使
わ
れ
た
も
の
と
解
し

て
よ
い
と
恩
わ
れ
る
。

(
ロ
)
『
真
宗
史
料
集
成
第
二
巻
』
五
四
七
頁
。

(
日
)
こ
の
頃
、
『
真
宗
新
辞
典
』
三
六
八
二
ニ
七
三
頁
な
ど
の

解
説
に
よ
っ
た
。

(U)
ち
な
み
に
『
第
八
祖
御
物
語
空
善
開
書
』
に
は
次
の
よ

う
に
記
し
て
い
る
。

(
斎
)

廿
二
日
朝
ノ
御
時
、
浄
恵
、
福
田
寺
:
:

(
斎
)

廿
三
日
御
時
、
本
遇
寺
。

(
斎
)

廿
四
日
御
時
、
道
顕
。
:
:
-

『
真
宗
史
料
集
成
第
二
巻
』
四
二

O
頁。

(
日
)
『
真
宗
新
辞
典
』
六
三
頁
。

『
本
願
寺
風
物
誌
』
に
は
こ
の
お
斎
・
非
時
に
関
し
て
次

の
よ
う
な
興
味
深
い
記
述
が
あ
る
。

こ
の
斎
・
非
時
の
料
理
は
古
来
の
風
儀
が
あ
っ
て
、
遠

方
の
同
行
が
持
ち
帰
っ
て
、
参
ら
な
か
っ
た
近
所
の
人
々

に
も
、
配
っ
て
い
た
ゾ
か
れ
る
よ
う
に
、
調
理
が
し
で
あ

っ
て
、
昔
か
ら
焼
豆
腐
な
ど
を
嵩
に
く
く
っ
て
、
持
ち
帰

る
同
行
も
あ
っ
た
な
ど
、
言
い
伝
え
て
い
る
。

(
同
書
四
O
頁
)

こ
れ
は
、
次
項
で
載
せ
る
。
お
ぜ
ん
を
払
い
下
げ
る
。
こ
と

を
料
理
人
側
か
ら
支
え
続
け
て
き
た
こ
と
を
表
わ
す
も
の
で

あ
る
。

(
日
)
こ
の
項
、
故
佐
々
木
孝
正
氏
『
仏
教
民
俗
史
の
研
究
』

二
O
四
頁
に
よ
っ
た
。

(
口
)
笠
原
氏
『
不
滅
の
人
・
蓮
如
』
一
九
九
i
二
O
二
頁
。

(
日
)
こ
の
消
息
は
、
注

(
5
)
で
も
触
れ
た
が
、
「
千
葉
氏
」

『
中
部
山
村
社
会
の
真
宗
』
(
一
六
三
頁
)
・
「
重
松
氏
」

『
穴
馬
の
民
俗
』
(
一

O
三
頁
)
・
「
坪
内
氏
」
『
白
山
山
麓

の
真
宗
の
発
展
と
道
場
の
研
究
』
(
五

O
頁
)
な
ど
に
そ
れ

ぞ
れ
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

(
川
口
)
木
場
明
志
著
「
真
宗
と
習
俗
信
仰
」
『
北
陸
の
民
俗
』

第
六
集
所
収
、
平
成
元
年
刊
。
同
著
一
三
頁
。
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