
西さ
い

福ふ
く

寺じ

〔
藤
森
ふ
ぢ
の
も
りの

ひ
が
し
大お
ほ

亀か
め

谷だ
に

升ま
す

屋や

町
に
あ
り
。
如
意
山
光
厳
院

く
わ
う
ご
ん
ゐ
んと

号
す
、
浄
土
宗
に
し
て
智ち

恩お
ん

院ゐ
ん

に
属
す
。
本
尊
阿
弥
陀
仏
は
聖

徳
太
子
の
御
作
、
長
三
尺
五
寸
。
い
に
し
へ
は
禅
刹
に
し
て
持
戒
の
地
な
り
、
中
興
教
誉

ち
ゆ
う
こ
う
け
う
よ

上
人
慶
長
八
年
東と
う

照せ
う

宮ぐ
う

よ
り
境
地
を
拝
領
し
て
草

創
あ
り
し
な
り
〕

釈
迦
堂

〔
堂
前
ひ
が
し
の
方
宝
蔵
に
安
置
す
。
天
竺
目
蓮
尊
者
の
作
に
て
、
閻
浮
檀
金
の
尊
像
な
り
。
○
当
寺
の
記
に
曰
、
人
皇
九
十
六

代
の
帝
光
厳
院
仙
居
あ
り
し
所
な
り
。
御
製
あ
り
、

玉
く
し
げ
あ
け
て
し
み
れ
ば
今
朝
よ
り
も
身
に
も
袖
に
も
涙
落
し
て
　
　
　
　
光
　
　
厳
　
　
院

太
平
記
曰
　
　
光
厳
院
禅
定

く
わ
う
ご
ん
ゐ
ん
ぜ
ん
ぢ
や
うは

、
伏
見
の
奥
光
厳
院
と
聞
し
幽
閑
の
地
に
住
せ
給
ひ
け
る
と
。
云
々
。〕

即そ
く

成じ
や
う

就じ
ゆ

院ゐ
ん

〔
藤
森
ふ
ぢ
の
も
りの

東
を
北
に
至
る
三
町
許
に
あ
り
、
大お
ほ

亀か
め

谷
北
寺
町
と
い
ふ
。
律
宗
に
し
て
泉せ
ん

涌ゆ
う

寺じ

の
内
法は
ふ

安あ
ん

寺じ

の
兼
帯
所
な
り
。

い
に
し
へ
は
伏ふ
し

見み

寺で
ら

と
号
し
て
、
今
の
江え

戸ど

町
の
旧
名
即
成
院
村
に
あ
り
。
寛
治
年
中
正
四
位
修
理
大
夫
俊と
し

綱つ
な

の
建
立
な
り
、
則
俊と
し

綱つ
な

朝
臣

の
石
塔
あ
り
。
白
川
院

し
ら
か
は
の
ゐ
んの

皇
女
宜ぎ

陽や
う

門
院
先
帝
の
御
菩
提
の
た
め
、
下
野
国
那
須
庄

な
す
の
し
や
う

を
当
寺
に
寄
付
し
給
ふ
、
文
録
二
年
伏
見
城
を
築
給
ふ

時
此
地
に
う
つ
す
〕



隆り
う

閑か
ん

寺じ

〔
大お
ほ

亀か
め

谷
の
ひ
が
し
、
宇う

治じ

道
の
南
に
あ
り
。
妙め
う

亀き

山ざ
ん

と
号
す
。
法
華
宗
に
し
て
、
開
基
は
洛
の
本ほ
ん

能の
う

寺
日に
つ

達た
つ

上
人
な
り
。
法

華
勝
劣
派
の
学
室
と
す
〕

八や

科し
な

峠た
う
げ

〔
仏
国
寺
の
ほ
と
り
な
り
、
土ど

人じ
ん

八や

島し
ま

峠
と
い
ふ
。
名
義
詳
な
ら
ず
〕

木こ

幡は
た

関せ
き

守も
り
の

屋や

敷し
き

〔
六
地
蔵
の
西
北
の
山
上
に
あ
り
、
今
字
と
な
す
、
是
い
に
し
へ
の
街
道
な
り
。
秀ひ
で

吉よ
し

公こ
う

伏ふ
し

見
城
み
の
し
ろ

を
構
給
ふ
に
、
木こ

幡は
た

の
関
路
城
外
の
艮
に
中
て
往
還
の
輩
城
中
を
見
下
す
、
故
に
今
の
路
を
闢
き
給
ふ
な
り
〕

千
　
　
首
　
　
春
は
は
や
木こ

幡は
た

の
関
の
朝
ぼ
ら
け
都
の
た
つ
み
や
ゝ
か
す
み
ぬ
る
　
　
　
　
　
為
　
　
　
　
　
尹

等と
う

泉せ
ん

寺じ

〔
大お
ほ

亀か
め

谷だ
に

敦つ
る

賀が

町
に
あ
り
。
本
尊
阿
弥
陀
仏
は
恵ゑ

心し
ん

僧そ
う

都づ

の
作
に
し
て
、
長
八
尺
余
の
坐
像
な
り
。
開
基
は
等と
う

超て
う

禅
師
ぜ
ん
じ

、
中
興

は
円
西
十
徳
、
今
女
僧
是
を
守
る
〕

天て
ん

王わ
う

山さ
ん

〔
同
所
仏
国
寺
の
山
号
な
り
。
則
ち
此
山
を
天
王
山
と
号
す
る
事
は
、
開
基
高
泉
和
尚
、
は
じ
め
黄
檗
国
師
に
従
ふ
て
住
山
の

時
、
此
辺
を
徘
徊
せ
ら
る
ゝ
に
、
小
藪
の
中
に
年
ふ
り
た
る
仏
面
を
拾
ひ
給
へ
り
。
こ
れ
を
と
り
帰
つ
て
弟
子
を
招
き
て
、
そ
の
ほ
と
り
を

見
せ
し
む
る
に
、
支
体
こ
ゝ
か
し
こ
に
散
在
す
、
こ
れ
を
採
帰
て
あ
つ
め
合
す
る
に
全
体
を
得
た
り
。
其
時
仏
師
を
呼
ん
で
こ
れ
を
見
せ
し



む
る
に
、
毘び

沙し
や

門も
ん

天て
ん

に
し
て
弘こ
う

法ば
ふ

大だ
い

師し

の
作
な
り
と
い
ふ
。
即
ち
か
れ
に
命
じ
て
修
造
荘
厳
せ
し
む
。
其
折
か
ら
西
国
方
の
武
士
登
山
し
て

此
由
を
聞
、
そ
の
施
主
と
な
り
ぬ
。
そ
れ
よ
り
程
な
く
し
て
公
務
よ
り
当
山
を
免
許
あ
り
て
、
高
泉
開
基
し
給
ひ
ぬ
。
此
像
を
得
給
ふ
事
は

当
山
開
闢
の
前
表
な
り
と
て
、
世
の
人
奇
な
る
事
を
感
ぜ
ぬ
は
な
か
り
け
り
、
故
に
堂
に
安
置
し
山
号
と
な
す
。
い
に
し
へ
永
光
寺
と
い
ふ

あ
り
。
延
宝
年
中
再
建
あ
り
て
、
後ご

水み
づ

尾を
の

院ゐ
ん

勅
し
て
仏
殿
に
大だ
い

円ゑ
ん

覚か
く

の
号
を
賜
ふ
。
是
即
ち
林
丘
寺
宮
の
御
奏
達
と
ぞ
聞
し
。
勅
筆
今
文
庫

に
収
む
。
高か
う

泉せ
ん

和
尚
は
黄
檗
山
隠い
ん

元げ
ん

禅ぜ
ん

師じ

の
附
弟
に
し
て
、
大
明
国
の
人
黄
檗
山
に
住
し
て
第
五
世
な
り
、
元
禄
八
年
十
月
十
六
日
入
寂
す
、

仏
国
寺
の
由
縁
は
前
編
に
見
へ
た
り
、
故
に
こ
ゝ
に
略
す
〕

木こ

幡は
た

金か
ね
が

辻つ
じ

〔
六ろ
く

地ぢ

蔵ざ
う

町
よ
り
宇う

治ぢ

に
至
る
札
の
辻
な
り
。
六
地
蔵
と
い
ふ
は
後
世
の
異
名
に
し
て
、
み
な
木
幡
こ
は
た
の

里さ
と

な
り
。
木
幡
の
関
■

に
関
守
屋
敷
旧
跡
、
六
地
蔵
、
大
善
寺

だ
い
ぜ
ん
じ

の
西
北
の
山
上
に
あ
り
、
今
関
山
と
い
ふ
、
又
木
幡
峠
と
も
い
ふ
〕

平
治
物
語
曰
　
　
明
十
日
の
朝
、
右
衛
門
尉ぜ
う

行な
り

景か
げ

と
い
ふ
侍
士
を
め
し
て
、
都
の
方
に
何
事
か
あ
る
見
て
帰
れ
と
て
さ
し
つ
か
は
す
。
業
景

馬
に
打
騎
て
は
せ
行
程
に
、
木
幡
峠
に
て
信
西
入
道
の
舎と
ね

人り

竹た
け

澤ざ
は

と
い
ふ
者
、
御
所
に
火
か
け
て
後
禅
門
奈な

良ら

へ
と
聞
へ
し
か
ば
、
此

事
申
さ
ん
と
て
は
し
り
け
る
に
行
あ
ふ
。（
下
略
）


