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は
じ
め
に 

  

愛
知
川
町
大
字
長
野
の
妙
安
寺
で
は
毎
年
一
〇
月
に
報
恩
講
が
営
ま

れ
て
い
る
。
報
恩
講
と
い
う
と
、
数
多
の
餅
を
積
み
重
ね
た
花
束(

け

そ

く)

、
御
斎(

お
と
き)

と
呼
ば
れ
る
会
食
な
ど
が
事
例
と
し
て
報
告
さ
れ
て

い
る
。
本
稿
も
こ
う
し
た
特
色
を
報
告
す
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
が
、
今

回
取
り
上
げ
る
の
は
荘
厳
の
一
つ
、
供
花
で
あ
る
。 

仏
前
に
香
・
灯
明
・
花
を
供
え
る
の
は
荘
厳
の
基
本
で
あ
る
が
、
妙

安
寺
で
は
「
仏
花
」
と
呼
ば
れ
る
花
を
作
っ
て
供
え
る
。
こ
の
花
は
い

け
ば
な
の
「
立
花(

り
っ
か)

」
に
あ
た
る
が
、
こ
こ
で
は
仏
に
供
え
る
花

と
し
て
仏
花
と
呼
ぶ
。 

愛
知
川
町
は
真
宗
が
盛
ん
で
あ
り
、
各
集
落
で
報
恩
講
を
営
む
際
に

は
こ
う
し
た
供
花
を
供
え
る
と
い
う
。
近
隣
の
町
々
も
真
宗
が
盛
ん
で

あ
る
こ
と
か
ら
同
様
に
供
え
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
供
花
そ
の
も

の
に
関
す
る
報
告
は
ほ
と
ん
ど
見
受
け
ら
れ
な
い
た
め
、
そ
の
実
態
を

知
る
こ
と
は
難
し
い
。 

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
妙
安
寺
の
仏
花
を
取
り
上
げ
て
詳
細
に
報
告
す

る
こ
と
で
、
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
な
お
、
平
成
一
四
年
に

は
親
鸞
上
人
七
五
〇
回
遠
忌
法
要
が
営
ま
れ
、
「
松
一
色
」
と
呼
ば
れ
る

特
別
な
仏
花
が
製
作
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
特
に
こ
の
仏
花
に
つ
い
て
詳

細
に
報
告
し
、
通
常
の
報
恩
講
に
つ
い
て
は
同
じ
集
落
内
の
大
乗
寺
の

事
例
を
参
考
と
し
て
報
告
す
る
。 

 

一 

報
恩
講
に
み
る
仏
花
―
大
乗
寺 

  

報
恩
講
と
は
、
祖
師
・
先
師
の
恩
に
報
い
る
た
め
に
そ
の
忌
日
に
行

う
法
要
の
こ
と
で
あ
る
が
、
特
に
真
宗
の
宗
祖
親
鸞
に
対
す
る
報
恩
講

が
名
高
い
。
本
山
で
営
む
法
要
と
は
別
に
、
各
地
で
末
寺
や
門
信
徒
に

よ
る
報
恩
講
も
営
ま
れ
る
が
、
本
山
の
報
恩
講
に
も
参
加
す
る
た
め
、

期
日
を
早
め
て
営
む
場
合
が
多
い
（

１

）

。 

 

滋
賀
県
湖
北
地
域
は
日
本
有
数
の
真
宗
地
帯
で
あ
り
、
現
在
も
盛
ん

に
信
仰
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
長
浜
の
「
回
り
仏
」
で
は
蓮
如
御
影

道
中
や
二
十
二
日
講
な
ど
多
く
の
事
例
が
み
ら
れ
る
。
特
に
蓮
如
御
影

道
中
は
、
蓮
如
御
影
が
東
本
願
寺
か
ら
福
井
県
三
国
町
の
吉
崎
御
坊
ま

で
、
行
き
は
琵
琶
湖
西
岸
を
帰
り
は
東
岸
を
通
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
信 

長
野
妙
安
寺
の
仏
花
制
作 

東 

條 

さ
や
か 
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仰
の
範
囲
の
広
さ
が
う
か
が
え
る
（

２

）

。 

湖
東
地
域
も
ま
た
真
宗
が
盛
ん
で
あ
り
、
湖
北
の
大
谷
派
（
東
本
願

寺
派
）
に
対
し
て
本
願
寺
派
の
寺
院
が
多
い
。
愛
知
川
町
も
本
願
寺
派

が
多
く
、
妙
安
寺
の
あ
る
長
野
西
に
は
同
じ
く
本
願
寺
派
の
大
乗
寺
も

あ
り
、
両
寺
を
含
め
た
近
隣
の
五
寺
の
僧
が
集
い
、
各
寺
で
順
番
に
報

恩
講
を
営
む
。
本
願
寺
派
の
本
山
（
西
本
願
寺
）
で
は
一
月
九
〜
一
六

日
に
報
恩
講
を
営
む
が
、
末
寺
の
報
恩
講
に
つ
い
て
は
特
定
の
日
は
な

く
、
現
在
は
社
会
状
況
に
あ
わ
せ
て
土
曜
日
・
日
曜
日
に
法
要
・
法
話

を
行
う
。 

こ
の
報
恩
講
に
供
え
ら
れ
る
仏
花
は
、
門
徒
が
数
日
か
け
て
製
作
す

る
。
小
さ
く
切
り
落
と
し
た
松
の
葉
を
集
め
て
小
枝
を
作
り
、
中
心
と

な
る
幹
に
次
々
と
突
き
刺
し
て
本
物
の
松
の
よ
う
に
作
り
上
げ
、
そ
の

前
面
や
枝
の
間
か
ら
菊
・
ウ
メ
モ
ド
キ
な
ど
が
姿
を
覗
か
せ
る
。
製
作

技
法
に
つ
い
て
は
次
節
で
詳
細
に
報
告
す
る
が
、
一
見
大
き
め
の
盆
栽

の
松
に
見
え
る
ほ
ど
自
然
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
仏
花
は
六
本
製
作
さ
れ
、

阿
弥
陀
如
来
、
親
鸞
上
人
、
蓮
如
上
人
等
に
五
具
足(

い
つ
ぐ
そ
く)

あ
る

い
は
三
具
足(

み
つ
ぐ
そ
く)

と
し
て
供
え
ら
れ
る
（
図
１
）
。 

 

大
乗
寺
の
仏
花
は
昔
か
ら
作
ら
れ
て
い
た
が
、
一
時
期
作
り
手
が
い

な
か
っ
た
た
め
簡
単
な
生
花
を
供
え
て
い
た
と
こ
ろ
、
二
、
三
年
ほ
ど

前
に
当
時
の
仏
花
を
知
る
人
た
ち
に
よ
っ
て
見
事
復
活
し
て
い
る
。
そ

の
際
に
妙
安
寺
の
製
作
技
法
を
参
考
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ほ
ぼ
同
様

の
作
り
を
も
つ
。 

 

こ
の
よ
う
な
仏
花
は
門
徒
宅
で
報
恩
講
を
営
む
際
に
も
立
て
ら
れ
る
。

こ
ち
ら
の
報
恩
講
は
九
月
か
ら
三
月
ま
で
の
間
に
一
日
営
み
、
僧
侶
を

呼
ん
で
近
所
の
親
戚
が
集
ま
っ
て
お
つ
と
め
を
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、

図１ 報恩講の仏花（大乗寺）  



愛知川町史研究 第一号〈2003.3.〉 

― 28 ― 

ト
ウ
ヤ
だ
け
が
営
む
例
な
ど
様
々
で
あ
る
。
近
年
こ
う
し
た
報
恩
講
を

営
む
門
徒
宅
は
減
少
し
て
い
る
。 

 
二 

遠
忌
法
要
に
み
る
仏
花
―
妙
安
寺 

 

真
宗
で
は
、
親
鸞
上
人
と
蓮
如
上
人
の
遠
忌
法
要
が
五
〇
年
に
一
度

営
ま
れ
、
妙
安
寺
で
は
平
成
一
四
年
一
〇
月
二
〇
日
に
親
鸞
上
人
七
五

〇
回
遠
忌
法
要
が
営
ま
れ
た
。
本
来
は
一
〇
年
ほ
ど
先
で
あ
る
が
、
各

寺
の
都
合
に
よ
り
前
後
に
変
動
し
て
お
り
、
大
乗
寺
で
は
翌
年
の
平
成

一
五
年
に
営
む
予
定
で
あ
る
。 

通
常
の
報
恩
講
で
は
、
前
節
で
報
告
し
た
よ
う
に
生
花
を
組
み
合
わ

せ
た
仏
花
を
製
作
す
る
が
、
遠
忌
法
要
で
は
生
花
を
一
切
用
い
ず
、
松

だ
け
を
用
い
た
「
松
一
色
」
と
呼
ば
れ
る
仏
花
を
製
作
す
る
。 

妙
安
寺
の
仏
花
は
、
阿
藤
康
雄
氏
の
指
導
の
下
製
作
さ
れ
る
。
仏
花
作

り
は
特
定
の
家
や
役
で
固
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
阿
藤
氏
自
身
も
数
年
前

ま
で
は
先
輩
の
手
伝
い
を
し
な
が
ら
そ
の
技
法
を
見
て
学
ん
だ
と
い
う
。

い
わ
ゆ
る
厳
密
な
師
弟
関
係
と
い
う
も
の
は
存
在
せ
ず
、
今
回
製
作
に

あ
た
っ
た
門
徒
も
「
お
師
匠
さ
ん
（
阿
藤
氏
）
に
習
お
う
」
と
い
う
こ

と
で
集
ま
っ
た
有
志
で
あ
る
。 

な
お
、
阿
藤
氏
の
先
祖
に
、
京
都
の
六
角
堂
の
池
坊
で
い
け
ば
な
を
学

ん
だ
人
が
お
り
、
阿
藤
氏
自
身
も
い
け
ば
な
に
つ
い
て
造
詣
が
深
い
こ

と
か
ら
詳
し
い
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
以
下
、
同
氏
へ
の
聞
き
取

り
や
調
査
を
も
と
に
「
松
一
式
」
の
製
作
に
つ
い
て
報
告
す
る
。 

  

松
取
り 

 

ま
ず
、
一
〇
月
八
日
に
仏
花
に
必
要
な
松
を
山
へ
切
り
に
行
く
「
松

取
り
」
が
あ
る
が
、
愛
知
川
町
は
平
地
で
山
が
な
い
た
め
、
低
い
所
に

自
生
す
る
蒲
生
郡
竜
王
町
ま
で
行
く
。
大
き
な
松
の
枝
を
六
〇
本
ほ
ど

鋸
で
切
り
取
り
、
軽
ト
ラ
ッ
ク
に
積
み
上
げ
て
持
ち
帰
る
。
法
要
ま
で

一
〇
日
以
上
あ
る
た
め
、
松
が
枯
れ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
作
業
時
ま
で

妙
安
寺
の
池
に
つ
け
た
り
す
る
。 

 

カ
イ
作
り 

 

夜
に
な
る
と
門
徒
が
集
ま
り
、
仏
花
作
り
が
始
ま
る
。
ま
ず
、
松
の

枝
葉
を
鋏
で
一
本
一
本
小
さ
く
切
り
落
と
し
て
分
け
る
。
切
り
落
と
し

た
葉
付
き
の
大
き
め
の
枝
を
中
心
に
し
て
（
３
）
、
葉
を
一
本
少
し
下
げ

て
添
え
て
葉
の
根
元
か
ら
銅
線
で
巻
い
て
止
め
る
。
次
に
、
反
対
側
に

葉
を
も
う
一
本
つ
け
て
左
右
対
称
に
す
る
。
こ
う
し
て
左
右
交
互
に
葉

を
三
本
ず
つ
計
六
本
を
つ
け
て
、
「
カ
イ
」
と
呼
ば
れ
る
一
本
の
大
き
な

葉
を
作
る
（
図
２
）
。
す
な
わ
ち
、
一
旦
バ
ラ
バ
ラ
に
切
っ
た
枝
葉
で
新

た
な
葉
を
作
り
上
げ
る
訳
で
あ
る
が
、
葉
の
間
隔
を
空
け
た
り
左
右
対

称
を
少
し
ず
ら
す
な
ど
自
然
な
枝
ぶ
り
に
し
て
い
る
。 

な
お
、
銅
線
は
光
を
反
射
す
る
た
め
、
地
面
に
稲
藁
を
敷
い
て
火
を
つ

け
、
銅
線
を
焼
い
て
お
く
が
、
稲
藁
以
外
で
は
火
力
が
強
す
ぎ
て
黒
く

な
る
と
い
う
。 

こ
の
カ
イ
が
仏
花
作
り
の
基
本
と
な
る
た
め
、
大
量
に
作
っ
て
コ
ン
テ

ナ
に
入
れ
て
い
く
。
一
二
、
三
人
も
の
人
が
集
ま
っ
て
も
、
す
べ
て
の

カ
イ
を
完
成
す
る
に
は
三
晩
ほ
ど
か
か
る
。 

 



愛知川町史研究 第一号〈2003.3.〉 

― 29 ― 

カ
イ
つ
け 

 
カ
イ
が
で
き
上
が
る
と
、
用
意
し
て
お
い
た
幹
の
枝
先
に
つ
け
る
。

幹
は
花
瓶
の
口
に
麻
縄
で
縛
っ
た
藁
を
つ
め
、
い
い
枝
ぶ
り
の
松
の
幹

を
檜
な
ど
の
木
材
に
釘
で
固
定
し
た
も
の
を
突
き
刺
し
て
立
て
た
も
の

で
あ
る
。
こ
の
幹
は
毎
年
新
し
く
し
て
い
た
が
、
近
年
は
い
い
枝
ぶ
り

の
松
を
探
す
の
が
難
し
い
た
め
、
毎
年
同
じ
も
の
を
用
い
て
い
る
。 

カ
イ
を
つ
け
る
時
は
、
そ
の
中
心
と
な
る
枝
の
根
元
に
錐
（
き
り
）

や

電
動
ド
リ
ル
で
穴
を
あ
け
、
和
釘
の
一
種
で
両
端
が
尖
っ
た
「
合
い
釘
」

を
突
き
刺
す
。
同
様
に
幹
に
も
穴
を
あ
け
て
、
合
い
釘
の
も
う
一
端
を

そ
こ
に
刺
し
込
む
（
図
３
）
。
和
釘
は
四
角
い
断
面
を
も
つ
た
め
、
枝
が

重
み
で
回
転
し
た
り
す
る
の
を
防
ぐ
と
と
も
に
、
つ
け
た
枝
を
思
い
通

り
の
方
向
に
向
け
ら
れ
る
利
点
が
あ
る
。 

カ
イ
作
り
の
際
に
葉
を
銅
線
で
巻
き
つ
け
る
の
も
、
つ
け
た
後
で
葉

を
上
に
向
け
た
り
広
げ
た
り
と
思
い
通
り
に
す
る
た
め
で
あ
り
、
様
々

な
工
夫
が
み
ら
れ
る
。 

一
本
の
仏
花
に
六
〇
本
近
く
の
カ
イ
を
つ
け
て
松
を
作
り
上
げ
る
が
、

な
る
べ
く
自
然
な
枝
ぶ
り
に
な
る
よ
う
に
、
枝
の
先
端
な
ど
に
集
中
し

て
カ
イ
を
つ
け
て
い
く
。
カ
イ
は
少
し
ず
つ
大
き
さ
が
異
な
る
た
め
、

つ
け
る
場
所
に
あ
っ
た
大
き
さ
の
も
の
を
選
ぶ
と
と
も
に
、
全
体
の
バ

ラ
ン
ス
が
と
れ
る
よ
う
に
つ
け
て
い
く
。 

カ
イ
つ
け
は
一
人
が
一
本
の
仏
花
を
担
当
す
る
が
、
つ
け
る
位
置
が

各
人
の
好
み
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
た
め
、
仏
花
に
も
そ
の
性
格

が
現
れ
て
い
て
お
も
し
ろ
い
。
し
か
し
、
一
対
に
す
る
も
の
は
な
る
べ

く
左
右
対
称
に
バ
ラ
ン
ス
を
あ
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
揃
え

る
の
が
難
し
い
。 

す
べ
て
の
カ
イ
を
つ
け
終
え
、
形
が
で
き
上
が
る
と
仕
上
げ
に
か
か
る

が
、
こ
こ
か
ら
が
通
常
の
報
恩
講
の
仏
花
と
大
き
く
異
な
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。 

 

イ
ロ
カ
イ 

松
を
構
成
す
る
カ
イ
と
は
別
に
、
赤
・
白
・
黄
・
金
・
銀
の
五
色
に

カ
イ
を
染
め
た
「
イ
ロ
カ
イ
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
。
か
つ
て
は

膠
で
溶
い
た
ベ
ニ
ガ
ラ
（
紅
殻
）
で
赤
く
（
図
４
）
、
ト
ノ
コ
（
砥
の
粉
）
・

イ
シ
ハ
イ
（
石
灰
）
で
白
く
染
め
た
も
の
と
、
さ
ら
に
中
央
（
正
真(

し

ょ
う
し
ん)

）
に
つ
け
る
一
本
の
金
色
の
三
色
だ
け
で
あ
っ
た
。
報
恩
講

の
時
は
菊
を
用
い
る
こ
と
か
ら
黄
色
い
カ
イ
も
欲
し
か
っ
た
が
、
染
料

が
な
い
た
め
作
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
現
在
は
市
販
の
ス
プ
レ
ー
で

五
色
に
染
め
る
が
、
金
・
銀
は
艶
出
し
用
の
ス
プ
レ
ー
を
吹
き
付
け
て

接
着
剤
代
わ
り
と
し
、
刷
毛
で
金
粉
・
銀
粉
を
つ
け
て
い
る
。 

 

イ
ロ
カ
イ
は
カ
イ
と
同
様
に
錐
等
で
穴
を
あ
け
て
合
い
釘
で
止
め
る

が
、
「
胴
」
と
呼
ば
れ
る
中
央
よ
り
や
や
下
の
部
分
に
つ
け
る
。
す
で
に

カ
イ
が
た
く
さ
ん
つ
け
ら
れ
た
間
に
つ
け
て
い
く
の
は
大
変
で
あ
る
が
、

で
き
る
だ
け
色
の
バ
ラ
ン
ス
も
取
れ
る
よ
う
に
イ
ロ
カ
イ
を
配
置
し
て

い
く
。 

こ
の
他
、
柳
の
枝
に
小
さ
な
枝
を
挟
ん
で
立
て
る
「
足
」
が
あ
る
。

つ
け
る
高
さ
を
自
由
に
調
製
で
き
る
の
で
、
高
く
立
て
て
松
の
間
か
ら

顔
を
出
す
よ
う
に
配
置
し
て
、
枝
ご
と
色
を
つ
け
た
も
の
を
左
右
に
伸

ば
し
た
り
、
幹
の
根
元
近
く
に
松
ボ
ッ
ク
リ
つ
き
の
小
枝
を
立
て
た
り

す
る
。 

最
後
に
幹
を
立
て
る
の
に
用
い
た
板
が
見
え
な
い
よ
う
に
、
大
き
く 
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図２ カイ  

図３ カイをつける  
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切
っ
た
松
の
表
皮
を
根
元
に
被
せ
て
完
成
で
あ
る
（
図
５
）
。
な
お
、
葉

が
乾
燥
す
る
と
色
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
た
め
、
作
業
中
か
ら
霧
吹
き
で

大
量
に
水
を
か
け
て
お
く
。 

報
恩
講
の
仏
花
で
は
菊
な
ど
の
生
花
が
イ
ロ
カ
イ
に
あ
た
る
が
、
こ

ち
ら
は
ち
ょ
う
ど
い
い
長
さ
に
切
っ
て
土
台
の
藁
に
直
接
刺
し
て
立
て

る
。
ま
た
、
足
に
は
ウ
メ
モ
ド
キ
な
ど
を
挟
ん
で
立
て
る
。 

 

完
成
し
た
五
本
の
仏
花
は
大
乗
寺
と
同
様
に
、
阿
弥
陀
如
来
、
親
鸞

上
人
、
蓮
如
上
人
等
に
そ
れ
ぞ
れ
供
え
ら
れ
る
。 

さ
ら
に
、
僧
侶
の
控
え
室
と
な
る
書
院
の
床
の
間
に
一
本
飾
る
が
、
こ

ち
ら
は
底
が
浅
く
広
い
鉢
を
使
う
た
め
、
低
く
ど
っ
し
り
と
し
た
仏
花

を
阿
藤
氏
自
ら
が
作
る
（
図
６
）
。
こ
の
仏
花
は
鉢
に
白
砂
を
敷
く
た
め

「
砂
の
物
」
と
も
い
う
。 

遠
忌
法
要
当
日
は
長
野
公
民
館
か
ら
妙
安
寺
ま
で
お
練
り
行
列
が
行

わ
れ
た
。
一
二
時
に
は
稚
児
等
が
公
民
館
に
集
合
し
て
着
替
え
を
行
い
、

一
三
時
四
〇
分
に 

出
発
し
た
。
行
列
は
門
徒
が
仏
旗
や
会
旗
（
仏
教
壮

年
会
・
仏
教
婦
人
会
）
を
持
ち
、
楽
人
、
稚
児
、
八
日
講
、
尼
講
、
そ

し
て
僧
侶
ら
が
参
列
し
、
一
四
時
に
は
妙
安
寺
に
到
着
し
て
法
要
が
営

ま
れ
た
。 

現
在
の
遠
忌
法
要
は
一
日
で
あ
る
が
、
か
つ
て
は
七
日
間
に
わ
た
っ

て
法
要
が
営
ま
れ
て
お
り
、
生
花
で
は
最
後
ま
で
も
た
ず
に
枯
れ
て
し

ま
う
こ
と
か
ら
、
イ
ロ
カ
イ
が
生
み
出
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
仏
花
は
遠
忌
法
要
以
外
に
も
立
て
ら
れ
る
こ
と
が

あ
っ
た
。
そ
れ
は
結
婚
式
で
あ
る
。
昔
は
自
宅
で
式
を
挙
げ
る
際
に
床

の
間
に
立
て
て
お
り
、
式
後
も
挨
拶
な
ど
で
親
戚
を
は
じ
め
と
す
る
お

客
が
出
入
り
す
る
た
め
、
そ
の
間
二
週
間
近
く
飾
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ

た
と
い
う
。
こ
の
仏
花
の
製
作
は
作
れ
る
人
に
依
頼
し
て
お
り
、
阿
藤

氏
も
一
〇
軒
ば
か
り
手
が
け
た
と
い
う
。 

 

三 

東
本
願
寺
の
報
恩
講
と
仏
花 

  

真
宗
の
本
山
で
行
わ
れ
る
報
恩
講
は
有
名
で
あ
り
、
特
に
「
西
の
供

物
、
東
の
花
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
、
西
本
願
寺
の
十
種
の
供
物
そ
し
て

東
本
願
寺
の
仏
花
は
豪
華
な
も
の
で
あ
る
。 

 

東
本
願
寺
の
報
恩
講
の
仏
花
は
、
大
谷
祖
廟
本
堂
、
御
影
堂
、
阿
弥

陀
堂
に
そ
れ
ぞ
れ
立
て
ら
れ
る
。
そ
の
威
容
は
花
瓶
に
比
し
て
数
倍
も

の
高
さ
を
も
ち
な
が
ら
も
、
左
右
に
枝
を
伸
ば
す
広
が
り
を
も
ち
、
松

を
中
心
と
し
て
菊
な
ど
の
色
と
り
ど
り
の
生
花
を
巧
み
に
厚
く
ど
っ
し

り
と
配
置
す
る
。
こ
の
仏
花
は
池
坊
か
ら
発
達
し
た
と
さ
れ
る
が
、
そ

れ
を
裏
付
け
る
史
料
は
少
な
く
断
片
的
で
あ
る
。 

池
坊
と
は
六
角
堂
で
知
ら
れ
る
頂
法
寺
の
坊
の
名
で
、
一
五
世
紀
半
ば

に
は
巧
み
に
花
を
立
て
る
寺
僧
が
あ
り
、
後
に
た
て
花
の
技
に
優
れ
た

池
坊
専
慶
を
輩
出
し
た
。
続
く
専
応
や
専
栄
、
不
世
出
の
名
人
と
い
わ

れ
た
池
坊
専
好
（
初
代
・
二
代
目
）
に
よ
り
そ
の
様
式
が
整
備
さ
れ
、

安
土
桃
山
時
代
か
ら
江
戸
時
代
初
期
に
か
け
て
豪
壮
な
立
花(

り
っ
か)

様

式
が
大
成
さ
れ
る
。 

 
東
本
願
寺
の
仏
花
は
こ
の
立
花
に
あ
た
り
、
そ
の
形
式
が
整
え
ら
れ

た
一
五
世
紀
中
期
か
ら
後
期
は
、
た
て
花
の
盛
行
や
立
花
の
発
達
期
と

重
な
る
。
ま
た
、
日
記
に
「
立
花
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
や
、
慶
長
九
年

（
一
六
〇
四
）
以
後
約
五
〇
年
間
、
東
本
願
寺
の
大
法
要
に
池
坊
師
弟 
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図４ イロカイ（膠で着色したもの）  

   図６ 床の間の仏花             図５ 完成した仏花  
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が
立
花
を
御
影
堂
に
献
じ
る
な
ど
、
そ
の
つ
な
が
り
は
密
接
で
あ
っ
た

が
（

４

）

、
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

少
し
時
代
が
遡
る
が
、
山
科
本
願
寺
時
代
の
延
徳
元
年
（
一
四
八
九
）

一
一
月
に
営
ま
れ
た
報
恩
講
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
残
さ
れ

て
い
る
。 

一
、
二
十
八
日 

御
点
心
ト
御
時(

（
斎
）)

ノ
ア
ヒ
タ
ニ
、
五
時

ヨ
リ
四
時
半
マ
テ
、
御
式
ハ
上
様
、
御
念
仏
御
坊
様
、
御
荘
厳

ハ
五
具
足
、
真
ニ
ハ
ア
ヒ
オ
ヒ
ノ
松
、
菊
ミ
ヤ
マ
シ
キ
ヒ
、
下

草
ハ
水
仙
花
。
イ
ツ
レ
モ
上
様
ノ
御
タ
テ
候
。 『

空
善
聞
書
』（
５

） 

こ
の
「
上
様
」
と
い
う
の
は
蓮
如
上
人
の
こ
と
で
あ
り
、
報
恩
講
に
際

し
て
上
人
自
ら
が
花
を
立
て
た
と
い
う
。 

こ
の
蓮
如
上
人
の
伝
統
を
受
け
継
ぎ
、
池
坊
が
立
花
を
献
じ
る
重
要

な
法
要
以
外
は
歴
代
上
人
が
花
を
立
て
て
い
た
が
、
本
山
の
組
織
が
整

え
ら
れ
て
く
る
と
御
堂
衆
が
専
門
に
立
て
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
後
、

洛
陽
法
中
や
伏
見
坊
主
衆
と
い
っ
た
巧
者
を
経
て
、
「
花
役
」
の
歴
代
小

兵
衛
を
中
心
と
し
た
現
在
の
「
花
小
」
一
門
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
（

６

）

。

こ
の
間
に
も
池
坊
の
技
法
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
可
能
性
は
あ
る
が
、
現

在
の
東
本
願
寺
の
仏
花
は
池
坊
の
立
華
に
比
べ
て
か
な
り
長
大
で
あ
り
、

胴
も
大
き
い
こ
と
か
ら
独
自
の
発
達
を
と
げ
た
と
い
え
る
。 

こ
う
し
た
仏
花
の
形
式
が
整
え
ら
れ
た
の
が
東
西
分
派
以
前
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
西
本
願
寺
で
も
仏
花
を
立
て
て
お
り
、
同
様
に
末
寺
や
門

徒
宅
に
も
立
て
ら
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
そ
の
担
い
手
が
歴
代
上
人
に
み
る
よ
う
に
僧
な
の
か
、

あ
る
い
は
妙
安
寺
の
よ
う
に
門
徒
な
の
か
に
つ
い
て
は
、
更
な
る
調
査

を
行
う
必
要
が
あ
る
。 

妙
安
寺
の
仏
花
が
い
つ
頃
か
ら
立
て
ら
れ
て
い
る
か
は
定
か
で
は
な

い
が
、
そ
の
技
法
は
代
々
門
徒
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
そ
の
形
式
は

い
け
ば
な
の
立
花
を
基
本
と
し
な
が
ら
も
、
カ
イ
や
イ
ロ
カ
イ
な
ど
通

常
の
解
説
書
に
は
み
ら
れ
な
い
技
法
を
あ
わ
せ
持
つ
。
か
つ
て
は
枝
ぶ

り
の
よ
い
自
然
の
松
を
組
み
合
わ
せ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
松
が
少

な
い
地
域
で
あ
る
こ
と
か
ら
そ
の
入
手
が
難
し
い
た
め
、
生
み
出
さ
れ

た
工
夫
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
技
法
が
他
所
で
も
み
ら
れ
る
か
に

つ
い
て
は
、
今
後
の
調
査
を
期
し
た
い
。 

 

お
わ
り
に 

  

仏
に
対
し
て
花
を
供
え
る
こ
と
は
、
荘
厳
そ
し
て
信
仰
と
し
て
当
然

の
行
為
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
ま
り
に
も
当
然
で
あ
り
自
明
の

理
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
行
為
そ
の
も
の
が
注
目
を
浴
び
る
こ
と
は

少
な
い
。 

 

今
回
あ
え
て
そ
の
仏
花
を
取
り
上
げ
る
に
至
っ
た
の
は
、
門
徒
が
集

っ
て
仏
花
を
作
る
と
い
う
そ
の
行
為
に
深
い
信
仰
を
見
た
か
ら
で
あ
る
。

町
内
に
あ
ま
り
自
生
し
な
い
松
を
遠
方
に
求
め
、
さ
ら
に
よ
り
よ
い
姿

の
仏
花
を
求
め
て
先
人
が
生
み
出
し
た
技
法
は
、
今
新
た
な
後
継
者
に

引
き
継
が
れ
つ
つ
あ
る
。 

 
こ
う
し
た
仏
花
は
寺
の
み
な
ら
ず
、
門
徒
宅
で
行
う
報
恩
講
に
も
立

て
ら
れ
、
さ
ら
に
結
婚
式
と
い
う
め
で
た
い
場
に
も
立
て
ら
れ
て
い
た
。

信
仰
と
い
う
場
を
離
れ
、
め
で
た
い
場
に
立
て
る
花
と
い
う
新
た
な
認

識
を
獲
得
し
た
仏
花
は
、
人
々
の
生
活
に
密
着
し
て
い
た
と
い
え
る
。 
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註 （
１
） 

『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
（
吉
川
弘
文
館 

一
九
九
九
・
二
〇
〇
〇
） 

（
２
） 
『
長
浜
市
史 

第
六
巻 

祭
り
と
行
事
』
（
長
浜
市
役
所 

二
〇
〇
二
） 

（
３
） 
葉
付
き
の
枝
で
は
な
く
、
枝
の
先
端
に
葉
を
つ
け
て
作
る
場
合
も
あ 

る
。 

（
４
） 

仁
科
和
志
「
仏
花
の
源
流
と
そ
の
歴
史
」
（
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
式
務 

部
監
修
『
東
本
願
寺
の
仏
花
』
古
賀
制
二 

一
九
八
五
） 

（
５
） 

真
宗
大
谷
派
宗
務
所
式
務
部
監
修
『
東
本
願
寺
の
仏
花
』
古
賀
制
二
、 

一
九
八
五
年
。
同
書
「
報
恩
講
の
解
説
」
よ
り
転
載
。 

（
６
） 

註
（
４
）
を
参
照
。 

               

 

付
記 

 

今
回
の
調
査
に
あ
た
り
、
貴
重
な
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
た
方
々
、
特

に
阿
藤
康
雄
氏
、
森
野
久
嗣
氏
に
は
、
多
大
な
る
ご
助
力
を
賜
り
ま
し
た
。
こ

の
場
を
借
り
て
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

                    




