
︿
資
料
紹
介
﹀
﹁
壬
生
地
蔵
縁
起
絵
巻
﹂
注
釈
︵
三
︶

八

木

智

生

﹁
壬
生
地
蔵
縁
起
絵
巻
﹂
は
︑
壬
生
寺
︵
京
都
市
中
京
区
︑
律
宗
︑
本
尊
は

延
命
地
蔵
菩
薩
︶
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
︒
本
文
は
す
で
に
︑
元
興
寺
仏
教
民
俗

資
料
研
究
所
編
﹃
壬
生
寺
民
俗
資
料
緊
急
調
査
報
告
書

第
三
分
冊
﹄
︵
壬
生

寺
︑
一
九
七
五
年
︶
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
が
︑
い
く
つ
か
の
誤
り
が
認
め
ら
れ

る
︒
そ
こ
で
︑
あ
ら
た
め
て
原
本
を
参
照
し
て
翻
刻
と
注
釈
を
行
う
こ
と
に
し

た
︒本

稿
で
は
︑
第
四
巻
第
一
話
～
第
五
巻
第
二
話
を
対
象
と
す
る
︒

︻
凡
例
︼

一
︑
底
本
に
は
︑
原
本
を
用
い
た
︒

二
︑
本
注
釈
は
︑
本
文
︑
語
注
︑
補
注
か
ら
な
る
︒

三
︑
本
文
は
︑
底
本
を
翻
刻
し
︑
基
本
的
に
そ
の
通
り
表
記
し
た
︒
た
だ
し
︑

通
読
の
便
宜
の
た
め
︑
適
宜
次
の
操
作
を
行
っ
た
︒

�
任
意
の
改
行
を
ほ
ど
こ
し
︑
各
段
落
の
先
頭
は
一
字
下
げ
た
︒

�
旧
字
︑
異
体
字
は
通
行
の
字
体
に
改
め
た
︒

�
底
本
の
細
字
︑
割
注
は
︹

︺
で
示
し
た
︒

�
句
読
点
︑
濁
点
を
補
っ
た
︒

�
明
ら
か
に
錯
簡
と
思
わ
れ
る
部
分
に
は
︑
︿
錯
簡
﹀
と
表
記
し
た
︒

�
絵
は
︿
絵
﹀
と
示
し
た
︒

�
貼
紙
は
︿
貼
紙
﹀
と
記
し
︑
内
容
を
枠
内
に
示
し
た
︒

四
︑
語
注
に
は
︑
本
文
中
に
﹁
＊
﹂
を
付
し
た
語
句
に
つ
い
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
記

述
し
た
︒
難
解
な
語
句
や
固
有
名
詞
な
ど
を
解
説
し
て
い
る
︒

五
︑
補
注
で
は
︑
語
注
で
は
解
説
し
き
れ
な
か
っ
た
︑
主
に
そ
の
段
全
体
に
か

か
わ
る
問
題
に
つ
い
て
︑
さ
ら
に
考
察
を
加
え
て
い
る
︒

六
︑
各
話
の
最
後
に
︑
版
本
﹃
壬
生
寺
縁
起
﹄
︵
元
禄
十
五
年
序
︶
の
該
当
話

を
記
し
た
︒
な
お
︑
版
本
の
説
話
標
題
は
版
本
巻
頭
の
目
録
に
よ
る
︒

︿
資
料
紹
介
﹀
﹁
壬
生
地
蔵
縁
起
絵
巻
﹂
注
釈
︵
三
︶

五
四



七
︑
注
釈
に
あ
た
っ
て
︑
多
く
の
文
献
・
論
文
・
辞
書
か
ら
教
示
を
得
た
が
︑

紙
幅
の
都
合
上
省
略
し
た
︒

第
四
巻

一

和
州
前
吏
平
朝
臣
宗
平
当
寺
建
立
事

建
保
元
年
︑
同
供
養

︻
本
文
︼

当
寺
地
蔵
菩
薩
よ
り
＊

二
銘
の
宝
剣
夢
中
感
得
の
後
︑
一
十
余
歳
を
経
て
順

徳
天
皇
の
御
宇
＊

建
保
元
年
に
至
て
︑
中
興
の
大
＊

願
主
和
州
前
吏
＊

平
朝
臣

宗
平
︑
久
し
く
＊

管
領
を
致
て
鎮
に
＊

丹
懇
を
は
こ
ぶ
︒

然
間
︑
五
条
坊
門
坊
城
に
於
て
伽
藍
建
立
の
敷
地
を
さ
だ
め
︑
仏
閣
＊

塔
婆

年
を
か
さ
ね
て
甍
を
ま
じ
へ
︑
堂
舎
僧
坊
日
に
随
て
軒
を
な
ら
ぶ
︒
本
願
開
闢

の
初
に
は
五
条
坊
門
壬
生
に
お
ひ
て
小
堂
を
立
と
い
へ
ど
も
︑
再
興
の
時
代
に

及
て
在
所
を
坊
城
に
あ
ら
た
む
︒
い
ま
本
名
を
召
す
る
ゆ
へ
に
壬
生
の
地
蔵
と

は
称
也
︒

︿
錯
簡
﹀

︿
貼
紙
で
抹
消
﹀
相
眼
に
か
ゞ
や
く
︒

則
惣
供
養
の
導
師
は
本
尊
御
夢
想
の
告
あ
る
に
よ
り
て
︑
勧
修
寺
別
当
前
大

僧
正
＊

成
宝
を
請
ず
︒
＊

讃
衆
等
も
そ
の
門
弟
也
︒
又
＊

起
立
塔
婆
の
供
養
は

＊

大
曼
陀
羅
供
︑
導
師
は
前
法
務
大
僧
正
＊

親
厳
大
和
尚
位
︑
同
じ
く
＊

職
衆

等
は
東
寺
一
門
＊

上
綱
な
り
︒
此
外
種
々
の
善
根
の
内
︑
一
万
日
の
あ
ひ
だ
︑

本
尊
地
蔵
菩
薩
を
称
揚
讃
歎
︑
＊

法
花
＊

般
若
等
の
諸
＊

大
乗
経
を
＊

開
講
＊

演

説
す
︒
顕
密
の
＊

行
法
を
は
じ
め
を
き
︑
諸
堂
の
＊

仏
餉
灯
油
な
ら
び
に
阿
弥

陀
堂
＊

不
断
念
仏
三
昧
供
料
等
の
田
薗
を
寄
進
せ
ら
る
︒
か
く
の
ご
と
く
崇
敬

帰
依
の
あ
ひ
だ
︑
霊
験
日
々
に
＊

掲
焉
な
り
︒
感
応
夜
々
に

︿
錯
簡
﹀

＊

寿
命
を
い
の
る
者
は
寿
命
を
増
長
し
︑
＊

福
徳
を
も
と
む
る
者
は
福
徳
を

円
満
す
︒
心
を
い
た
し
て
＊

瞻
礼
す
る
者
は
︑
一
切
の
悪
事
み
な
消
除
す
︒
ま

こ
と
を
凝
し
て
供
養
す
る
者
は
︑
＊

無
辺
所
願
す
み
や
か
に
成
就
せ
り
︒
憑
し

き
か
な
＊

済
生
の
方
便
︑
悦
し
き
か
な
＊

濁
世
の
＊

能
化
︑
そ
れ
＊

現
と
い
ひ

＊

当
と
い
ひ
︑
仰
で
信
ず
べ
き
も
の
な
り
︒

︿
絵
﹀

︻
語
注
︼

二
銘
の
宝
剣
夢
中
感
得

第
三
巻
第
二
話
﹁
地
蔵
菩
薩
二
銘
太
刀
行
政
与
給
事

元
久
二
年
﹂
を
指
す
︒
当
該
話
の
設
定
年
代
は
元
久
二
年
︵
一
二
〇
五
︶
︒

建
保
元
年

一
二
一
三
︒

願
主

善
根
功
徳
を
積
も
う
と
い
う
願
い
で
︑
仏
像
や
仏
寺
を
建
立
し
た
り
︑

経
典
や
法
衣
の
供
養
な
ど
を
発
願
し
た
り
す
る
本
人
︒

平
朝
臣
宗
平

平
宗
平
︒
三
重
流
平
氏
︒
﹃
尊
卑
分
脈
﹄
に
よ
れ
ば
︑
平
桓
平

︿
資
料
紹
介
﹀
﹁
壬
生
地
蔵
縁
起
絵
巻
﹂
注
釈
︵
三
︶

五
五



︵
摂
津
守
従
五
位
下
︶
の
子
と
し
て
平
宗
平
の
名
が
あ
り
︑
俊
平
・
政
平
・
行

平
・
宗
綱
の
父
で
あ
る
︒
ま
た
︑
﹃
萩
藩
閥
閲
録
﹄
大
和
忠
左
衛
門
家
に
は
︑

﹁
宗
平

大
和
守
﹂
と
あ
る
︒

管
領

管
理
︑
支
配
す
る
こ
と
︒
領
有
す
る
こ
と
︒

丹
懇

心
に
偽
り
が
な
く
信
義
に
厚
い
こ
と
︒
﹁
抽
丹
懇
﹂
︑
﹁
致
丹
懇
﹂
と
い

う
表
現
は
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
が
︑
﹁
丹
懇
を
は
こ
ぶ
﹂
と
い
う
表
現
は
多
く

の
類
例
を
見
な
い
︒

塔
婆

仏
舎
利
を
安
置
す
る
建
造
物
︒
ま
た
︑
供
養
・
報
恩
な
ど
の
た
め
に
建

立
す
る
塔
︒

成
宝

一
一
五
九
～
一
二
二
八
︒
藤
原
惟
方
の
子
︒
真
言
宗
︒
勧
修
寺
九
世
︒

各
寺
の
別
当
を
歴
任
し
︑
承
久
三
年
︵
一
二
二
一
︶
東
寺
長
者
・
法
務
と
な
る
︒

讃
衆

灌
頂
や
法
会
な
ど
の
時
︑
讃
誦
な
ど
の
役
を
つ
と
め
る
僧
︒
数
人
ま
た

は
数
十
人
で
讃
偈
な
ど
を
唱
え
る
︒

起
立
塔
婆

塔
婆
を
故
人
の
供
養
の
た
め
に
立
て
る
こ
と
︒

大
曼
陀
羅
供

大
曼
荼
羅
を
供
養
す
る
法
会
︒
大
曼
荼
羅
は
︑
真
言
密
教
に
お

け
る
四
種
曼
荼
羅
の
一
︒
﹃
大
日
経
﹄
具
縁
品
の
内
容
に
基
づ
き
︑
五
大
か
ら

成
る
仏
菩
薩
の
姿
を
︑
五
大
の
色
で
描
い
た
曼
荼
羅
︒

親
厳

一
一
五
一
～
一
二
三
六
︒
真
言
宗
︒
東
寺
長
者
︑
随
心
院
初
代
門
跡
を

経
て
︑
嘉
禎
元
年
︵
一
二
三
五
︶
東
大
寺
別
当
に
な
る
︒
大
僧
正
︒

職
衆

灌
頂
や
法
会
な
ど
の
時
︑
梵
唄
や
︑
散
華
︑
金
剛
杵
を
持
つ
な
ど
の
職

務
を
勤
め
る
僧
衆
︒

上
綱

僧
綱
中
の
上
位
で
︑
僧
都
以
上
︒
ま
た
︑
僧
綱
相
当
の
僧
位
で
は
法
眼

以
上
を
さ
す
︒

法
花

﹃
法
華
経
﹄
︒

般
若

般
若
経
︒
大
乗
仏
教
の
最
初
期
の
経
典
群
の
総
称
︒
ま
た
は
﹃
大
般
若

波
羅
蜜
多
経
﹄
の
こ
と
︒

大
乗
経

大
乗
の
教
え
を
説
い
た
経
典
︒
般
若
経
・
﹃
法
華
経
﹄
・
﹃
華
厳
経
﹄

な
ど
︒

開
講

法
会
を
開
く
こ
と
︒
講
義
す
る
こ
と
︒

演
説

僧
が
説
教
す
る
こ
と
︒

行
法

悟
り
を
得
る
た
め
の
修
行
法
︒

仏
餉

仏
に
供
え
る
米
飯
︒

不
断
念
仏
三
昧
供

不
断
念
仏
︒
昼
夜
間
断
な
く
念
仏
を
唱
え
る
こ
と
︒
常
行

三
昧
に
基
づ
き
︑
比
叡
山
に
お
こ
っ
た
も
の
で
︑
古
く
は
七
日
と
定
め
た
が
︑

ほ
ぼ
三
日
に
わ
た
る
の
が
恒
例
︒

掲
焉

著
し
い
さ
ま
︒
目
立
つ
さ
ま
︒

寿
命
を
い
の
る
者
は
寿
命
を
増
長
し

﹃
延
命
地
蔵
菩
薩
経
﹄
﹁
十
種
福
﹂
の
第

四
に
﹁
寿
命
長
遠
﹂
の
利
益
が
あ
る
︒

福
徳
を
も
と
む
る
者
は
福
徳
を
円
満
す

﹃
地
蔵
菩
薩
本
願
経
﹄
に
︑
﹁
諦
聽
諦

聽
吾
當
爲
汝
略
説
地
藏
菩
薩
利
益
人
天
福
徳
之
事
︒
﹂
と
し
て
︑
利
益
が
説
か

︿
資
料
紹
介
﹀
﹁
壬
生
地
蔵
縁
起
絵
巻
﹂
注
釈
︵
三
︶

五
六



れ
る
︒

瞻
礼

仏
祖
を
仰
ぎ
み
て
礼
拝
す
る
こ
と
︒

無
辺
所
願

﹁
無
辺
﹂
は
︑
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
︒
す
べ
て
の
︒
﹁
所
願
﹂
は
仏
に

頼
っ
て
い
る
願
い
︒

済
生

世
の
衆
生
を
救
い
導
く
こ
と
︒

濁
世

濁
り
汚
れ
た
人
間
の
世
︒

能
化

教
え
を
説
い
て
教
化
す
る
者
︒
師
と
し
て
他
を
教
化
で
き
る
者
︒
仏
・

菩
薩
を
さ
す
︒

現

﹁
現
世
﹂
の
略
︒
現
在
の
世
︒

当

来
世
︒

︵
版
本
：
上
巻
第
五
話
﹁
宗
平
当
寺
再
興
の
事
﹂)

一

女
房
腹
病
平
愈
事

貞
応
年
中

︻
本
文
︼

後
堀
河
院
の
御
宇
＊

貞
応
年
中
の
比
︑
あ
る
田
舎
女
房
の
あ
り
け
る
が
︑
腹

の
病
わ
づ
ら
わ
し
か
り
け
る
間
︑
＊

太
秦
の
薬
師
へ
ま
い
る
ほ
ど
に
︑
路
に
て

夕
立
に
あ
ふ
て
こ
の
寺
へ
た
ち
入
ぬ
︒
雨
の
止
を
待
に
︑
ひ
ま
な
く
降
て
日
も

暮
に
け
れ
ば
︑
心
の
ほ
か
に
＊

通
夜
し
て
あ
り
け
る
に
︑
お
り
ふ
し
当
寺
の

＊

執
行
＊

蓮
文
坊
御
前
に
さ
ぶ
ら
ふ
が
︑
東
の
＊

房
へ
請
じ
い
れ
け
り
︒

此
女
房
は
か
ゝ
る
め
で
た
き
本
尊
と
も
い
ま
だ
し
ら
ざ
り
け
る
を
︑
執
行
の

御
房
の
か
た
る
を
聞
に
︑
た
う
と
き
信
お
こ
り
て
か
し
こ
く
参
け
り
と
思
ひ
な

が
ら
ま
ど
ろ
み
た
る
夢
に
︑
廿
四
五
ば
か
り
な
る
止
事
な
き
僧
︑
黒
き
衣
を
め

し
て
仏
壇
よ
り
た
ち
出
給
て
︑
此
女
房
に
仰
ら
る
ゝ
様
は
︑
腹
の
病
を
持
た
る

か
︑
＊

我
も
さ
や
う
の
事
を
ば
つ
く
ろ
ふ
な
り
と
仰
ら
る
ゝ
と
見
て
打
お
ど
ろ

き
ぬ
︒

不
思
議
の
夢
を
見
つ
る
物
か
な
と
思
て
︑
信
を
発
し
て
七
日
参
籠
し
て
祈
申

に
︑
七
日
に
満
す
る
夜
︑
先
に
見
ま
い
ら
せ
た
り
し
御
僧
の
お
な
じ
様
に
出
さ

せ
給
て
︑
御
手
を
の
べ
て
此
女
房
の
腹
を
撫
ま
し
ま
す
と
見
に
︑
身
毛
い
よ
た

つ
心
ち
し
て
打
驚
き
ぬ
︒

其
後
は
い
さ
ゝ
か
も
腹
の
＊

所
労
の
ご
ふ
や
う
に
な
を
り
に
け
り
︒
殊
に
信

を
発
し
て
ゐ
中
よ
り
も
常
に
ま
い
り
て
頭
を
か
た
ぶ
け
あ
ふ
ぎ
奉
る
事
限
な
し
︒

︿
絵
﹀

︻
語
注
︼

貞
応
年
中

一
二
二
二
～
一
二
二
四
︒

太
秦
の
薬
師

現
在
︑
太
秦
に
あ
る
薬
師
信
仰
で
高
名
な
寺
院
は
︑
広
隆
寺

︵
真
言
宗
︶
が
あ
る
︒

通
夜

寺
社
に
参
詣
し
︑
夜
通
し
祈
願
す
る
こ
と
︒

執
行

寺
社
の
貫
主
の
下
で
︑
実
質
的
な
寺
務
・
社
務
を
つ
か
さ
ど
る
職
︒

蓮
文
坊

不
詳
︒

︿
資
料
紹
介
﹀
﹁
壬
生
地
蔵
縁
起
絵
巻
﹂
注
釈
︵
三
︶

五
七



房

堂
の
か
た
わ
ら
に
あ
る
部
屋
︒

我
も
さ
や
う
の
事
を
ば
つ
く
ろ
ふ
な
り

﹃
薬
師
経
﹄
︵
﹃
薬
師
瑠
璃
光
如
来
本

願
功
徳
経
﹄
︶
に
は
︑
薬
師
如
来
の
十
二
の
大
願
に
︑
﹁
除
病
安
楽
﹂
が
あ
る
が
︑

地
蔵
尊
の
利
益
と
し
て
は
︑
﹃
延
命
地
蔵
菩
薩
経
﹄
﹁
十
種
福
﹂
に
﹁
衆
病
悉

除
﹂
︑
﹃
地
蔵
菩
薩
本
願
経
﹄
﹁
二
十
八
種
利
益
﹂
に
﹁
疾
疫
不
臨
﹂
が
あ
る
︒

所
労

病
気
︒

︵
版
本
：
下
巻
第
二
話
﹁
女
人
腹
の
病
平
服
の
事
﹂)

一

西
国
御
家
人
文
書
給
事

貞
永
年
中

︻
本
文
︼

＊

貞
永
年
中
の
比
︑
西
国
に
御
家
人
あ
り
︒
親
に
お
く
れ
て
後
︑
所
領
を
伝

た
り
け
る
に
︑
さ
せ
る
＊

証
文
を
持
ず
︒
文
書
を
ば
舅
に
て
あ
る
者
に
取
籠
ら

れ
た
る
間
︑
京
へ
の
ぼ
り
て
六
波
羅
へ
訴
訟
申
け
れ
ど
も
︑
事
ゆ
か
ず
︒
い
ま

は
只
仏
神
に
祈
申
な
ら
で
は
資
む
方
な
し
と
思
ひ
わ
づ
ら
ふ
に
︑
壬
生
の
地
蔵

菩
薩
こ
そ
霊
験
あ
ら
た
に
ま
し
ま
す
と
人
申
伝
れ
ば
︑
や
が
て
百
日
参
を
は
じ

め
て
此
事
を
偏
に
祈
申
け
り
︒

お
り
ふ
し
＊

千
日
講
と
て
説
法
の
有
を
︑
此
舅
＊

便
宜
の
あ
り
け
る
に
聴
聞

し
つ
ゝ
此
文
書
を
袋
に
入
て
持
た
る
を
︑
下
向
す
る
と
て
忘
て
御
前
の
唐
櫃
の

上
に
置
て
帰
り
ぬ
︒
人
々
あ
や
し
み
て
手
を
も
か
け
ず
︒
遙
に
程
を
へ
て
娚
の

訴
訟
の
人
＊

日
参
す
る
が
︑
是
を
取
み
れ
ば
我
日
来
の
訴
訟
の
道
理
は
あ
れ
ど

も
︑
手
つ
き
な
し
と
訴
へ
ら
れ
つ
る
文
書
な
り
︒
是
は
不
思
議
な
る
事
か
な
と

お
も
ひ
︑
忽
に
本
尊
の
御
利
生
に
預
ぬ
と
て
︑
此
文
書
を
懐
中
し
て
い
そ
ぎ
家

に
帰
り
て
こ
の
様
を
訴
訟
申
け
れ
ば
︑
舅
も
力
な
く
や
み
ぬ
︒
娚
は
所
存
の
ご

と
く
に
其
所
を
領
知
し
け
り
︒

か
ゝ
る
目
出
き
利
生
と
ぞ
人
皆
申
あ
へ
り
︒

︻
語
注
︼

貞
永
年
中

一
二
三
二
～
一
二
三
三
︒

証
文

こ
こ
で
は
︑
土
地
を
子
弟
な
ど
に
譲
渡
す
る
場
合
に
書
き
記
す
譲
状
の

こ
と
を
指
す
︒

千
日
講

千
日
間
︑
﹃
法
華
経
﹄
を
読
誦
・
講
説
す
る
法
会
︒

便
宜

つ
い
で
︒

日
参

毎
日
︑
神
社
・
仏
閣
へ
参
詣
す
る
こ
と
︒

︵
版
本
：
中
巻
第
九
話
﹁
西
国
の
御
家
人
に
文
書
給
は
る
事
﹂)

一

亀
王
丸
脚
病
平
減
事

嘉
禎
年
中

︻
本
文
︼

＊

嘉
禎
年
中
の
比
な
る
に
︑
五
条
坊
門
堀
河
の
ほ
と
り
に
亀
王
丸
と
云
者
あ

り
︒
十
四
五
歳
の
比
よ
り
脚
病
の
所
労
あ
り
て
︑
こ
し
も
た
ゝ
ず
︒
穴
あ
き
膿

汁
た
り
て
︑
く
る
し
み
悶
え
て
忍
べ
き
方
な
し
︒
十
余
年
の
間
︑
京
ゐ
中
の
医

︿
資
料
紹
介
﹀
﹁
壬
生
地
蔵
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絵
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﹂
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師
ど
も
に
見
せ
て
︑
い
か
に
療
治
し
け
れ
ど
も
か
な
は
ず
︒
今
は
＊

徒
者
に
思

ひ
な
し
て
人
に
も
ま
じ
ら
ず
︒
小
家
を
造
て
た
ゞ
一
人
や
み
い
た
り
け
る
事
ぞ

か
な
し
き
︒

つ
く
〴
〵
と
お
も
ひ
け
る
は
︑
仏
の
御
は
か
ら
ひ
な
ら
で
は
叶
ま
じ
と
思
へ

ど
も
︑
脚
た
ゝ
ね
ば
参
に
及
ず
︒
居
な
が
ら
此
寺
の
地
蔵
菩
薩
を
念
じ
ま
い
ら

す
る
に
︑
或
夜
の
夢
に
東
よ
り
朝
日
の
さ
し
て
あ
り
け
る
に
︑
此
腰
の
く
さ
り

た
る
所
を
あ
て
ゝ
あ
ぶ
れ
ば
︑
心
地
も
こ
と
に
よ
く
お
ぼ
え
け
る
に
︑
御
僧
来

給
て
杓
に
＊

煎
物
を
汲
て
か
け
給
ひ
け
れ
ば
︑
余
に
心
地
も
よ
く
う
れ
し
く
覚

て
誰
な
る
ら
む
と
見
奉
れ
ば
︑
壬
生
よ
り
来
る
法
師
に
て
有
な
り
と
仰
ら
る
︒

こ
は
地
蔵
菩
薩
の
入
せ
給
ふ
に
や
と
思
ひ
て
︑
夢
心
に
音
も
惜
ま
ず
悦
ほ
ど

に
︑
隣
家
の
者
ど
も
お
ど
ろ
き
て
何
事
ぞ
と
訪
へ
ば
︑
此
様
を
か
た
る
︒
そ
の

身
に
汗
お
び
た
ゞ
し
く
た
り
て
︑
程
な
く
病
の
気
す
こ
し
も
な
く
て
剰
余
の
わ

ざ
も
お
も
ふ
や
う
に
こ
そ
あ
り
け
る
︒

此
間
に
種
々
の
事
ど
も
あ
れ
ど
も
委
細
に
注
に
ひ
ま
な
し
︒

︿
絵
﹀

︻
語
注
︼

嘉
禎
年
中

一
二
三
五
～
一
二
三
八
︒

徒
者

役
に
立
た
な
い
者
︒

煎
物

薬
草
を
煎
じ
た
液
体
︒

︵
版
本
：
中
巻
第
十
話
﹁
亀
王
丸
足
の
病
愈
る
事
﹂)

第
五
巻

一

貧
尼
借
銭
返
給
事

延
応
年
中

︻
本
文
︼

去
＊

延
応
年
中
の
比
︑
貧
尼
あ
り
︒
人
に
銭
を
か
り
け
る
に
︑
と
し
か
さ
な

り
て
＊

一
倍
も
過
け
れ
ば
︑
主
も
せ
め
け
り
︒
い
か
に
も
返
す
べ
き
力
な
し
︒

あ
ま
り
に
お
も
ふ
方
な
く
て
︑
此
寺
に
参
て
二
心
な
く
歎
き
申
け
り
︒

或
時
通
夜
し
て
＊

寄
も
ふ
さ
ず
＊

宝
号
を
唱
て
祈
申
に
︑
い
さ
ゝ
か
ま
ど
ろ

み
た
り
け
る
に
︑
僧
の
を
は
し
ま
し
て
︑
い
た
く
な
侘
そ
︒
是
よ
り
出
さ
む
ず

る
道
に
あ
ひ
た
ら
ん
者
を
か
た
ら
へ
︒
返
し
て
と
ら
せ
ん
ず
る
ぞ
と
仰
ら
る
ゝ

と
見
て
︑
胸
う
ち
さ
は
ぎ
て
驚
ぬ
︒

資
し
く
思
ひ
て
暁
い
づ
る
程
に
︑
さ
る
様
な
る
御
僧
の
い
づ
く
よ
り
と
も
覚

え
ず
逢
に
け
り
︒
此
事
に
や
あ
る
ら
ん
と
思
ひ
て
物
を
い
ひ
よ
り
︑
件
の
こ
と

を
語
る
︒
人
の
物
を
か
り
た
る
を
た
へ
が
た
く
責
ら
る
ゝ
あ
ひ
だ
︑
祈
申
さ
む

と
て
地
蔵
へ
ま
い
り
た
り
つ
る
と
申
け
れ
ば
︑
不
便
の
事
に
こ
そ
あ
れ
︑
い
か

ほ
ど
ぞ
と
云
ふ
に
︑
十
貫
文
に
な
り
け
る
を
︑
少
も
い
ま
だ
返
ぬ
な
り
と
云
け

れ
ば
︑
さ
こ
そ
歎
し
き
事
に
お
も
ふ
ら
め
︒
我
其
程
の
＊

用
途
を
ば
も
ち
た
り
︒

返
し
て
奉
ら
ん
と
て
此
尼
の
家
へ
や
が
て
送
り
て
置
け
る
也
︒

︿
資
料
紹
介
﹀
﹁
壬
生
地
蔵
縁
起
絵
巻
﹂
注
釈
︵
三
︶

五
九



う
れ
し
と
も
云
ふ
ば
か
り
な
く
て
︑
僧
の
行
方
を
み
ん
と
て
門
に
出
れ
ば
︑

後
も
見
せ
ず
失
に
け
り
︒
さ
て
銭
を
か
ぞ
へ
て
見
れ
ば
十
貫
文
也
︒
や
が
て
主

に
返
つ
ゝ
︒

見
聞
の
人
々
不
思
議
と
ぞ
謂
あ
へ
る
︒
地
蔵
の
僧
に
な
り
て
来
り
給
ふ
に
や
︒

夫
貧
き
人
の
地
蔵
を
資
み
奉
り
て
俄
に
栄
た
る
事
︑
＊

大
国
の
験
記
に
も
載

た
り
︒

＊

大
宋
国
の
＊

陳
留
郡
に
女
あ
り
け
り
︒
貧
て
世
を
渡
べ
き
様
も
な
く
︑
夏

冬
の
は
だ
へ
も
隠
し
難
し
︒
親
の
時
よ
り
伝
た
り
け
る
＊

千
体
地
蔵
菩
薩
に
花

香
を
捧
げ
︑
難
も
喜
も
祈
申
け
る
︒
前
世
の
宿
業
の
つ
た
な
さ
に
や
︑
多
の
月

日
は
重
れ
ど
も
︑
聊
の
し
る
し
な
し
︒
今
は
た
ゞ
様
を
替
て
ひ
た
す
ら
に
後
生

を
祈
ば
や
と
思
ひ
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
も
中
〳
〵
煩
あ
り
ぬ
べ
け
れ
ば
︑
何
と
な

く
世
に
迷
ひ
な
が
ら
心
を
法
の
道
に
か
け
︑
仏
の
戒
を
持
ち
け
る
︒

＊

開
宝
五
年
閏
五
月
廿
四
日
︑
＊

持
斎
し
て
地
蔵
の
御
前
に
侍
り
け
る
が
︑

用
や
あ
り
け
ん
︑
そ
と
の
方
へ
行
け
る
道
に
︑
黄
な
る
子
い
た
ゞ
き
た
る
蟻
︑

か
ず
を
し
ら
ず
あ
れ
ば
踏
み
あ
や
ま
た
む
事
を
憚
り
て
︑
よ
く
見
れ
ば
其
中
に

あ
し
手
折
た
る
蟻
の
水
す
そ
に
落
入
た
る
を
︑
木
の
は
し
に
付
て
か
き
あ
げ
た

り
け
れ
ば
︑
＊

や
わ
ら
つ
ゝ
ぞ
子
を
運
び
け
る
︒

其
後
︑
此
女
人
ね
や
へ
入
て
や
す
ま
ん
と
し
け
る
に
︑
あ
り
つ
る
蟻
の
子
ど

も
皆
＊

ね
む
し
ろ
の
上
に
は
こ
び
置
け
り
︒
あ
さ
ま
し
く
て
よ
く
〳
〵
見
る
に
︑

金
の
蟻
に
見
な
し
つ
︒
数
三
斗
に
あ
ま
れ
り
︒

こ
の
う
れ
し
さ
も
あ
さ
ま
し
さ
も
地
蔵
に
申
さ
む
と
て
参
て
お
が
み
け
れ
ば
︑

＊

鼡
の
た
め
に
足
手
う
せ
た
る
地
蔵
の
三
体
お
は
し
ま
す
が
︑
土
つ
き
ぬ
れ
て

み
え
け
れ
ば
︑
溝
に
落
た
る
蟻
も
こ
れ
に
や
と
︑
か
た
じ
け
な
さ
い
よ
〳
〵
涙

も
か
き
あ
へ
ず
︒

此
事
を
聞
人
︑
近
き
も
遠
き
も
讃
あ
さ
ま
ず
と
云
こ
と
な
し
︒

こ
の
金
を
ば
国
の
あ
る
じ
盗
人
ま
で
も
︑
唯
は
と
ら
ざ
り
け
れ
ば
︑
富
栄
て

名
を
ひ
ゞ
か
し
︑
い
よ
〳
〵
思
ふ
事
な
く
て
︑
我
所
を
寺
に
成
て
地
蔵
を
作
︑

供
養
す
る
に
隙
な
し
︒
世
の
人
︑
神
仏
の
ご
と
く
に
ぞ
も
て
な
し
︑
お
が
み
け

る
︒
年
百
歳
に
な
る
ま
で
終
み
だ
れ
ず
し
て
︑
往
生
し
け
る
と
ぞ
申
伝
侍
り
︒

惣
て
地
蔵
菩
薩
は
貧
き
者
を
た
す
け
︑
＊

財
宝
を
与
給
ふ
事
︑
三
国
の
験
記

の
中
に
お
ゝ
く
み
え
た
り
︒
こ
れ
偏
に
信
心
を
先
と
す
る
故
な
り
︒

︻
語
注
︼

延
応
年
中

一
二
三
九
～
一
二
四
〇
︒

一
倍

二
倍
︒
返
済
額
が
利
子
に
よ
っ
て
元
金
の
二
倍
を
超
え
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る
︒

寄
も
ふ
さ
ず

寄
り
臥
さ
ず
︒
物
に
寄
り
か
か
っ
て
横
に
な
る
こ
と
も
せ
ず
︒

宝
号

仏
・
菩
薩
の
名
︒

用
途

銭
︒

大
国
の
験
記

﹃
地
蔵
菩
薩
像
霊
験
記
﹄
︒
端
拱
二
年
︵
九
八
九
︶
常
謹
撰
︒
中

︿
資
料
紹
介
﹀
﹁
壬
生
地
蔵
縁
起
絵
巻
﹂
注
釈
︵
三
︶

六
〇



国
に
お
け
る
地
蔵
説
話
集
で
あ
り
︑
日
本
で
も
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
な
ど
に
影
響

を
与
え
て
い
る
︒
﹃
地
蔵
菩
薩
応
験
記
﹄
と
も
︒

大
宋
国

北
宋
︒
九
六
〇
～
一
一
二
七
︒

陳
留
郡

現
河
南
省
︒

千
体
地
蔵
菩
薩

一
面
に
多
く
の
地
蔵
菩
薩
を
描
い
た
も
の
︒
ま
た
は
︑
一
か

所
に
多
く
の
地
蔵
菩
薩
像
を
安
置
し
た
も
の
︒

開
宝
五
年

九
七
二
︒

持
斎

正
午
以
後
︑
食
事
を
し
な
い
こ
と
︒
特
に
観
音
や
地
蔵
の
縁
日
に
こ
れ

を
守
る
︒
二
十
四
日
は
地
蔵
菩
薩
の
縁
日
で
あ
る
︒

や
わ
ら
つ
ゝ
ぞ
子
を
運
び
け
る

不
明
︒
﹁
静
か
に
そ
の
︵
蟻
の
︶
子
を
運
ん

だ
﹂
の
意
で
あ
ろ
う
︒
﹁
や
わ
ら
﹂
は
︑
静
か
に
︒
そ
っ
と
︒
た
だ
し
︑
﹁
や
わ

ら
﹂
を
副
詞
と
考
え
る
と
︑
﹁
つ
ゝ
﹂
は
接
続
助
詞
と
な
り
︑
接
続
し
な
い
︒

あ
る
い
は
︑
﹁
や
わ
ら
げ
つ
ゝ
﹂
の
脱
字
で
あ
ろ
う
か
︒
﹁
ぞ
﹂
は
係
助
詞
︒
な

お
︑
﹁
や
わ
ら
﹂
と
﹁
つ
ゝ
ぞ
子
﹂
で
改
行
さ
れ
て
い
る
が
︑
紙
継
ぎ
は
な
い

た
め
︑
錯
簡
で
は
な
い
︒

ね
む
し
ろ

寝
筵
︒
寝
る
と
き
に
用
い
る
む
し
ろ
︒

鼡

鼠
︒

財
宝
を
与
給
ふ

﹃
延
命
地
蔵
菩
薩
経
﹄﹁
十
種
福
﹂
に
︑﹁
財
宝
盈
溢
﹂
が
あ
る
︒

︻
補
注
︼

本
話
で
﹁
大
国
の
現
記
﹂
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
説
話
は
︑
﹃
地
蔵
菩
薩

像
霊
験
記
﹄
﹁
陳
留
郡
貧
女
念
地
藏
尊
得
富
貴
記
第
二
十
三
﹂
で
あ
る
︒
本
文

は
以
下
の
通
り
︵
卍
続
蔵
経
に
よ
る
︶
︒

太
宋
陳
留
郡
有
貧
女
︒
家
貧
傭
力
︒
復
念
地
藏
菩
薩
像
多
年
︒
自
量
餘
業
︒

晝
夜
願
善
本
︒
心
事
不
諧
︒
豈
果
所
願
︒
開
寶
五
年
閏
二
月
廿
四
日
齋
時
︒

見
家
内
細
蟻
甚
多
︒
恐
蹈
殺
︒
敢
不
入
室
内
間
︒
而
見
諸
蟻
相
︒
皆
金
色

粟
︒
異
之
︒
尔
鄰
家
男
女
︒
令
見
其
蟻
子
︒
皆
莫
不
戴
子
︒
見
人
皆
怪
之
︒

經
一
日
一
夜
悉
散
隱
︒
女
入
内
︒
見
於
臥
茵
上
︒
蟻
子
成
沙
金
︒
集
滿
三

斗
︒
純
是
真
金
也
︒
貴
賤
聞
者
異
之
︒
敢
以
非
法
不
取
之
︒
□
正
買
之
︒

女
賣
之
︒
忽
得
富
貴
︒
彌
厚
信
心
︒
聖
像
安
置
臥
處
︒
捨
家
為
寺
︒
郡
主

喪
妻
︒
後
此
女
為
妻
︒
重
之
如
神
︒
當
知
︒
此
女
念
力
強
盛
︒
信
心
堅
固

故
︒
現
感
聖
應
而
已
︒

多
く
の
部
分
が
一
致
し
て
お
り
︑
本
話
は
﹃
地
蔵
菩
薩
像
霊
験
記
﹄
を
参
考

に
し
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
し
︑
語
彙
や
表
現
が
日
本
の
も
の
と

な
っ
て
い
る
ほ
か
︑
心
情
や
行
為
の
叙
述
が
追
加
さ
れ
て
い
る
︒

な
お
︑
﹃
地
蔵
菩
薩
像
霊
験
記
﹄
は
︑
卍
続
蔵
経
所
収
の
本
文
と
︑
梅
津
次

郎
氏
に
よ
っ
て
紹
介
・
翻
刻
さ
れ
た
﹃
地
蔵
菩
薩
応
験
記
﹄
︵
梅
津
次
郎
﹁
常

謹
撰
﹁
地
蔵
菩
薩
応
験
記
﹂
﹂
︵
﹃
大
和
文
化
研
究
﹄
一
〇
一
︑
一
九
六
六
年
九

月
︶
︶
が
あ
る
が
︑
本
話
が
い
ず
れ
の
本
文
に
近
い
か
は
た
だ
ち
に
判
断
し
え

︿
資
料
紹
介
﹀
﹁
壬
生
地
蔵
縁
起
絵
巻
﹂
注
釈
︵
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︶
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な
い
︒

︵
版
本
：
下
巻
第
一
話
﹁
貧
尼
に
代
て
債
を
贖
給
ふ
事
﹂)

一

和
州
前
吏
左
金
吾
校
尉
政
平
当
寺
重
建
立
事

正
嘉
二
年
︑
同
供
養

︻
本
文
︼

＊

建
保
年
中
︑
＊

宗
平
の
建
立
よ
り
四
十
余
歳
を
経
て
︑
後
深
草
院
の
御
宇

＊

正
嘉
元
年
二
月
廿
八
日
︑
＊

東
火
の
余
炎
西
に
引
て
一
寺
こ
と
〴
〵
く
灰
燼

と
な
る
︒
本
尊
に
於
て
は
＊

余
殃
を
ま
ぬ
が
る
︒
仏
底
た
ゞ
礎
石
の
み
あ
り
︒

周
章
の
＊

侶
徒
驚
悲
す
る
事
︑
＊

鶴
林
の
煙
に
咽
に
似
た
り
︒
＊

漢
武
の
臣
︑

何
の
恨
あ
つ
て
＊

藍
水
の
昔
の
雨
を
灑
が
ざ
ら
む
︒
然
則
︑
満
寺
の
僧
侶
み
な

＊

成
風
の
謀
を
め
ぐ
ら
し
︑
む
な
し
く
日
を
送
る
処
︑
和
州
前
吏
平
朝
臣
宗
平

遺
息
左
金
吾
校
尉
＊

政
平
︑
二
代
管
領
の
壇
越
と
し
て
当
伽
藍
を
建
立
す
︒
仏

閣
寺
院
の
興
行
︑
頗
往
古
の
儀
に
超
過
せ
り
︒
此
時
代
に
当
て
地
蔵
院
の
称
を

あ
ら
た
め
て
宝
幢
三
昧
寺
と
号
す
︒

夫
建
立
奉
る
五
間
四
面
本
堂
一
宇
︹
奉
安
置
地
蔵
菩
薩
像
一
躰
︺
︑
四
天
像

等
︹
各
一
躰
︺
︑
一
間
四
面
阿
弥
陀
堂
一
宇
︹
奉
安
置
半
丈
六
阿
弥
陀
如
来
像

一
躰
︺
︑
一
間
四
面
釈
迦
堂
一
宇
︹
奉
修
補
安
置
釈
迦
如
来
像
一
躰
︺
︑
同
廊
奉

安
置
薬
師
如
来
像
一
躰
︑
阿
弥
陀
像
二
躰
︑
地
蔵
菩
薩
像
二
躰
︑
造
立
奉
る
宝

塔
一
基
︹
奉
安
置
大
日
如
来
像
一
躰
︺
︑
釈
迦
・
普
賢
・
文
殊
等
像
各
一
躰
︑

建
立
奉
る
＊

大
門
八
足
︑
安
置
奉
る
一
丈
金
剛
力
士
等
也
︒

凡
木
匠
数
輩
の
＊

般
爾
等
に
課
て
︑
東
西
南
北
の
方
境
を
定
め
て
地
形
を
ひ

か
せ
ら
る
︒
湿
気
の
地
に
し
て
︑
動
す
れ
ば
泥
水
わ
き
出
る
間
︑
他
所
よ
り
土

壌
を
は
こ
び
て
地
面
を
う
め
あ
ぐ
︒

爰
に
＊

正
嘉
二
年
は
＊

炎
旱
の
時
節
な
る
故
に
︑
＊

国
土
の
人
民
餓
死
に
お

よ
ぶ
事
限
な
し
︒
是
に
依
て
結
縁
の
道
俗
︑
い
か
き
に
土
を
入
て
持
は
こ
ぶ
に
︑

そ
の
器
物
に
し
た
が
ひ
＊

八
木
を
あ
た
へ
て
粉
骨
の
恩
賞
と
し
給
へ
り
︒
則
是

＊

無
遮
平
等
の
施
行
︑
自
然
広
大
の
利
益
な
り
︒
こ
れ
に
よ
て
政
平
を
ば
人
挙

て
当
世
の
＊

長
者
也
と
ぞ
褒
美

︿
錯
簡
﹀

又
御
堂
の
釘
鎹
は
＊

行
平
之
作
な
り
︒
信
心
の
懇
切
に
ぞ
打
侍
る
︒
＊

建
保

年
中
に
豊
後
国
よ
り
上
洛
し
て
＊

康
元
・
正
嘉
の
比
︑
剣
作
名
人
鬼
神
大
夫
こ

れ
な
り
︒

そ
れ
南
面
の
八
足
は
十
輪
門
と
な
づ
け
て
︑
＊

熊
野
の
発
心
門
に
向
へ
り
︒

い
ま
当
寺
の
額
は
＊

菅
原
為
長
卿
の
筆
跡
な
り
︒

そ
の
ほ
か
模
写
奉
る
五
部
大
乗
経
一
部
︹
二
百
四
十
八
巻
︺
︑
亦
妙
法
蓮
華

経
十
二
部
︹
九
十
六
巻
︺
︑
無
量
義
・
観
普
賢
・
阿
弥
陀
・
般
若
心
経
各
十
二

巻
︑
此
内
六
部
は
＊

先
考
の
た
め
︑
六
部
は
＊

先
妣
の
た
め
な
り
︒
又
書
写

＊

開
題
の
＊

一
切
経
論
は
父
子
善
因
の
功
徳
︑
自
他
兼
済
の
大
願
を
成
し
め
む

と
な
り
︒
か
く
の
ご
と
き
の
種
々
の
善
根
︑
み
な
密
供
養
を
遂
て
＊

瑜
伽
瑜
祇

＊

三
密
の
＊

智
水
を
そ
ゝ
ぐ
︒
＊

色
欲
の
天
人
は
影
向
の
ま
な
じ
り
を
回
し
︑

︿
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＊

鐘
磬
地
を
動
し
て
三
千
界
の
聞
を
お
ど
ろ
か
す
︒
希
有
の
大
善
︑
こ
れ
心
思

の
路
絶
な
り
︒
此
功
徳
を
以
て
＊

梵
場
を
か
ざ
り
た
て
ま
つ
り
︑
＊

千
仏
の
期

に
つ
た
へ
︑
今
世
後
世
衆
生
界
を
導
び
か
む
︒
＊

生
前
の
修
善
は
七
分
に
し
て

七
分
を
獲
︑
ま
た
没
後
の
追
善
は
七
分
に
一
を
獲
る
︒
勝
劣
け
だ
し
こ
の
謂
な

り
︒一

寺
奇
麗
の
諸
堂
︑
二
ヶ
年
の
あ
ひ
だ
造
畢
し
て
︑
正
嘉
二
年
八
月
廿
八
日

の
今
暁
に
本
尊
の
御
遷
座
あ
り
︒
則
＊

四
事
の
供
養
を
捧
げ
︑
又
＊

万
灯
の
照

耀
を
か
ゝ
ぐ
︒
舞
楽
歌
詠
の
法
楽
を
と
ゝ
の
へ
︑
＊

梵
唄
音
声
の
弁
説
を
の
ぶ

る
事
︑
始
あ
つ
て
終
な
し
︒
し
か
る
間
︑
＊

正
元
々
年
二
月
廿
八
日
︹
正
嘉
三

也
︺
惣
供
養
の
儀
式
︑
大
曼
陀
羅
供
也
︒
御
導
師
は
仁
和
寺
菩
提
院
前
大
僧
正

法
印
大
和
尚
＊

行
遍
︹
参
川
僧
正
と
号
す
︺
︑
職
衆
は
東
寺
一
門
三
十
人
︑
法

印
︑
権
大
僧
都
︑
権
律
師
︑
阿
闍
梨
︑
こ
の
ほ
か
当
寺
僧
侶
二
十
余
輩
也
︒
ま

こ
と
に
こ
れ
希
代
の
善
行
︑
莫
太
の
仏
事
也
︒
壇
越
の
願
主
な
ら
び
に
結
縁
の

諸
輩
︑
現
に
は
一
百
一
期
の
齢
を
た
も
ち
︑
久
し
く
長
生
の
寿
域
に
あ
そ
び
︑

当
に
は
＊

三
十
三
天
の
た
の
し
み
に
誇
て
︑
つ
ゐ
に
地
蔵
の
引
導
に
預
ら
む
︒

加
之
十
二
口
の
供
僧
を
さ
だ
め
置
︑
＊

長
日
の
勤
行
を
致
さ
し
む
︒
昼
夜
不
断

の
＊

漏
刻
を
点
じ
て
︑
香
花
灯
明
の
供
養
を
の
ぶ
︒
こ
と
に
＊

九
旬
安
居
の
日

は
九
十
膳
の
供
花
を
そ
な
へ
︑
立
時
＊

吹
貝
の
行
事
怠
な
し
︒
夫
善
根
の
上
分

を
捧
て
は
天
長
地
久
︑
公
武
安
全
の
御
願
円
満
を
祈
り
奉
る
︒
別
し
て
は
＊

瑞

麦
両
岐
を
な
し
︑
佳
穀
千
畝
に
盈
ん
︒
乃
至
＊

泥
梨
の
底
み
な
曼
陀
の
中
に
化

せ
ん
と
な
り
︒

︿
絵
﹀

︻
語
注
︼

宗
平
の
建
立

第
四
巻
第
一
話
﹁
和
州
前
吏
平
朝
臣
宗
平
当
寺
建
立
事
﹂
を
指

す
︒
当
該
話
の
設
定
年
代
は
建
保
元
年
︵
一
二
一
三
︶
︒

正
嘉
元
年

一
二
五
七
︒

東
火
の
余
炎

﹃
百
錬
抄
﹄
康
元
二
年
︵
三
月
十
四
日
に
正
嘉
と
改
元
︶
二
月

二
十
八
日
条
に
は
︑
﹁
被
立
官
廰
炎
上
之
由
山
稜
使
︒
同
日
午
刻
︒
炎
上
︒
五

條
大
宮
殿
院
御
所
同
炎
上
︒
﹂
と
あ
り
︑
﹃
如
是
院
年
代
記
﹄
正
嘉
元
年
に
は
︑

﹁
二
月
二
十
八
日
壬
生
地
蔵
堂
災
︒
五
条
殿
火
︒
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
五
条
大

宮
殿
︵
場
所
は
︑
﹃
帝
王
編
年
記
﹄
に
よ
れ
ば
︑
﹁
五
条
北
︑
大
宮
東
︑
南
北
二

町
︑
東
西
一
町
﹂
で
あ
り
︑
壬
生
寺
に
ほ
ど
近
い
︶
の
火
災
に
よ
る
類
焼
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

余
殃

悪
事
の
報
い
と
し
て
受
け
る
災
い
︒
こ
こ
で
は
︑
他
か
ら
及
ぶ
災
い
の

意
︒
﹃
東
大
寺
続
要
録
﹄
に
︑
﹁
治
承
四
載

当
季
冬
天

回
禄
余
殃

延
及
露

地
﹂
と
あ
る
︒

侶
徒

僧
侶
︒

鶴
林

釈
迦
の
入
滅
︒
﹃
信
生
法
師
日
記
﹄
に
︑
﹁
釈
尊
入
滅
の
如
月
十
五
夜
の

空
︑
鶴
林
の
煙
に
か
き
眩
れ
に
し
は
︑
六
道
覚
悟
の
聖
者
よ
り
は
じ
め
て
︑
憂
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へ
ざ
る
者
な
く
︑
﹁
我
師
入
滅

我
即
入
滅
﹂
と
も
悲
し
び
︑
心
な
き
草
木
の

よ
す
が
ま
で
︑
憂
へ
の
色
を
含
み
き
︒
﹂
と
あ
る
︒

漢
武

前
漢
の
武
帝
︒

藍
水

中
国
︑
陝
西
省
南
東
部
︑
藍
田
県
の
東
方
を
流
れ
る
川
の
名
︒

成
風

建
築
物
な
ど
を
り
っ
ぱ
に
仕
上
げ
る
こ
と
︒

政
平

平
政
平
︒
三
重
流
平
氏
︒
﹃
尊
卑
分
脈
﹄
に
は
︑
宗
平
の
子
︑
新
平
・

行
平
の
父
と
し
て
名
が
み
え
る
︒

大
門
八
足

八
足
門
︒
柱
が
前
列
・
中
列
・
後
列
に
各
四
本
︑
計
十
二
本
あ
る

一
層
の
門
︒
中
列
の
四
本
は
本
柱
で
︑
前
後
列
八
本
が
控
柱
︒
左
右
に
仁
王
像

を
置
く
︒

般
爾

魯
般
と
王
爾
の
よ
う
な
工
匠
︒
魯
般
︵
公
輸
班
と
も
︶
は
中
国
春
秋
時

代
に
お
け
る
魯
の
名
工
︒
王
爾
も
中
国
古
代
の
名
匠
︒
張
衡
﹃
西
京
賦
﹄
に
︑

﹁
命
般
爾
之
巧
匠
︑
尽
變
態
乎
其
中
︒
﹂
と
あ
り
︑
﹃
本
朝
文
粋
﹄
に
﹁
功
名
嘲

傅
説

功
思
拉
般
爾

同
難
云
︑
傅
説
者
一
人
︑
般
爾
者
魯
般
・
王
爾
二
人

名
﹂
と
あ
る
︒

正
嘉
二
年

一
二
五
八
︒

炎
旱

日
照
り
︒
旱
魃
︒

国
土
の
人
民
餓
死
に
お
よ
ぶ
事
限
な
し

い
わ
ゆ
る
正
嘉
の
飢
饉
︒
正
嘉
二
年

︵
一
二
五
八
︶
︑
長
雨
と
冷
夏
︑
台
風
の
た
め
全
国
的
に
大
凶
作
と
な
り
︑
以
後

数
年
間
続
い
た
全
国
的
飢
饉
︒

八
木

米
︒

無
遮

寛
容
で
さ
え
ぎ
る
こ
と
が
な
い
こ
と
︒
制
限
や
差
別
が
な
い
こ
と
︒

長
者

徳
の
高
い
人
︒

行
平

紀
新
大
夫
行
平
︒
豊
後
国
行
平
︒
生
没
年
不
詳
︒
平
安
・
鎌
倉
時
代
前

期
の
刀
工
︒
元
久
二
年
︵
一
二
〇
五
︶
銘
の
太
刀
が
現
存
す
る
︒

建
保
年
中

一
二
一
三
～
一
二
一
九
︒

康
元
・
正
嘉
の
比

一
二
五
六
～
一
二
五
九
︒

熊
野
の
発
心
門

熊
野
本
宮
の
惣
門
︒
熊
野
に
向
か
う
ま
で
の
沿
道
の
九
十
九

王
子
の
う
ち
︑
本
宮
に
最
も
近
い
も
の
︒

菅
原
為
長

一
一
五
八
～
一
二
四
六
︒
鎌
倉
時
代
の
公
卿
︒
菅
原
長
守
の
子
︒

文
章
博
士
︑
大
蔵
卿
︑
式
部
大
輔
︑
参
議
を
歴
任
し
た
︒
正
二
位
︒

先
考

亡
父
︒

先
妣

亡
母
︒

開
題

開
題
供
養
︒
新
た
に
書
写
︑
ま
た
は
購
入
し
た
経
典
を
供
養
す
る
儀
式
︒

一
切
経
論

一
切
経
︒
仏
教
の
教
え
を
説
い
た
す
べ
て
の
聖
典
の
総
称
︒
大
蔵

経
︒

瑜
伽
瑜
祇

﹁
瑜
伽
﹂
は
密
教
に
お
け
る
修
行
者
の
三
密
と
仏
の
三
密
と
の
合

一
︒
﹁
瑜
祇
﹂
は
そ
の
合
一
の
た
め
の
修
行
を
実
践
す
る
行
者
の
こ
と
︒

三
密

密
教
で
︑
秘
密
の
身
・
口
・
意
の
三
業
︒
ま
た
︑
密
教
の
行
者
が
手
に

契
印
を
結
ぶ
身
密
と
︑
口
に
真
言
を
唱
え
る
口
密
と
︑
心
に
本
尊
を
観
ず
る
意

︿
資
料
紹
介
﹀
﹁
壬
生
地
蔵
縁
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﹂
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釈
︵
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︶
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密
と
を
い
う
︒

智
水

仏
の
智
慧
を
︑
煩
悩
を
洗
い
流
す
水
に
た
と
え
て
い
う
語
︒

色
欲
の
天
人

色
界
に
住
む
天
人
︒
色
界
は
四
禅
を
修
め
た
者
の
生
ま
れ
る
天

界
︒

鐘
磬

鐘
と
磬
︒
奈
良
時
代
以
降
︑
仏
具
と
し
て
用
い
ら
れ
た
楽
器
︒

梵
場

仏
道
研
鑚
の
学
問
道
場
︒

千
仏
の
期

過
去
・
現
在
・
未
来
の
三
劫
︒
そ
れ
ぞ
れ
に
千
人
の
仏
が
現
れ
る

と
い
う
︒

生
前
の
修
善
は
～
七
分
に
一
を
獲
る

﹃
地
蔵
菩
薩
本
願
経
﹄
に
︑
﹁
若
有
男
子

女
人
︒
在
生
不
修
善
因
多
造
衆
罪
︒
命
終
之
後
︒
眷
屬
小
大
爲
造
福
利
︒
一
切

聖
事
七
分
之
中
而
乃
獲
一
︒
六
分
功
徳
生
者
自
利
︒
以
是
之
故
未
來
現
在
善
男

女
等
︒
聞
健
自
修
分
分
已
獲
︒
﹂
と
あ
る
︒

四
事
の
供
養

四
事
供
養
︒
飲
食
・
衣
服
・
臥
具
・
医
薬
の
四
つ
を
三
宝
に
供

養
す
る
こ
と
︒

万
灯

万
燈
供
養
︒
一
万
の
燈
明
を
点
じ
て
仏
・
菩
薩
に
供
養
す
る
法
会
︒

梵
唄

声
明
︒
曲
調
に
の
せ
て
経
文
な
ど
を
唱
詠
す
る
こ
と
︒

正
元
々
年
二
月
廿
八
日

一
二
五
九
︒
﹃
百
錬
抄
﹄
正
元
元
年
二
月
二
十
八
日

条
に
︑
﹁
五
条
坊
門
坊
城
地
蔵
堂
供
養
︒
﹂
と
あ
る
︒

行
遍

一
一
八
一
～
一
二
六
四
︒
三
河
法
橋
任
尊
の
子
︒
真
言
宗
︒
大
僧
正
︑

東
寺
一
長
者
︑
護
持
僧
︒
宝
治
二
年
︵
一
二
四
八
︶
十
二
月
二
十
九
日
︑
高
野

山
の
本
末
騒
動
に
よ
り
東
寺
寺
務
︑
高
野
大
伝
法
院
座
主
職
を
止
め
ら
れ
る
︒

三
十
三
天

忉
利
天
︒
須
彌
山
の
頂
上
の
帝
釈
天
の
城
と
四
方
の
各
八
天
と
を

合
計
し
た
も
の
の
称
︒
一
種
の
楽
園
と
さ
れ
る
︒
﹃
地
蔵
菩
薩
本
願
経
﹄
に
︑

﹁
此
菩
薩
藏
神
誓
願
不
可
思
議
︒
若
未
來
世
有
善
男
子
善
女
人
︒
聞
是
菩
薩
名

字
︒
或
讃
歎
或
瞻
禮
︒
或
稱
名
或
供
養
︒
乃
至
彩
畫
刻
鏤
塑
漆
形
像
︒
是
人
當

得
百
返
生
於
三
十
三
天
永
不
墮
惡
道
︒
﹂
と
あ
る
︒

長
日

長
い
日
数
︒

漏
刻

時
刻
︒

九
旬
安
居

安
居
を
行
う
三
か
月
︑
九
十
日
の
こ
と
︒
﹁
安
居
﹂
は
︑
四
月
十

五
日
か
ら
七
月
十
五
日
ま
で
の
夏
季
九
十
日
間
︑
経
典
の
講
説
を
行
う
こ
と
︒

吹
貝

法
螺
貝
を
吹
く
こ
と
︒
法
螺
貝
は
法
具
と
し
て
用
い
ら
れ
る
︒
﹃
法
華

経
﹄
に
︑
﹁
今
佛
世
尊
︒
欲
説
大
法
︒
雨
大
法
雨
︒
吹
大
法
螺
︒
撃
大
法
鼓
︒

演
大
法
義
︒
﹂
と
あ
る
︒

瑞
麦
両
岐

豊
作
の
し
る
し
︒
ま
た
︑
善
政
が
敷
か
れ
て
い
る
こ
と
の
た
と
え
︒

泥
梨

地
獄
︒

︵
版
本
：
上
巻
第
六
話
﹁
政
平
当
寺
造
営
付
飢
饉
を
救
ふ
事
﹂

・
上
巻
第
七
話
﹁
当
寺
造
営
惣
供
養
事
﹂)

︹
付
記
︺

壬
生
寺
長
老
松
浦
俊
海
師
︑
壬
生
寺
貫
主
松
浦
俊
昭
師
に
は
︑
格
別
の
ご
配

慮
を
賜
り
ま
し
た
︒
あ
つ
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒

︿
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紹
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