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前
回
は
大
谷
派
の
「
レ
ン
ニ
ョ
サ
ン
」
と
い
う

年
中
行
事
を
通
し
て
筆
者
な
り
の
蓮
如
観
を
描
い

た
の
で
あ
る
が
、
今
回
は
本
願
寺
派
で
実
施
さ
れ

て
い
る
も
う
一
つ
の
「
レ
ン
ニ
ヨ
サ
ン
」
を
紹
介

し
て
い
こ
、
7
0

三
の
同
本
願
寺
派
の
「
レ
ン
ニ
ョ
サ
ン
」

春
弥
生
下
旬
、
吉
崎
別
院
で
の
「
蓮
如
忌
」
に
あ

た
っ
て
、
京
都
の
東
本
願
寺
よ
り
ご
下
向
さ
れ
る
有

名
な
蓮
如
御
影
と
は
別
に
、
い
ま
一
つ
の
蓮
如
御
影

が
毎
年
七
月
初
め
に
吉
崎
と
福
井
の
聞
を
巡
行
し
て

い
る
。
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
で
行
わ
れ
て
い
る
も
の

で
、
本
願
寺
派
で
は
「
蓮
如
上
人
真
影
下
向
(
あ
る

い
は
御
帰
山
)
」
と
呼
ん
で
い
る
。
蓮
如
御
影
も
「
蓮

如
上
人
真
影
」
と
称
し
て
い
る
の
で
本
稿
も
こ
れ
に

従
っ
て
お
こ
う
。

先
に
も
書
い
た
が
、
本
願
寺
派
の
「
レ
ン
ニ
ョ
サ

ン
」
の
調
査
報
告
は
看
見
の
限
り
な
い
。
筆
者
は
去

る
昭
和
四
十
六
年
に
あ
る
程
度
ま
で
の
実
態
を
知
る

機
会
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
一
応
ま
と
め
て
卒
業
論
文

の
一
部
分
と
し
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
昭
和
六
十
三
年

七
月
に
は
な
が
く
念
願
と
な
っ
て
い
た
巡
行
の
随
行

も
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
時
の
メ
モ
と
知
り
得
た
諸
文
献
を
も
と
に
、

世
に
知
ら
れ
る
こ
と
な
く
さ
さ
や
か
に
続
け
ら
れ
て

き
た
い
ま
一
つ
の
「
レ
ン
ニ
ョ
サ
ン
」
を
明
ら
か
に

し
て
お
こ
、
7
。

き
て
、
吉
崎
・
福
井
間
約
四

0
キ
ロ
を
巡
行
す
る

蓮
如
真
影
は
通
常
本
願
寺
派
吉
崎
別
院
の
境
内
に
あ

ち
ゅ
う
し
ゅ
う
ど
う
〔

l
v

る
立
派
な
「
中
宗
堂
」
に
奉
掲
き
れ
て
い
る
。
こ
の

中
宗
堂
に
お
い
て
参
詣
す
る
善
男
善
女
の
礼
拝
を
た

え
ず
受
け
て
い
る
。
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
下
向
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先
の
福
井
別
院
で
も
巡
行
す
る
各
地
域
の
立
寄
所
で

も
蓮
如
上
人
の
御
姿
、
す
な
わ
ち
蓮
如
真
影
を
拝
む

こ
と
は
で
き
な
い
。

「
レ
ン
ニ
ョ
サ
ン
」
の
下
向
出
発
は
七
月
一
日
か

二
日
の
早
朝
で
あ
る
。
一
日
出
発
時
は
永
平
寺
の
各

地
を
巡
行
す
る
た
め
時
間
が
足
ら
ず
、
一
泊
し
て
福

井
別
院
へ
と
向
か
う
た
め
一
日
早
く
出
る
の
で
あ
る
。

一
一
日
出
発
の
時
は
迂
回
せ
ず
に
直
接
福
井
へ
と
向
か

う
こ
と
に
な
る
。

蓮
如
真
影
は
「
御
箱
」
に
収
め
ら
れ
て
巡
行
す
る

ひ
つ
ぎ

の
だ
が
、
そ
の
「
御
箱
」
は
恒
恨
の
よ
う
な
木
箱
で
、

大
谷
派
の
も
の
よ
り
幾
ら
か
小
振
り
で
、
一
人
で
捧

げ
持
つ
こ
と
が
で
き
る
大
き
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
御

輿
に
入
れ
ら
れ
て
、
御
輿
は
軽
ト
ラ
ッ
ク
に
乗
せ
ら

れ
て
、
士
口
崎
か
ら
金
津
町
各
地
、
丸
岡
町
各
地
と
巡
っ

て
い
く
。
吉
崎
別
院
輪
番
か
副
輪
番
を
随
行
長
と
し

て
、
随
員
約
四

O
名
の
大
部
隊
の
一
行
が
マ
イ
ク
ロ

バ
ス
・
乗
用
車
二
台
(
別
院
か
ら
の
記
念
品
を
積
ん

だ
一
台
と
随
行
長
を
乗
せ
た
一
台
)
・
御
輿
を
乗
せ

た
軽
ト
ラ
ッ
ク
の
四
台
編
成
で
進
ん
で
い
く
。

各
立
寄
所
に
着
く
と
、
蓮
如
真
影
は
輿
ご
と
家
の

中
に
臨
員
の
肩
に
担
が
れ
て
入
っ
て
い
く
。
す
ぐ
に

勤
行
が
始
め
ら
れ
る
。
勤
行
は
短
い
偽
文
(
歎
仏
偽

を
あ
げ
る
。
讃
仏
偽
と
も
い
う
)
・
短
念
仏
・
願
以
廻

向
の
順
に
随
行
長
導
師
の
も
と
、
参
拝
者
も
唱
和
し

て
勤
ま
る
。
引
き
続
き
、
随
行
長
に
よ
り
「
レ
ン
ニ
ヨ

サ
ン
」
の
由
来
と
と
も
に
説
教
が
な
さ
れ
る
。
そ
れ

が
済
む
と
輿
前
に
供
え
ら
れ
た
焼
香
台
へ
参
拝
者
が

合
掌
し
て
お
参
り
す
る
。
こ
の
よ
う
な
蓮
如
忌
習
俗

が
一
日
中
繰
り
返
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

昔
は
全
コ

l
ス
御
輿
を
肩
に
担
い
で
運
ん
だ
と
い

う
。
そ
れ
は
長
く
続
け
ら
れ
た
よ
う
で
、
現
在
四

O

名
近
く
の
随
行
員
が
あ
る
こ
と
に
そ
の
名
残
り
を
止

め
て
い
る
。
車
社
会
の
発
展
の
影
響
か
ら
か
、
担
い

て
運
ぶ
こ
と
か
ら
荷
車
に
乗
せ
て
、
さ
ら
に
軽
ト

ラ
ッ
ク
に
か
わ
り
、
あ
っ
と
い
う
聞
に
村
々
を
通
り

過
ぎ
て
い
く
。
そ
う
し
た
姿
に
は
、
大
谷
派
の
一
週

間
全
行
程
徒
歩
に
く
ら
べ
て
、
季
節
は
ず
れ
の
感
と

と
も
に
伝
統
行
事
の
重
さ
と
い
う
も
の
が
な
か
な
か

感
じ
ら
れ
な
い
の
は
筆
者
の
み
だ
ろ
う
か
。

七
月
二
日
夕
方
、
福
井
別
院
に
入
る
と
す
ぐ
に
真

影
は
本
堂
右
余
聞
に
御
輿
の
ま
ま
安
置
さ
れ
る
。
そ

さ
ん
ご
う

れ
よ
り
一

0
日
間
「
蓮
如
上
人
讃
仰
法
要
」
が
厳
修

さ
れ
る
。
讃
仰
法
要
と
い
っ
て
も
特
別
な
法
事
を
勤

め
る
わ
け
で
は
な
く
、
時
期
的
に
い
わ
ゆ
る
永
代
経

法
要
が
一

0
日
間
続
け
ら
れ
る
だ
け
の
よ
う
だ
。

七
月
十
一
日
朝
早
く
、
蓮
如
真
影
は
福
井
別
院
を

出
発
し
て
御
帰
山
コ
ー
ス
を
運
ば
れ
て
い
く
。

昭
和
六
十
三
年
当
時
の
コ

l
ス
は
、

福
井
別
院
↓
福
井
市
内
↓
春
江
町
↓
丸
岡
町
↓

坂
井
町
↓
芦
原
町
↓
金
津
町
↓
吉
崎
別
院

と
な
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
昭
和
四
十
六
年
の
調
査
で
は
、
次
の
よ

う
に
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
一
年
交
替
で
次
の
コ
ー

ス
を
巡
る
。

①
福
井
別
院
↓
福
井
市
内
↓
春
江
町
↓
坂
井
町
↓

金
津
町
↓
細
呂
木
↓
吉
崎
別
院

②
福
井
別
院
↓
福
井
市
川
西
方
面
↓
春
江
町
↓
芦

原
町
↓
吉
崎
別
院

な
お
、
下
向
コ

l
ス
も
三
ル
ー
ト
あ
る
と
い
う
。

立
寄
所
に
よ
っ
て
は
五

1
六
年
の
サ
イ
ク
ル
で
巡
っ

て
く
る
勘
定
に
な
る
。
覚
え
に
く
い
と
感
じ
た
。
こ

れ
も
年
毎
に
少
し
づ
っ
変
化
し
て
い
る
よ
う
だ
。

「
レ
ン
ニ
ョ
サ
ン
」
の
世
話
は
「
吉
崎
別
院
世
話

世
話
方
」
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
そ
の
世
話
方
の
大
半

は
、
吉
崎
周
辺
に
住
む
農
家
の
門
徒
で
あ
り
、
そ
の

他
各
立
寄
地
の
世
話
方
も
少
し
く
い
る
。
「
レ
ン
ニ
ヨ

サ
ン
」
に
参
加
し
て
蓮
如
真
影
と
と
も
に
巡
行
す
る

人
は
、
主
と
し
て
「
吉
崎
別
院
世
話
世
話
方
」
の
中

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）



81 

よ
り
選
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
時
に
は
世

話
方
以
外
の
門
徒
の
方
が
一
生
に
三
度
奉
供
し
た
い

と
参
加
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に

随
行
す
る
人
は
自
主
的
参
加
に
よ
る
わ
け
で
あ
る
。

世
話
方
が
本
願
寺
派
士
口
崎
別
院
に
集
ま
り
、
基
本

的
な
巡
行
計
画
を
た
て
る
。
こ
の
時
点
で
ほ
ぼ
当
年

の
巡
回
ル
ー
ト
が
決
定
さ
れ
る
。
個
々
の
お
立
寄
の

家
に
つ
い
て
は
、
各
地
区
の
世
話
方
が
立
寄
希
望
を

聞
い
て
、
四
・
五
月
の
「
レ
ン
ニ
ヨ
サ
ン
」
の
頃
に

は
最
終
決
定
が
な
さ
れ
る
。
毎
年
必
ず
立
寄
る
家
も

あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
は
毎
年
入
れ
替
わ
っ
て
違
っ
た

家
を
選
ん
で
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

本
願
寺
派
の
「
レ
ン
ニ
ヨ
サ
ン
」
の
主
役
で
あ
る

蓮
如
真
影
は
、
蓮
如
上
人
が
文
明
七
年
(
一
四
七
五
)

八
月
下
旬
六
十
一
歳
に
て
吉
崎
退
去
の
折
、
北
国
一

円
の
門
弟
た
ち
の
た
め
に
カ
タ
ミ
と
し
て
書
き
残
さ

れ
た
画
像
で
あ
る
と
伝
承
き
れ
て
い
る
。
大
谷
派
の

蓮
如
御
影
伝
承
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
お
も
し

ろ
い
。真

影
の
裏
書
に
つ
い
て
は
、

蓮

如

上

人

真

影

釈

准

如

(

書

判

)

慶
長
十
六
年
辛
亥
五
月
廿
二
日

越
前
国
坂
井
郡
金
津
上
野
吉
崎
廿
五
日
講
中

阿
部

蓮
如
信
仰
の
一
考
察

(二)

と

な

っ

て

い

る

と

の

こ

と

で

あ

っ

た

。

伺

う

こ

と

が

で

き

た

。

以
上
で
本
願
寺
派
の
「
レ
ン
ニ
ヨ
サ
ン
」
の
概
略
前
日
に
本
願
寺
派
吉
崎
別
院
の
方
へ
七
月
二
日
が

を
終
わ
る
が
、
昭
和
四
十
六
年
当
時
の
吉
崎
別
院
副
御
下
向
の
日
で
す
ね
と
確
認
の
電
話
を
入
れ
た
の
だ

輪
番
の
佐
々
木
教
応
師
に
は
深
く
感
謝
す
る
次
第
で
が
、
永
平
寺
の
方
へ
廻
る
た
め
、
七
月
一
日
の
朝
早

あ
る
。
筆
者
の
調
査
依
頼
に
心
よ
く
引
き
受
け
ら
れ
、
く
士
口
崎
を
立
た
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
時

懇
切
で
い
ね
い
な
文
面
で
ご
返
事
を
い
た
だ
い
た
。
に
電
話
に
出
て
こ
ら
れ
た
の
が
、
先
述
の
佐
々
木
教

こ

こ

に

特

記

す

る

も

の

で

あ

る

。

応

師

(

今

は

す

で

に

故

人

)

の

ご

子

息

の

方

で

あ

っ

次
に
、
昭
和
六
十
三
年
の
「
レ
ン
ニ
ヨ
サ
ン
」
の
た
。
故
人
の
ご
冥
福
を
祈
る
と
と
も
に
、
不
可
思
議

随

行

記

録

を

記

し

て

お

こ

う

。

な

め

ぐ

り

合

わ

せ

、

強

い

御

縁

と

い

う

も

の

を

感

じ

蓮

如

上

人

真

影

御

下

向

随

行

記

た

次

第

で

、

あ

え

て

付

記

す

る

。

昭
和
六
十
三
年
七
月
二
日
早
朝
六
時
す
ぎ
、
吉
田
そ
ん
な
訳
で
、
御
下
向
随
行
は
二
日
間
の
う
ち
一

郡
永
平
寺
町
上
浄
法
寺
に
あ
る
西
村
嘉
一
家
へ
車
で
日
だ
け
の
も
の
と
な
り
大
変
残
念
で
あ
っ
た
。

急
ぐ
。
同
家
を
捜
し
当
て
て
お
伺
い
す
る
と
、
す
で
西
村
家
を
お
い
と
ま
し
て
、
浄
法
寺
の
天
谷
道

に
「
蓮
如
上
人
真
影
」
は
立
た
れ
た
後
だ
っ
た
。
広
場
・
吉
波
の
尾
川
道
場
を
経
て
、
七
時
半
ご
ろ
、
栃

い
家
の
中
は
ふ
と
ん
と
仕
出
屋
の
料
理
箱
で
雑
然
と
原
の
尾
西
英
男
家
の
前
で
や
っ
と
「
レ
ン
ニ
ョ
サ
ン
」

し
て
い
た
。
四

O
人
近
く
の
人
々
が
西
村
家
に
泊
の
一
行
に
追
い
つ
く
こ
と
が
で
き
た

0

マ
イ
ク
ロ
パ

ま

っ

た

た

め

で

あ

る

。

ス

が

在

所

の

せ

ま

い

道

に

入

り

込

ん

で

い

る

。

運

転

早
朝
お
勤
め
が
あ
り
、
本
願
寺
派
吉
崎
別
院
の
輪
手
に
「
レ
ン
ニ
ヨ
サ
ン
」
で
す
か
と
遠
慮
が
ち
に
開

番
(
「
レ
ン
ニ
ョ
サ
ン
」
の
随
行
長
で
あ
る
)
の
お
説
く
と
そ
う
だ
と
答
え
た
。

教
が
あ
っ
て
、
時
間
通
り
に
立
た
れ
た
と
い
う
。
家
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
が
な
ぜ
必
要
な
の
か
は
す
ぐ
に
分

の
入
口
に
は
「
蓮
如
上
人
真
影
御
下
向
お
泊
り
」
の
か
っ
た
。
尾
西
家
か
ら
蓮
如
真
影
を
収
め
た
御
輿
が

張
り
紙
が
あ
っ
た
。
永
平
寺
町
へ
は
三

i
四
年
に
一
出
て
く
る
と
、
人
々
が
合
掌
し
て
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
追
い

度
の
割
合
で
お
立
寄
り
が
あ
る
と
西
村
家
の
方
よ
り
す
が
る
よ
う
に
つ
い
て
く
る
の
で
あ
っ
た
。
見
送
り
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の
門
徒
の
方
々
か
と
思
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん

ど
が
パ
ス
に
乗
り
込
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。

久
し
振
り
に
こ
の
在
所
に
訪
れ
た
「
レ
ン
ニ
ョ
サ

ン
」
に
お
会
い
し
よ
う
と
集
ま
っ
て
こ
ら
れ
た
門
徒

の
方
々
は
、
お
念
仏
の
声
と
と
も
に
合
掌
し
て
深
く

頭
を
た
れ
て
御
輿
を
見
送
っ
て
い
る
。
御
輿
は
軽
ト

ラ
ッ
ク
に
乗
せ
ら
れ
、
「
蓮
如
上
人
御
影
」
と
染
め
ぬ

か
れ
た
旗
を
な
び
か
せ
て
も
と
来
た
道
を
戻
っ
て

い
っ
た
。
一
方
、
集
っ
た
門
徒
の
方
々
に
は
お
供
え

と
し
て
飾
ら
れ
て
い
た
駄
菓
子
が
家
人
に
よ
っ
て
配

ら
れ
て
い
た
。

随
行
長
で
あ
る
吉
崎
別
院
の
輪
番
と
役
員
僧
の

乗
っ
た
車
、
御
輿
を
乗
せ
た
軽
ト
ラ
ッ
ク
、
門
徒
世

話
方
の
車
、
そ
し
て
随
員
総
勢
三
十
五
人
を
乗
せ
た

マ
イ
ク
ロ
バ
ス
、
こ
れ
が
本
願
寺
派
の
「
レ
ン
ニ
ヨ

サ
ン
」
の
一
行
で
あ
る
。
一

O
名
ぐ
ら
い
の
随
員
で

全
コ

l
ス
徒
歩
で
巡
行
す
る
大
谷
派
の
も
の
を
見
慣

れ
た
筆
者
に
と
っ
て
、
な
か
な
か
イ
メ
ー
ジ
の
わ
か

な
い
陣
容
で
あ
っ
た
。
大
変
な
大
世
帯
で
あ
り
、
ス

ピ
ー
ド
感
あ
ふ
れ
る
「
レ
ン
ニ
ヨ
サ
ン
」
な
の
で
あ
っ

た

か
つ
て
、
学
校
の
用
務
員
の
お
じ
さ
ん
や
ト
ウ
フ

屋
さ
ん
な
ど
が
鳴
ら
し
て
い
た
カ
ネ
を
ふ
り
鳴
ら
し

て
、
蓮
如
真
影
を
乗
せ
た
軽
ト
ラ
ッ
ク
の
荷
台
に
頑

張
っ
て
い
る
門
徒
側
随
員
の
責
任
者
が
「
レ
ン
ニ
ヨ

サ
ン
」
の
出
発
と
到
着
、
在
所
の
通
過
を
知
ら
せ
て

い
た
。
た
だ
し
、
車
で
の
移
動
で
あ
る
た
め
、
沿
道

ぞ
い
の
家
で
も
「
レ
ン
ニ
ヨ
サ
ン
」
の
お
通
り
が
-
分

か
ら
な
い
こ
と
が
多
く
、
必
ず
カ
ネ
を
鳴
ら
し
て
ほ

し
い
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
真
影
を
車
に

乗
せ
て
運
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
二

O
i
三一

O
年
以

前
よ
り
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

尾
西
家
出
発
は
八
時
十
六
分
。
浄
法
寺
橋
を
わ
た

り
、
九
頭
竜
川
の
反
対
側
に
あ
る
光
明
寺
の
加
藤
伯

一
氏
宅
へ
向
う
。
同
家
到
着
八
時
三
十
分
。
役
員
僧

や
随
行
員
に
よ
っ
て
捧
げ
持
た
れ
た
御
箱
が
そ
の
家

の
中
に
入
っ
て
い
く
と
、
待
ち
受
け
た
門
徒
の
人
々

の
聞
か
ら
念
仏
の
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。

こ
こ
で
臨
行
の
人
々
に
目
を
向
け
て
み
た
。
福
井

別
院
と
吉
崎
別
院
の
は
っ
ぴ
を
着
た
人
が
混
っ
て
い

る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
別
院
の
世
話
方
を
表
わ
し
て
い
る
。

木
製
の
奏
銭
箱
を
下
げ
た
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
多
く
、

中
に
は
四

O
年
近
く
も
随
行
参
加
し
て
お
ら
れ
る
腰

の
曲
っ
た
老
女
が
と
て
も
印
象
的
で
あ
っ
た
。
御
輿

を
軽
ト
ラ
ッ
ク
か
ら
出
し
入
れ
す
る
人
も
決
っ
て
い
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る
よ
う
で
あ
り
、
カ
ネ
を
鳴
ら
す
人
が
そ
の
ま
ま
出

し
入
れ
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
人
が
門
徒
側
の

責
任
者
で
あ
り
、
立
寄
り
の
門
徒
の
家
と
の
交
渉
は

す
べ
て
こ
の
人
を
通
し
て
行
わ
れ
る
。
大
谷
派
の
場

合
、
道
中
妻
銭
は
布
製
の
も
の
で
集
め
ら
れ
る
。
富
貴

銭
袋
で
歩
け
ば
負
担
に
な
ら
な
い
た
め
だ
ろ
う
。
こ

ん
な
と
こ
ろ
に
も
両
派
の
差
と
い
う
も
の
を
感
じ
た

こ
と
で
あ
る
。

加
藤
家
出
発
八
時
五
十
五
分
。
同
じ
在
所
の
斉
川

覚
信
氏
宅
へ
向
う
。
到
着
は
九
時
五
分
。
御
輿
の
ま

ま
同
家
に
入
り
、
蓮
如
真
影
は
仏
壇
前
に
奉
安
さ
れ

る
。
御
輿
の
前
に
は
華
や
ろ
う
そ
く
が
飾
ら
れ
、
焼

香
が
で
き
る
よ
う
に
香
炉
が
置
い
て
あ
る
。
お
勤
、

説
教
の
後
、
参
詣
者
全
員
が
次
々
に
焼
香
し
て
い
く

の
で
あ
る
。

斉
川
家
出
発
九
時
二
十
九
分
。
上
谷
口
の
渡
辺
行

男
氏
宅
へ
と
急
ぐ
。
同
家
着
九
時
三
十
五
分
。
例
の

ご
と
く
、
勤
行
・
説
教
・
焼
香
と
続
く
。

渡
辺
家
出
発
十
時
十
分
。
東
古
市
を
ま
わ
っ
て
大

本
山
永
平
寺
の
方
向
へ
向
っ
て
、
山
村
の
山
諏
生
活

改
善
セ
ン
タ
ー
に
到
着
し
た
の
は
十
時
二
十
三
分
。

同
セ
ン
タ
ー
は
、
入
口
に
鐙
が
吊
さ
れ
て
お
り
、
道

場
風
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
。
急
な
階

阿
部

蓮
如
信
仰
の
一
考
察

(二)

段
を
御
輿
を
担
い
で
数
名
の
人
が
登
っ
て
い
く
。
中

で
は
す
で
に
二

O
人
程
度
の
門
徒
の
人
々
が
お
待
ち

受
け
し
て
い
る
。

さ
っ
そ
く
勤
行
が
始
ま
り
、
説
教
が
な
さ
れ
る
。

随
員
も
参
詣
す
る
た
め
、
各
立
寄
所
で
同
じ
話
は
で

き
な
い
。
随
行
長
の
お
説
教
も
各
所
で
少
し
づ
っ
違

わ
し
て
い
る
こ
と
は
、
大
谷
派
の
特
別
教
導
と
は
い

さ
さ
か
気
苦
労
が
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

生
活
改
善
セ
ン
タ
ー
を
出
発
し
た
の
は
十
時
五
十

四
分
で
あ
る
。
少
し
づ
っ
大
本
山
永
平
寺
の
お
ひ
ざ

も
と
ま
で
進
ん
で
き
て
い
る
。

京
蓋
ロ
の
次
の
立
寄
地
に
到
着
し
た
の
は
十
一
時
で

あ
っ
た
。
そ
こ
は

J
叡
善
の
御
堂
。
と
呼
ば
れ
て
い

る
、
も
う
寺
院
と
い
っ
て
も
い
い
程
の
大
き
な
道
場

で
あ
る
。
そ
の
た
め
説
教
も
い
く
ら
か
延
び
た
よ
う

で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
約
四

O
人
の
お
待
ち
受
け
が

あ
っ
た
。
十
七
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
の
恒
例
の
お
立
寄

り
と
な
っ
て
い
る
と
の
こ
と
。

同
所
出
発
十
一
時
一
二
十
分
。
荒
谷
の
荒
井
健
一
氏

宅
に
着
い
た
の
は
十
一
時
四
十
六
分
で
あ
っ
た
。
随

行
員
に
お
茶
・
茶
菓
子
の
接
待
が
あ
る
の
は
す
べ
て

の
立
寄
所
に
共
通
で
あ
っ
た
。
同
家
に
は
約
三

O
人

の
参
詣
が
っ
た
。
も
う
少
し
奥
へ
入
れ
ば
大
本
山
永

平
寺
の
山
門
が
見
え
て
く
る
。

荒
井
家
出
発
十
二
時
十
三
分
。
少
し
道
を
も
ど
り

東
古
市
へ
と
向
う
。
走
り
過
ぎ
る
御
輿
の
「
レ
ン
ニ
ヨ

サ
ン
」
に
深
々
と
合
掌
す
る
女
性
を
見
つ
け
る
と
こ

ち
ら
も
合
掌
で
答
え
る
。
そ
ん
な
情
景
は
っ
き
な

か
っ
た
。

午
前
中
最
後
の
立
寄
所
は
東
古
市
の
大
運
寺
で
あ

る
。
十
二
時
二
十
分
着
。
参
詣
は
一
五
人
ぐ
ら
い
。

例
の
ご
と
く
、
勤
行
、
説
教
、
焼
香
と
続
く
。
随
員

も
お
参
り
す
る
た
め
本
堂
は
一
杯
で
あ
る
。
説
教
の

後
、
随
員
は
別
室
で
昼
食
を
と
る
。
午
後
の
最
初
の
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立
寄
所
が
都
合
で
取
り
や
め
に
な
っ
て
い
る
の
で
遅

く
出
発
し
て
も
よ
く
、
随
員
は
疲
れ
た
体
を
休
ま
せ

て
い
た
。

大
運
寺
出
発
は
午
後
一
時
三
十
分
で
あ
る
。
永
平

寺
町
を
後
に
し
て
福
井
市
の
方
へ
ひ
た
走
る
。
一
時

四
十
二
分
に
次
の
立
寄
地
で
あ
る
松
岡
町
芝
原
に
あ

る
摂
取
寺
に
到
着
。

こ
こ
で
は
約
三

O
人
も
の
お
待
ち
受
け
が
あ
っ
た

が
、
御
輿
が
寺
の
本
堂
に
入
る
と
あ
ち
こ
ち
か
ら
合

掌
し
て
お
念
仏
申
さ
れ
る
人
々
が
多
い
。
出
発
の
時

輿
を
止
め
て
し
ま
い
、
な
で
さ
す
る
老
女
が
多
数
い

た
。
聞
く
と
無
病
息
災
の
ご
利
益
が
あ
る
と
い
う
。

摂
取
寺
出
発
二
時
二
十
五
分
。
次
の
立
寄
地
で
あ

る
松
岡
町
吉
野
堺
の
集
落
改
善
セ
ン
タ
ー
に
着
い
た

の
は
二
時
三
十
分
で
あ
っ
た
。
約
二
一

O
人
の
参
詣
お

待
ち
受
け
が
あ
っ
た
。
例
の
ご
と
く
読
経
の
後
お
説

教
が
あ
っ
た
。

そ
の
聞
に
責
任
者
が
次
の
立
寄
地
に
電
話
連
絡
を

と
っ
て
い
る
の
で
、
時
間
的
に
割
合
ス
ム
ー
ズ
に

い
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
立
寄
所
の
家
の
人
は
大
変
で
あ
ろ
う
と

思
わ
れ
る
。
四

O
人
を
超
え
る
随
員
一
行
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
、
近
所
か
ら
の
参
詣
者
に
も
お
茶
・
茶
菓

子
の
接
待
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
苦
労
は
大
谷
派
に
お
い
て
も
同
様
で

あ
っ
た
ろ
、
7
0

参
詣
は
い
つ
も
よ
り
多
く
四

O
人
は
超
え
て
い
る
。

御
輿
が
や
っ
と
通
れ
る
ぐ
ら
い
の
玄
関
か
ら
家
の
中

に
入
り
、
蓮
如
御
輿
は
仏
聞
に
向
う
。
随
員
に
は
パ

問
セ
ン
タ
ー
を
三
時
一
分
に
出
発
。
す
ぐ
に
福
井
ン
と
ジ
ュ
ー
ス
の
接
待
が
あ
っ
た
。

市
に
入
っ
て
く
る
。
原
目
町
・
寮
町
・
上
北
野
町
を
道
中
の
寮
銭
で
別
院
経
営
を
護
持
し
て
い
る
の
は

経
て
、
北
四
ツ
居
町
集
会
所
に
着
い
た
の
は
三
時
三
両
派
と
も
共
通
で
あ
る
。

十
一
分
で
あ
っ
た
。
「
レ
ン
ニ
ョ
サ
ン
」
の
到
着
を
知
同
家
を
出
発
し
た
の
は
四
時
三
十
九
分
。
も
う
少

ら
せ
る
の
は
カ
ネ
で
は
な
く
、
カ
ミ
シ
モ
姿
の
男
性
し
で
福
井
別
院
で
あ
る
。
宝
永
三
丁
目
の
絹
甚
宅
に

が
小
さ
な
太
鼓
を
う
っ
て
在
所
の
者
に
知
ら
せ
て
い
到
着
が
四
時
四
十
六
分
で
あ
る
。
玄
関
が
狭
い
た
め

た

。

御

輿

は

入

ら

ず

、

玄

関

前

に

輿

は

置

か

れ

る

。

蓮

如

集
会
所
の
入
口
に
は
「
蓮
如
上
人
真
影
御
立
寄
真
影
の
み
家
の
中
に
入
り
仏
聞
に
奉
安
さ
れ
る
。
御

塚
谷
招
待
」
の
張
り
紙
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
張
輿
の
前
に
は
香
炉
・
花
で
飾
ら
れ
て
い
る
。
ニ

O
人

り
紙
は
各
所
に
共
通
す
る
も
の
で
行
く
先
々
で
見
受
程
度
の
参
詣
者
が
あ
っ
た
。

け

ら

れ

た

。

近

所

の

人

で

も

本

願

寺

派

の

「

レ

ン

ニ

ョ

サ

ン

」

四

O
人
ぐ
ら
い
の
人
が
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
集
ま
っ
て
き
を
知
ら
な
い
人
が
あ
る
ら
し
く
、
吉
崎
か
ら
京
都
へ

た
が
、
い
つ
も
よ
り
遅
い
と
い
わ
れ
て
し
ま
う
。
三
行
っ
て
ま
た
帰
っ
て
き
て
各
地
を
廻
る
と
い
う
よ
う

1
四
年
お
き
に
永
平
寺
の
方
を
廻
る
た
め
、
記
憶
も
に
、
大
谷
派
の
も
の
と
本
願
寺
派
の
も
の
の
道
中
を

薄
れ
て
し
ま
い
、
地
図
が
た
よ
り
の
道
中
で
あ
る
。
混
同
し
て
理
解
し
て
い
た
よ
う
だ
。
生
ま
れ
て
初
め

車
で
廻
る
た
め
移
動
が
速
く
、
道
を
ま
ち
が
え
て
し
て
見
る
と
つ
ぶ
や
い
た
老
婆
も
お
ら
れ
た
が
、
そ
の

ま
う
事
も
あ
ろ
う
。
随
員
の
表
情
が
少
し
暗
く
な
る
。
合
掌
の
姿
は
尊
い
も
の
だ
っ
た
。
ま
た
、
御
輿
に
触
っ

同
所
を
出
発
し
た
の
は
四
時
六
分
で
あ
る
。
長
本
て
、
孫
娘
だ
ろ
う
が
、
そ
の
頭
を
な
で
き
す
る
老
女

町
に
あ
る
道
端
実
氏
宅
に
到
着
し
た
の
は
四
時
十
四
が
見
受
け
ら
れ
た
。
な
で
ら
れ
た
子
は
そ
れ
を
見
て

分
で
あ
る
。
道
端
組
の
看
板
が
大
き
く
目
に
つ
く
。
け
げ
ん
そ
う
な
表
情
を
し
て
い
た
。
真
宗
の
門
徒
で
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あ
っ
て
も
人
聞
の
気
持
ち
と
し
て
頭
が
良
く
な
っ
て
随
員
は
本
堂
横
に
あ
る
門
徒
会
館
に
て
夕
食
を

ほ
し
い
の
だ
ろ
う
。
こ
ん
な
光
景
は
根
強
く
残
る
日
と
っ
た
後
、
解
散
と
な
る
。

本
人
の
民
俗
性
を
あ
ら
わ
す
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
讃
迎
法
要
の
問
、
真
影
は
開
帳
し
な
い
。
御
箱
と

同
家
を
出
発
し
た
の
は
五
時
十
四
分
で
あ
っ
た
。
御
輿
が
余
間
に
安
置
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
法

本
願
寺
派
福
井
別
院
へ
は
五
時
十
八
分
に
到
着
。
い
要
の
内
容
は
、
吉
崎
に
お
け
る
蓮
如
忌
と
は
違
勺
て

く
ぶ
ん
暗
く
な
っ
た
道
を
本
堂
め
ざ
し
て
進
ん
で
い
時
期
と
し
て
の
永
代
経
の
お
つ
と
め
が
続
く
と
い
う
。

ち
な
み
に
、
臨
行
で
き
な
か
っ
た
御
下
向
第
一
日

目
の
順
路
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

金

津

町

吉

崎

吉

田

十

一

氏

宅

同

町

細

呂

木

巻

田

栄

三

氏

宅

同

町

指

中

伊

藤

照

光

氏

宅

同

町

青

ノ

木

公

民

館

企

同

町

高

塚

佐

藤

栄

治

氏

宅

同

町

前

谷

土

屋

正

信

氏

宅

丸

岡

町

下

長

畝

岡

崎

重

成

氏

宅

同

町

女

形

谷

山

出

時

政

氏

宅

同

町

霞

霞

教

会

企

同

町

谷

町

二

祖

堂

企

同

町

内

田

辻

川

一

三

氏

宅

同

町

山

崎

三

ケ

西

田

長

氏

宅

同

町

野

中

山

王

公

民

館

同

町

板

倉

林

田

重

盛

氏

宅

同

町

上

久

米

田

元

井

清

一

氏

宅

別
院
で
は
到
着
を
知
ら
せ
る
呼
鐙
が
鳴
ら
さ
れ
、

本
堂
内
は
随
員
、
参
詣
者
合
わ
せ
て
六

O
人
ぐ
ら
い

の
お
参
り
が
あ
っ
た
。
蓮
如
真
影
は
随
員
の
手
に

よ
っ
て
御
輿
ご
と
本
堂
内
に
入
っ
て
い
く
。

総
灯
・
総
香
の
荘
厳
の
内
、
黒
衣
・
五
条
袈
裟
の

ふ
ほ
事
つ

導
師
(
本
願
寺
派
福
井
別
院
輪
番
}
と
布
抱
・
輪
袈

裟
着
装
の
別
院
役
員
七
名
の
合
掌
で
勤
行
が
始
ま
っ

た
。
讃
仏
偽
・
短
念
仏
・
其
仏
本
願
力
廻
向
の
順
で

進
み
、
後
に
説
教
が
続
く
。
植
員
に
は
二
日
閣
の
労

が
労
わ
れ
、
十
一
日
ま
で
「
蓮
如
上
人
讃
仰
法
要
」

が
厳
修
さ
れ
る
と
の
お
話
で
あ
っ
た
。

説
教
が
終
る
と
随
員
の
手
に
よ
っ
て
御
輿
は
向
っ

て
右
の
余
聞
に
奉
安
さ
れ
る
。
真
影
の
入
っ
た
御
箱

は
別
院
役
員
の
手
に
よ
っ
て
余
問
中
央
に
安
置
さ
れ

る
?
。
そ
の
前
に
は
紅
白
の
餅
が
並
べ
て
お
供
え
さ
れ

て
い
た
。
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に)

同
町
為
安

同
町
近
庄

永
平
寺
町
鳴
鹿

同
町
下
浄
法
寺

同
町
上
浄
法
寺

同
町
上
浄
法
寺

表
輝
氏
宅

橋
本
敏
氏
宅

鳴
鹿
道
場

朝
倉
道
場

西
村
一
孝
氏
宅

西
村
嘉
一
氏
宅

(
宿
泊
)

企
印
は
毎
年
お
立
寄
り
さ
れ
る
所
で
あ
る
。

順
路
に
つ
い
て
は
本
願
寺
派
吉
崎
別
院
で
つ
く

ら
れ
た
「
お
立
寄
り
表
」
に
よ
っ
た
。

さ
て
、
以
上
で
御
下
向
の
随
行
記
を
終
る
こ
と
と

す
る
。
本
願
寺
派
の
「
レ
ン
ニ
ョ
サ
ン
」
の
各
立
寄
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所
に
は
、
大
谷
派
の
も
の
と
違
っ
て
由
緒
・
伝
承
・

伝
説
の
類
は
な
い
と
見
て
よ
い
。
毎
年
入
れ
替
え
て

な
る
べ
く
多
く
の
門
徒
の
皆
様
の
家
を
訪
問
し
た
い

と
別
院
関
係
者
か
ら
聞
か
さ
れ
た
せ
い
も
あ
っ
て
、

積
極
的
に
質
問
し
て
伝
承
類
を
収
集
し
な
か
っ
た
こ

と
も
あ
る
が
・
・
・
・
・
・
。

本
行
事
の
道
中
の
決
定
は
無
作
為
に
決
め
ら
れ
る

こ
と
が
多
い
。
蓮
如
と
い
う
人
物
を
広
く
知
ら
し
め

る
こ
と
、
行
事
の
周
知
を
目
的
と
し
て
決
め
ら
れ
、

希
望
も
取
り
入
れ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
。
大
谷
派
の

も
の
と
比
べ
て
関
か
れ
た
行
事
で
あ
る
と
い
え
る
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
毎
年
同
じ
よ
う
な
メ
ン
バ
ー
が
随

行
す
る
と
い
う
閉
鎖
性
、
一
日
か
二
日
間
で
全
行
程

が
終
っ
て
し
ま
う
と
い
う
短
期
性
、
ス
ピ
ー
ド
性
、

毎
年
決
ま
っ
た
ル
ー
ト
を
通
る
こ
と
が
な
い
と
い
う

不
規
則
性
、
こ
の
よ
う
な
点
で
大
谷
派
の
も
の
ほ
ど

伝
統
的
な
年
中
行
事
と
は
言
い
が
た
い
と
思
わ
れ
る

が
如
何
な
も
の
だ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
大
谷
派
・
本
願
寺
派
の
両
派

と
も
少
し
形
は
違
っ
て
い
て
も
永
く
蓮
如
上
人
の
遺

徳
を
偲
ぶ
宗
教
行
事
を
続
け
て
き
て
い
る
こ
と
に
は

変
わ
り
が
な
い
。

さ
て
、
御
帰
山
の
随
行
も
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の

で
、
以
下
順
路
に
し
た
が
っ
て
記
し
て
い
こ
う
。

蓮
如
上
人
真
影
御
帰
山
随
行
記

本
願
寺
派
福
井
別
院
に
着
い
た
の
は
ま
だ
暗
さ
の

残
る
午
前
五
時
半
ご
ろ
で
あ
っ
た
。
す
で
に
別
院
で

は
、
お
あ
さ
じ
が
始
ま
っ
て
い
た
。
マ
イ
ク
ロ
バ
ス

に
乗
っ
て
御
下
向
と
同
じ
よ
う
な
メ
ン
バ
ー
の
随
員

が
到
着
す
る
。
随
員
と
参
詣
人
で
約
一

O
O
人
の
あ

つ
ま
り
で
あ
る
。
勤
行
(
正
信
用
胸
、
短
念
仏
、
願
以

廻
向
)
の
後
、
御
文
が
あ
げ
ら
れ
、
引
き
続
き
説
教

と
な
る
。

別
院
出
発
六
時
十
五
分
。
ど
し
ゃ
ぶ
り
の
雨
の
中

四
台
の
車
は
出
発
し
、
宝
永
三
丁
目
の
青
木
パ

1
7

屋
へ
向
う
。
同
家
到
着
六
時
十
八
分
。
蓮
如
御
影
は

輿
よ
り
出
さ
れ
家
の
中
に
奉
持
さ
れ
て
入
っ
て
い
く
。

約
一

O
人
の
参
詣
で
あ
る
。
朝
早
く
で
も
蓮
如
さ
ん

の
お
送
り
と
い
う
こ
と
で
近
所
か
ら
参
詣
が
あ
っ
た
。

同
家
出
発
六
時
三
十
四
分
。
春
山
二
丁
目
に
あ
る

岩
崎
紀
之
氏
宅
へ
向
う
。
同
家
到
着
は
六
時
三
十
九

分
で
あ
っ
た
。
玄
関
前
に
御
輿
が
置
か
れ
、
御
影
の

入
っ
た
御
箱
が
家
の
中
へ
入
れ
ら
れ
る
。
輿
前
に
は

お
仏
飯
・
お
か
ぎ
り
・
焼
香
台
な
ど
が
飾
ら
れ
て
い

た
。
立
派
な
荘
厳
で
あ
っ
た
。
一

O
人
程
度
の
参
詣

が
あ
っ
た
が
、
数
人
は
家
の
中
に
入
ら
ず
輿
ま
い
り

で
済
ま
し
て
い
た
。

同
家
出
発
六
時
五
十
六
分
。
お
か
ぎ
り
が
参
詣
人

に
配
ら
れ
て
い
た
。
六
時
五
十
八
分
順
化
二
丁
目
の

森
永
テ
ン
ト
屋
到
着
。
旧
北
陸
街
道
沿
い
の
た
め
、

旧
い
造
り
の
庖
で
あ
る
。
輿
前
荘
厳
も
先
と
同
様
で

立
派
な
も
の
で
あ
っ
た
。
例
の
如
く
、
勤
行
・
説
教
・

焼
香
と
続
く
。

同
居
出
発
七
時
十
八
分
。
す
こ
し
離
れ
た
小
大
黒

屋
へ
向
う
。
こ
こ
も
御
輿
よ
り
御
箱
を
出
し
て
家
の

中
へ
入
れ
る
。
ご
当
主
の
み
仏
壇
前
で
参
詣
し
た
。

同
底
出
発
は
七
時
三
十
六
分
。
道
を
戻
る
よ
う
に

し
て
松
本
二
丁
目
の
近
藤
文
雄
氏
宅
へ
。
同
家
到
着

は
七
時
五
十
四
分
で
あ
っ
た
。
御
輿
は
家
の
中
に

入
っ
て
勤
行
、
説
教
、
焼
香
と
続
く
。
同
家
の
近
く

の
電
柱
に
は
「
蓮
如
上
人
御
帰
山
御
立
寄
」
の
張
り

紙
が
あ
っ
た
。
約
一
二
人
の
参
詣
で
あ
る
。

朱
の
輪
袈
裟
(
式
章
と
い
う
)
は
随
行
員
の
目
印

で
あ
る
と
聞
く
。
吉
崎
別
院
に
は
八

O
O人
も
の
門

徒
世
話
方
が
い
る
と
い
う
。
そ
の
中
か
ら
選
ば
れ
る

の
で
あ
る
か
ら
大
変
名
誉
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

同
家
出
発
八
時
二
十
三
分
。
降
っ
て
い
た
雨
も
い

つ
の
間
に
か
や
ん
で
い
る
。
出
発
に
あ
た
り
、
参
詣

の
お
年
寄
は
競
っ
て
輿
を
な
で
き
す
り
、
蓮
如
さ
ん
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と
の
別
れ
を
惜
し
ん
で
い
た
。

北
上
し
て
舟
橋
町
の
林
昇
進
氏
宅
へ
向
う
。
同
家

到
着
は
八
時
三
十
七
分
。
同
家
は
も
と
造
り
酒
屋
を

し
て
い
た
ら
し
く
、
太
く
黒
光
り
し
た
柱
が
印
象
的

で
あ
っ
た
。
広
い
仏
壇
前
に
幕
を
張
り
、
威
儀
を
正

し
た
ご
当
主
他
三

O
人
も
の
参
詣
が
あ
り
、
真
宗
王

国
福
井
の
姿
そ
の
も
の
と
感
じ
た
。

同
家
出
発
は
九
時
三
分
。
参
詣
の
ご
門
徒
の
全
員

の
お
見
送
り
で
「
レ
ン
ニ
ョ
サ
ン
」
随
行
の
感
激
を

新
た
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
九
時
十
分
に
は
石
盛
町

の
桑
野
茂
左
衛
門
氏
宅
に
着
く
。
同
家
に
も
幕
が

張
つ
で
あ
り
、
カ
ミ
シ
モ
姿
の
参
詣
人
に
は
信
仰
心

の
厚
さ
を
感
じ
た
も
の
で
あ
る
。
例
の
如
く
、
勤
行
・

説
教
・
焼
香
と
続
く
。

随
員
の
構
成
に
つ
い
て
伺
う
と
、
大
谷
派
の
よ
う

な
「
宰
領
」
・
「
供
奉
」
と
い
う
呼
び
名
は
な
い
が
、

「
会
計
」
・
「
随
行
代
表
」
・
「
随
行
員
」
と
い
う
よ
う

な
門
徒
側
の
構
成
で
あ
る
と
い
う
。

同
家
出
発
九
時
四
十
四
分
。
い
よ
い
よ
春
江
町
に

入
っ
て
い
く
。
春
江
町
江
留
上
縁
町
の
坪
内
巌
氏
宅

に
着
い
た
の
は
九
時
五
十
五
分
。
約
三

O
人
も
の
参

詣
が
あ
り
仏
壇
前
は
人
で
一
杯
で
あ
る
。

同
家
出
発
十
時
二
十
八
分
。
同
町
為
国
西
之
宮
に

阿
部

蓮
如
信
仰
の
一
考
察

仁)

あ
る
東
野
武
夫
氏
宅
に
着
い
た
の
は
十
時
三
一
十
二
分

で
あ
っ
た
。
造
園
業
を
営
む
か
た
わ
ら
、
宗
教
的
な

掛
軸
類
を
広
く
収
集
し
仏
間
に
所
せ
ま
し
と
掲
げ
て

あ
り
、
家
の
造
り
も
旧
く
、
昔
は
庄
屋
も
務
め
た
で

あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
家
で
あ
っ
た
。
最
初
は
二

O
人

程
度
の
お
参
り
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
ふ
え
て
四

O

人
ぐ
ら
い
の
参
詣
人
に
な
っ
た
。

同
家
出
発
は
十
一
時
で
あ
る
。
十
一
時
五
分
に
は

春
江
町
境
上
の
深
諦
寺
に
到
着
。
同
寺
で
は
ち
ょ
う

ど
永
代
経
法
要
が
始
ま
っ
て
お
り
、
た
く
さ
ん
の
参

詣
人
が
あ
っ
た
。
説
教
が
始
ま
る
と
五

i
六
O
人
に

ふ
く
れ
上
っ
た
。

同
寺
出
発
十
一
時
五
十
二
分
。
丸
岡
町
に
入
つ
て

は
や
し
た

い
く
。
十
二
時
に
は
丸
岡
町
舟
寄
の
林
下
友
太
郎
氏

宅
に
到
着
す
る
。
同
家
も
広
い
庭
を
も
っ
立
派
な
造

り
で
あ
る
。
四

O
人
は
参
詣
し
て
い
る
。
輿
前
荘
厳

も
立
派
な
も
の
で
あ
っ
た
。

十
二
時
三
十
七
分
同
家
出
発
。
坂
井
町
若
宮
に
あ

る
北
野
喜
一
氏
宅
へ
着
い
た
の
は
同
四
十
二
分
。
輿

ご
と
家
の
中
に
入
れ
ら
れ
て
、
勤
行
・
説
教
と
参
詣

人
五

O
人
相
手
に
続
け
ら
れ
る
。
一
方
、
随
行
員
は

別
家
で
少
し
遅
い
昼
食
を
い
た
だ
く
。
御
帰
山
に

ル
l
ト
が
三
つ
あ
っ
て
中
の
ル

l
ト
の
時
は
若
宮
で

必
ず
昼
食
を
と
る
と
い
う
。

同
家
出
発
は
午
後
一
時
五
十
二
分
。
坂
井
町
上
新

庄
の
遵
照
寺
に
着
い
た
の
は
一
時
五
十
九
分
。
降
っ

た
り
や
ん
だ
り
の
同
も
す
っ
か
り
上
っ
て
い
た
。
約

四
O
人
の
参
詣
の
も
と
、
勤
行
が
な
さ
れ
続
い
て
説

教
が
あ
っ
た
。
山
門
に
は

吉
崎
別
院
蓮
如
上
人
御
影
お
立
寄

七
月
十
一
日
午
後
二
時

の
看
板
が
目
に
つ
い
た
。
終
わ
る
と
満
堂
の
参
詣
の

人
々
の
合
掌
の
な
か
、
出
発
し
て
い
く
。

同
寺
出
発
は
二
時
二
十
五
分
。
二
時
三
十
五
分
に

は
同
町
五
木
の
山
口
主
税
氏
宅
に
到
着
す
る
。
同
家

で
は
三

O
人
近
く
の
参
詣
が
あ
り
真
宗
門
徒
の
篤
信

の
様
子
が
う
か
が
え
る
。

同
家
出
発
三
時
七
分
。
坂
井
町
上
蔵
垣
内
の
伊
藤

平
一
郎
氏
宅
に
着
い
た
の
は
三
時
十
五
分
。
約
三

O

人
の
参
詣
で
あ
っ
た
。

同
家
出
発
三
時
三
十
六
分
。
同
町
東
村
の
清
水
清

一
氏
宅
に
着
い
た
の
は
三
時
四
十
一
分
。
村
境
ま
で

数
人
の
ご
門
徒
が
お
出
迎
え
さ
れ
て
い
た
。
四

O
人

も
の
参
詣
人
で
あ
っ
た
。

同
家
出
発
四
時
八
分
。
十
三
分
に
は
同
町
西
村
の

虎
尾
一
夫
氏
宅
に
到
着
す
る
。
約
六

O
人
の
参
詣
。
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子
ど
も
達
~
の
お
ま
い
り
が
多
い
の
に
は
び
っ
く
り
さ

せ
ら
れ
た
。
説
教
の
聞
も
次
か
ら
次
へ
と
焼
香
す
る

人
で
ひ
っ
き
り
な
し
で
あ
っ
た
。

四
時
四
十
二
分
間
家
出
発
。
坂
井
町
を
す
ぎ
、
芦

原
町
に
入
っ
て
い
く
。
芦
原
町
下
番
に
あ
る
興
源
寺

に
到
着
し
た
の
は
四
時
五
十
七
分
で
あ
っ
た
。
合
掌

し
て
お
待
ち
受
け
の
人
々
が
約
八

O
人
あ
っ
た
。
輿

は
本
堂
に
入
れ
ら
れ
、
勤
行
・
説
教
と
続
け
ら
れ
る
。

同
寺
出
発
五
時
三
十
八
分
。
同
町
二
面
の
区
民
館

に
着
い
た
の
は
五
時
四
十
九
分
。
芦
原
温
泉
街
を
見

お
ろ
す
坂
の
途
中
に
あ
る
。
勤
行
の
後
説
教
が
な
さ

れ
る
。
三

O
人
程
度
の
参
詣
で
あ
る
。

同
館
出
発
六
時
十
四
分
。
い
よ
い
よ
最
後
の
立
寄

所
で
あ
る
金
津
町
蓮
ヵ
浦
へ
向
う
。
杉
田
善
太
氏
宅

に
到
着
し
た
の
は
六
時
二
十
八
分
で
あ
っ
た
。
五

O

人
も
の
参
詣
人
で
家
の
中
は
一
杯
に
な
っ
た
。
夜
も

近
づ
い
て
い
る
の
に
子
ど
も
た
ち
の
参
詣
が
多
か
っ

た。
同
家
出
発
六
時
五
十
八
分
。
暗
く
な
っ
た
道
を
ひ

た
す
ら
吉
崎
別
院
へ
と
向
う
。
別
院
到
着
七
時
十
二

分
。
中
宗
堂
に
輿
は
運
び
込
ま
れ
、
蓮
如
真
影
が
掲

げ
ら
れ
る
。
そ
の
間
一
扉
は
関
さ
れ
る
。
き
ち
ん
と
蓮

如
真
影
が
掲
げ
ら
れ
る
と
扉
が
聞
か
れ
て
、
勤
行
が

レンニョサン経路図②
〈西派) S 63.7月現在

厳
粛
に
始
め
ら
れ
る
。
随
員
の
人
々
の

顔
に
蓮
如
さ
ん
を
運
び
終
え
た
と
い
う

安
堵
感
と
、
再
び
別
院
で
蓮
如
き
ん
を

拝
め
る
と
い
う
法
悦
感
が
漂
う
。
輪
番

の
労
い
の
言
葉
が
あ
り
、
す
べ
て
終
了

す
る
。
そ
の
後
随
行
の
人
々
は
食
堂
で

僧
俗
合
同
で
会
食
を
し
た
。

以
上
で
本
願
寺
派
の
「
レ
ン
ニ
ヨ
サ

ン
」
の
御
下
向
・
御
帰
山
の
随
行
記
録

を
終
え
、
文
献
上
か
ら
探
っ
て
い
く
こ

と
に
し
よ
う
。

ま
ず
、
蓮
如
真
影
に
つ
い
て
だ
が
、

『
金
津
町
の
史
話
と
伝
説
』
に
次
の
よ
う

な
記
述
が
あ
る
。

宝
物
に
は
蓮
如
上
人
真
影
が
あ
る

が
、
こ
れ
は
准
如
上
人
が
慶
長
十
六

う
わ
の

年
に
金
津
の
上
野
講
中
へ
下
附
さ
れ

た
御
影
で
あ
る
。
も
と
金
津
の
浄
善

寺
に
伝
わ
っ
た
宝
物
で
あ
る
が
、
西

別
院
建
立
の
際
上
納
し
て
中
宗
堂
に

安
置
し
た
の
で
あ
む
)

す
な
わ
ち
、
金
津
の
浄
善
寺
に
伝
来
し

た
蓮
如
真
影
が
本
願
寺
派
吉
崎
別
院
の
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所
有
に
記
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
諸

国
江
遺
書
状
之
留
一
』
(
「
本
願
寺
史
料
集
成
」
)
に
は
別

の
寺
が
保
持
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
書
状
が
い
く
つ

か
あ
る
。

①
(
前
略
)
然
者
対
吉
崎
蓮
如
上
人
様
御
影
ニ
、
准
如

様
御
裏
室
田
被
遊
候
ヲ
、
勝
授
寺
殿
安
置
候
由
被
開

召
候
、
(
後
略
)

②
(
前
略
)
将
又
蓮
如
上
人
様
御
影
、
三
国
ノ
勝
授

寺
殿
占
請
取
可
被
持
登
候
、
(
後
略
)

③
(
前
略
)
然
者
吉
崎
廿
五
日
講
蓮
如
様
御
影
、
先
年

-FD
勝
授
寺
殿
ニ
預
リ
被
置
候
得
と
も
、
去
年
御
出
入

以
後
御
本
寺
ニ
被
差
置
、
即
被
召
上
候
、
右
之
御
影

先
其
元
御
坊
ニ
被
指
置
候
付
、
此
度
干
福
寺
御
供

申
御
下
向
之
儀
候
条
、
(
中
略
)

猶
々
蓮
如
様
御
影
此
度
御
下
向
被
成
候
問
、
輪

番
所
ニ
被
差
置
、
西
方
寺
代
下
着
迄
者
各
番
可
被
相

勤
候
、
当
月
廿
五
日
、
右
之
御
影
吉
崎
道
場
へ
御
供

申
、
御
法
事
相
勤
候
者
御
守
リ
申
罷
帰
、
御
坊
-
一
可

被
差
置
候
、
(
後
略
)

④
(
前
略
)
然
者
士
口
崎
廿
五
日
講
蓮
如
様
御
影
、
年
来

貴
寺
-
一
御
預
ヶ
置
候
へ
と
も
、
向
後
福
井
御
坊
ニ
被

指
置
候
旨
仰
一
一
候
問
、
左
様
-
一
御
心
得
可
有
之
候
、

(
後
略
)
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阿
部

蓮
如
信
仰
の
一
考
察

す
な
わ
ち
延
宝
(
一
六
七
三
年
頃
)
の
頃
は
三
国
の
候
処
西
方
之
門
徒
両
所
ニ
大
分
有
之
、
其
上
吉

勝
授
寺
が
預
か
っ
て
い
た
。
①
で
は
本
山
が
こ
れ
を
崎
山
上
へ
寺
再
興
之
企
之
時
、
公
儀
へ
届
無
之

知
る
こ
と
に
な
っ
た
。
②
で
は
福
井
御
坊
か
ら
一
度
段
東
方
越
度
ニ
市
候
事
、

御
影
を
提
出
せ
よ
と
本
山
は
命
じ
た
。
③
で
は
再
ぴ
て
同
両
所
一
一
西
方
之
門
徒
大
勢
乍
有
之
、
東
方
よ

福
井
御
坊
で
預
れ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
蓮
師
忌
り
三
月
廿
五
日
之
法
事
七
十
年
以
来
無
慨
怠
相

で
吉
崎
へ
持
参
し
て
も
直
ち
に
持
ち
帰
っ
て
福
井
御
勤
候
を
、
西
之
旧
跡
と
存
候
ハ
、
可
相
改
処
、

坊
で
保
管
せ
よ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
④
で
は
勝
授
其
通
一
面
差
置
候
儀
越
度
一
面
候
事
、

寺
に
宛
て
て
福
井
御
坊
に
て
蓮
如
真
影
を
預
か
る
こ
右
何
茂
誤
有
之
、
且
又
論
所
之
旧
跡
依
為
要
害
地

と
に
し
た
か
ら
承
知
し
て
ほ
し
い
由
の
文
書
で
あ
る
。
破
却
被
仰
付
候
、
自
今
以
後
双
方
彼
旧
跡
手
入
不

「
去
年
御
出
入
」
と
い
う
理
由
で
召
し
上
げ
ら
れ
た
わ
可
仕
、
関
山
法
事
之
儀
ハ
山
下
之
道
場
ニ
市
可
致
執

け
で
あ
る
。
こ
の
「
御
出
入
」
と
は
い
わ
ゆ
る
」
口
行
、
永
此
旨
可
相
守
者
也
、

崎
山
上
の
争
論
8

に
か
か
る
処
置
で
は
な
か
っ
た
ろ
巴
十
一
月
十
八
伊
3

う
か
。
そ
の
争
論
と
は
次
の
よ
う
な
事
件
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
勝
授
寺
の
古
文
書
古
記
録
中
に

寛
文
十
三
年
二
六
七
三
)
よ
り
延
宝
五
年
(
一
蓮
如
影
裏
書

六
七
七
)
の
問
、
東
西
両
派
が
吉
崎
山
上
の
所
有
権
慶
長
十
六
辛
亥
五
月
廿
二
日

を
め
ぐ
っ
て
「
誇
論
」
し
、
つ
い
に
は
幕
府
の
裁
定
越
前
田
坂
北
郡
金
津
上
野

に
ま
か
せ
ら
れ
た
。
幕
府
は
山
上
を
官
有
と
し
、
開
吉
崎
廿
五
日
講
中

山

忌

な

ど

は

下

の

道

場

で

行

う

こ

と

と

さ

れ

た

。

ぃ

緯

准

如

御

判

わ
ゆ
る
喧
嘩
両
成
敗
の
判
決
で
あ
っ
た
。
右
者
吉
崎
御
影
只
今
御
坊
ニ
預
り
御
裏
之
町

v

両

本

願

寺

へ

申

渡

覚

と

い

う

も

の

が

あ

る

。

こ

れ

に

よ

っ

て

勝

授

寺

に

て
越
前
国
吉
崎
・
金
津
門
徒
不
残
教
知
へ
依
帰
あ
っ
た
こ
と
は
ほ
ぽ
間
違
い
な
か
ろ
う
。
な
お
、
寛

伏
仕
、
旧
跡
も
東
方
之
由
雄
申
之
、
今
度
相
改
政
四
年
頃
に
つ
く
ら
れ
た
『
越
前
国
御
末
寺
艇
』
を

に)
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三
四
巻
五
号

見
て
も
、
福
井
御
坊
境
内
に
浄
善
寺
を
見
つ
け
る
こ
蓮
如
真
影
は
一
度
本
山
に
召
し
上
げ
ら
れ
た
が
、

と
が
で
き
た
が
、
金
津
の
方
で
は
見
当
ら
な
か
っ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
福
井
御
坊
預
り
に
な
っ
た
こ
と
は
先

『
金
津
町
の
史
話
と
伝
説
』
で
は
ど
ん
な
史
料
の
裏
に
述
べ
た
。
そ
の
後
、
毎
年
一
月
・
一
二
月
・
八
月
に

付
け
が
あ
っ
て
「
金
津
浄
善
寺
」
と
し
た
の
か
疑
問
は
吉
崎
へ
御
影
を
奉
じ
て
、
蓮
師
忌
な
ら
び
に
祖
師

の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
吉
崎
御
坊
後
見
に
明
善
寺
忌
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
話
。
法
事
が
終
わ
る

(
ロ
)

が
あ
た
っ
て
い
た
と
い
う
が
、
そ
れ
と
の
誤
記
か
と
と
す
ぐ
に
福
井
御
坊
の
方
へ
戻
っ
て
く
る
わ
け
で
あ

も
考
、
え
た
の
で
あ
る
が
、
「
勝
授
寺
記
(
断
簡
)
」
と
る
が
、
何
時
か
ら
現
在
の
「
レ
ン
ニ
ョ
サ
ン
」
の
形

い

う

古

文

書

に

は

、

態

に

な

っ

た

の

か

、

す

な

わ

ち

蓮

如

真

影

が

何

時

か

(
前
略
)
天
正
十
七
年
丑
暦
川
北
二
百
五
十
ヶ
ら
福
井
か
ら
吉
崎
へ
保
管
場
所
が
変
っ
た
の
か
『
本

村
廿
五
日
講
御
坊
ト
被
仰
付
、
即
蓮
如
上
人
御
願
寺
史
料
集
成
』
の
収
録
範
囲
の
寛
政
ご
ろ
ま
で
の

自
画
且
准
如
上
人
御
書
類
奉
頂
戴
、
(
後
略
)
史
料
で
は
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

と
見
、
え
る
。
「
川
北
二
百
五
十
ヶ
村
廿
五
日
講
」
の
講
と
こ
ろ
が
『
福
井
県
史
』
に
お
も
し
ろ
い
古
文
書

坊
主
と
し
て
独
自
の
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
県
史
の
解
説
で
は
三

ら
に
蓮
如
御
影
(
御
自
画
と
い
う
)
と
准
如
上
人
よ
業
惑
乱
の
一
史
料
と
み
て
い
る
よ
う
だ
が
、
ま
ず
必

り
の
書
付
類
を
い
た
だ
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
要
な
部
分
を
少
し
長
い
が
示
そ
う
。

に
よ
っ
て
も
、
勝
授
寺
に
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
(
前
略
)
別
而
蓮
如
様
一
条
ハ
先
達
而
奉
指
上
候

な

い

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。

願

面

ニ

申

上

候

通

リ

、

一

且

国

内

和

融

相

愁

、

則

チ

『
修
訂
三
国
町
史
』
に
、
「
勝
授
寺
は
、
吉
崎
御
坊
御
坊
所
ニ
お
ゐ
て
御
寺
法
通
を
以
御
裁
断
被
仰
出
、

の
名
跡
そ
の
他
の
栄
典
を
あ
た
え
ら
れ
る
こ
と
に
圏
内
惣
同
行
屈
伏
仕
御
請
印
形
差
上
候
ニ
付
、
依
而

よ
っ
て
、
専
修
寺
門
徒
三
、

0
0
0を
輿
正
寺
へ
わ
御
本
山
表
江
御
影
様
御
下
向
被
為
在
候
様
奉
願
上

た
す
の
余
儀
な
き
に
い
た
っ
同
。
」
と
あ
る
が
、
吉
崎
候
、
然
処
何
之
御
故
障
も
無
之
哉
之
所
御
封
付
一
一
而

別
院
の
名
跡
を
も
ら
う
こ
と
が
で
き
た
の
は
も
と
蓮
御
下
向
之
儀
全
ク
御
一
件
ニ
御
取
結
ひ
御
和
融
之

如
の
御
影
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
御
手
懸
リ
被
為
成
、
実
ニ
申
分
之
人
質
も
同
様
之

90 

為
鉢
哉
と
一
統
疑
心
弥
増
一
一
而
甚
タ
悲
歎
仕
候
、
然

ル
処
此
度
御
和
融
御
請
御
調
印
も
御
土
納
被
遊
候

ニ
付
、
右
御
影
様
之
儀
御
坊
所
御
裁
断
之
通
リ
士
口
崎

御
霊
廟
一
一
お
ゐ
て
御
開
封
被
成
下
、
一
国
同
行
共
江

拝
礼
ヲ
為
蒙
、
気
味
安
心
致
候
様
厚
御
慈
悲
之
程

奉
願
上
候
、
(
後
略
)

す
な
わ
ち
吉
崎
御
坊
の
「
御
霊
廟
(
オ
タ
マ
ヤ
と

読
む
の
だ
ろ
う
)
」
で
蓮
如
の
御
影
を
「
開
封
」
す
る

こ
と
を
願
い
出
て
い
る
。
福
井
御
坊
か
ら
吉
崎
へ

移
っ
た
こ
と
は
記
き
れ
ず
、
本
山
か
ら
「
御
下
向
」

さ
れ
て
は
い
る
が
、
こ
の
古
文
書
の
書
か
れ
た
頃
に

移
っ
た
も
の
と
想
像
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

注
(
1
)

中
宗
堂
と
は
中
興
の
宗
主
の
御
堂
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
故
佐
々
木
教
応
師
の
ご
教
示
に
よ
れ

お
た
ま
や

ば
「
御
廟
堂
」
と
も
呼
ば
れ
た
時
期
も
あ
っ
た
よ

う
だ
。
天
明
・
寛
政
期
に
は
「
厨
司
堂
」
と
称
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
「
大
谷
本
願
寺
通
紀
』
吉
崎
別

院
縁
由
の
条
に
み
え
る
。

寛
延
三
年
、
創
蓮
師
影
堂
世
称
厨
司
堂
於
本
堂

左
辺(

『
真
宗
史
料
集
成
』
第
八
巻

五
一
六
頁
)

寺
誌
・
遺
跡
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そ
の
他
「
蓮
如
堂
」
(
『
越
前
国
名
蹟
考
』
)
・
「
蓮
如

上
人
廟
堂
」
な
ど
と
時
代
別
に
呼
ば
れ
た
よ
う
で

ふ
め
ヲ
匂
。

(2)

こ
の
「
吉
崎
別
院
世
話
世
話
方
」
の
語
は
故

佐
々
木
師
の
お
手
紙
に
書
か
れ
て
い
た
通
り
で
あ

る
が
、
現
在
は
単
に
世
話
方
で
通
っ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。

(3)

故
佐
々
木
教
応
師
の
ご
教
一
示
に
よ
る
。

(4)
土
屋
久
雄
編
著
『
金
津
町
の
史
話
と
伝
説
』

一
一
頁

(
5
)

「
本
願
寺
史
料
集
成
」
『
諸
国
江
遺
書
状
之

留

』

二

O
四
頁
延
宝
四
年
十
二
月
八
日
条

(6)

同
右
書
二

O
四
頁
同
年
月
日
条

(7)

同
右
書
二
七
九
頁
延
宝
六
年
三
月
十
八
日

条
(8)

同
右
書
二
八
二
頁
同
年
四
月
廿
日
条

(9)

松
平
文
庫
御
用
諸
式
目
の
中
の
「
吉
崎
浦
蓮

如
上
人
旧
跡
山
破
却
事
」
『
福
井
県
史
資
料
編

一
二
』
中
近
世
一
六
二

1
六
三
頁

(
叩
)
井
上
鋭
夫
著
『
一
向
一
撲
の
研
究
』
八
三
三

百月
(
日
)
同
末
寺
帳
は
『
越
前
国
諸
記
こ
(
「
本
願
寺

史
料
集
成
」
)
に
-
記
載
さ
れ
て
い
る
。
同
書
の
三
七

阿
部

蓮
如
信
仰
の
一
考
察

に)

四
1
三
八
三
頁
参
照
の
こ
と
。

(
ロ
)
『
大
谷
本
願
寺
通
紀
』
別
院
縁
由
の
項
の
吉

崎
別
院
記
に
そ
の
記
載
が
あ
る
。
『
真
宗
史
料
集

成
』
第
八
巻
五
六
頁

(
日
)
井
上
鋭
夫
著
『
一
向
一
撲
の
研
究
』
八
三
四

百月
(H)

『
修
訂
三
国
町
史
』
三
八
八
頁

(
日
)
『
諸
国
江
遺
書
状
之
留
一
』
二
九
五
頁

一
吉
崎
道
場
へ
蓮
知
様
御
影
、
御
正
忌
瑚
計
年

中
壱
度
拝
被
申
、
歎
敷
被
存
候
由
尤
思
召
候
、

正
月
廿
五
日
・
七
月
廿
五
日
両
度
者
御
影
様

御
供
申
、
其
元
御
堂
衆
壱
人
宛
罷
越
相
勤
可

申
候
、
三
月
廿
五
日
ハ
輪
番
御
供
申
相
勤
可

被
申
候
、
年
中
ニ
右
之
通
三
度
、
御
影
様
御

入
被
成
候
様
と
之
仰
候
問
、
可
被
得
其
意
候

以
上
が
関
係
本
文
で
あ
る
が
、
福
井
御
坊
御
堂

衆
が
一
月
と
七
月
に
、
ま
た
輪
番
が
三
月
に
そ

れ
ぞ
れ
蓮
如
真
影
を
奉
じ
て
吉
崎
ま
で
勤
行
に

出
る
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。

(
日
)
『
福
井
県
史
資
料
編
4
』
中
・
近
世
二
二

七
一

i
二
七
二
頁
勝
授
寺
文
書
五

O

(
補
注
)

先
に
本
願
寺
派
の
「
レ
ン
ニ
ョ
サ
ン
」
の
資
料
は

な
い
と
記
し
た
が
、
脱
稿
後
最
近
出
版
さ
れ
た
「
蓮
如

吉
崎
御
坊
と
門
徒
』
の
中
に
朝
倉
喜
祐
氏
が
紹
介

し
て
い
る
こ
と
を
偶
然
に
知
っ
た
。

朝
倉
氏
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
「
寛
政
十
一
年
よ
り
文

化
十
一
年
ま
で
約
一
五
年
間
中
断
さ
れ
た
が
、
約
二

百
二
十
有
年
の
伝
統
を
持
つ
蓮
如
敬
慕
の
法
行
事
で

あ
る
(
同
書
一
三
四
頁
ご
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）




