
○
西さ
い

方は
う

寺じ

〔
三
郷
の
内
に
あ
り
。
久
寿
年
中
如に
よ

一
上
人
の
開
く
所
な
り
。
本
尊
阿
弥
陀
仏
は
定
朝
の
作
に
し
て
、
坐
像
二
尺
余
な
り
。
又

如
一
上
人
自
作
の
像
あ
り
〕

○
三さ
ん

福ふ
く

寺じ

〔
同
所
に
あ
り
。
開
基
は
興
聖
菩
薩
に
し
て
、
本
尊
は
薬
師
仏
、
坐
像
三
尺
一
寸
、
作
は
詳
な
ら
ず
。
興
聖
菩
薩
は
一
生
の
中

五
百
寺
を
造
営
し
て
、
自
一
基
の
卒
都
婆
を
立
給
ふ
、
今
当
寺
に
あ
り
〕

神
牛
石
　
〔
此
所
に
あ
り
、
黒
色
に
し
て
形
牛
の
如
く
、
天
下
に
凶
事
あ
ら
ん
時
は
必
汗
を
流
す
と
い
ふ
〕

○
浄
福
寺

じ
や
う
ふ
く
じ

〔
佐
山
に
あ
り
。
本
尊
観
世
音
は
安
阿あ

弥み

の
作
に
し
て
、
立
像
二
尺
許
〕

○
薬
蓮
寺

や
く
れ
ん
じ

〔
林
村
に
あ
り
。
本
尊
薬
師
仏
は
定ぢ
や

朝う
て
うの

作
に
し
て
、
立
像
三
尺
三
寸
〕

神
剣
　
〔
此
寺
に
あ
り
、
男
山
を
と
こ

よ
り
伝
来
す
る
所
な
り
と
、
三
条で
う

小こ

鍛か

冶ぢ

が
作
、
長
九
寸
五
分
〕

獅
剣
し
ゝ
の
け
ん

〔
此
寺
に
あ
り
。
寛
正
年
中
修
補
を
加
へ
て
年
号
を
し
る
す
〕

○
安あ
ん

楽ら
く

寺じ

〔
右
同
所
に
あ
り
。
本
尊
は
薬
師
仏
、
四
尺
二
寸
、
作
詳
な
ら
ず
。
此
寺
は
後ご

二
条
に
で
う
の

院ゐ
ん

の
母ぼ

后こ
う

西せ
い

花く
わ

門も
ん

院
基
子
公
の
本
願
な
り
〕

興こ
う

聖し
や
う

菩ぼ

薩さ
つ

殺せ
つ

生し
や
う

制ぜ
い

誡か
い
の

塔と
ふ

婆ば

〔
佐
山
東
の
口
に
あ
り
。
今
土
中
に
圧
れ
て
現
る
所
少
方
纔
な
り
〕



指し

月げ
つ

塚づ
か

〔
大お
ほ

久く

保ぼ

の
巽
、
平ひ
ら

河か
は

村
民
家
の
東
南
に
あ
り
。
い
に
し
へ
此
所
に
月
見
の
楼
あ
り
し
所
な
り
と
ぞ
。
封
地
今
な
ほ
高
壇
な
れ

ば
土ど

人じ
ん

塚づ
か

と
称
す
。
惣
じ
て
此
ほ
と
り
は
い
に
し
へ
官
家
く
わ
ん
け

の
住
居
な
る
や
、
所
々
に
軽
か
ら
ざ
る
字
多
し
、
後
人
考
へ
あ
る
べ
し
。
○
城し
ろ

村

の
中
に
字
あ
り
。
○
政ま
ん

所ど
こ
ろ、

城
の
ひ
が
し
の
字
な
り
。
車
塚
く
る
ま
づ
か、

同
所
の
ひ
が
し
大
和
街
道
の
東
方
に
あ
り
、
形
南
北
に
通
つ
て
丘
の
ご
と
し
、

是
官
家
く
わ
ん
け

送そ
う

葬さ
う

の
時
車
を
蔵
る
所
な
り
と
ぞ
。
又
同
じ
き
街
道
の
西
に
大
な
る
塚
あ
り
、
是
則
ち
葬そ
う

堙い
ん

の
塚
な
る
べ
し
、
由
縁
詳
な
ら
ず
〕

鴻こ
う
が

島し
ま

〔
塚
を
い
ふ
、
車
塚
く
る
ま
づ
かの

子
丑
の
間
に
あ
り
〕

梶か
ぢ

塚づ
か

〔
車
塚
く
る
ま
づ
かの

北
に
あ
り
。
惣
じ
て
此
辺
に
塚
多
し
、
土ど

人じ
ん

曰
、
寛
文
年
中
に
田
間
よ
り
長
五
尺
余
の
骸
骨
を
掘
出
せ
し
と
ぞ
、
其
外
朱

沙
多
く
あ
り
し
と
な
り
〕

久く

世ぜ
の

神じ
ん

社じ
や

〔
大や
ま

和と

街か
い

道だ
う

久く

世ぜ

の
茶
店
の
ひ
が
し
一
町
余
山
上
に
あ
り
。
延
喜
式
神
名
帳
に
載
た
る
久く

世ぜ

神じ
ん

社じ
や

是
な
り
。
又
万
葉
集
に
人

丸
が
咏
し
、
山
城
の
久
世
の
や
し
ろ
の
草
な
手
折
そ
と
い
ふ
も
此
や
し
ろ
と
見
へ
た
り
〕

三み

田た

坂ざ
か

〔
久く

世ぜ

の
南
十
四
五
町
ば
か
り
大や
ま

和と

街か
い

道だ
う

の
中
に
あ
り
、
此
所
寺て
ら

田だ

領り
や
うひ

が
し
の
端
な
り
。
一
説
に
は
水み

戸と

坂ざ
か

と
い
ふ
な
り
と

ぞ
。
延
喜
式
に
、
久
世
郡
水み

戸と
の

神じ
ん

社じ
や

あ
り
、
此
号
を
以
て
号
る
歟
。
則
寺て
ら

田だ

村
の
天て
ん

神じ
ん

宮ぐ
う

是
な
る
や
、
後
人
考
あ
る
べ
し
〕



久く

世ぜ

鷺さ
ぎ

坂さ
か

〔
久
世
の
ひ
が
し
山
上
に
あ
り
。
仙せ
ん

覚か
く

抄せ
う

に
曰
、
鷺さ
ぎ

坂さ
か

久く

世ぜ

郡ご
ほ
りに

あ
り
と
、
是
則
古
へ
の
大や
ま

和と

路ぢ

な
り
。
む
か
し
は
宇う

治ぢ

橋ば
し

の
西
よ
り
未ひ
つ
じの

方
直
に
し
て
此
路
に
出
て
、
大や
ま

和と

街か
い

道だ
う

に
到
り
し
な
り
。
今
の
道
は
秀ひ
で

吉よ
し

公
の
御
時
開
く
所
な
り
。
久く

世ぜ

の
鷺さ
ぎ

坂さ
か

山
原は
ら

野の

な

ど
古
人
和
歌
に
詠
ず
〕

御
　
　
集
　
　
雪
ふ
れ
ば
皆
を
し
な
べ
て
白
妙
の
鷺さ
ぎ

坂さ
か

山
の
松
も
残
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
後
　
鳥
　
羽
　
院

元
久
三
年
宇う

治ぢ

の
御
幸
に
野
薄
を
よ
め
る

夫
　
　
木
　
　
山や
ま

城し
ろ

の
久く

世ぜ

野の

の
原
の
し
の
す
ゝ
き
玉
ぬ
き
あ
へ
ぬ
風
の
し
ら
露
　
　
　
　
　
定
　
　
　
　
　
家

小を

笹ざ
ゝ
が

峯み
ね

〔
同
所
と
見
へ
た
り
、
今
詳
な
ら
ず
〕

堀
川
百
首
　
　
白
鳥
の
鷺さ
ぎ

坂さ
か

山
を
こ
え
く
れ
ば
小を

笹ざ
ゝ

が
峯み
ね

に
雪
降
に
け
り
　
　
　
　
　
　
　
　
顕
　
　
　
　
　
季

長な
が

池い
け
の

旧す
う

址し

〔
長な
が

池い
け

村
民み
ん

居き
よ

の
東
北
二
町
許
山
の
麓
に
あ
り
。
池
の
形
南
北
三
町
余よ

東
西
二
町
許
と
云
々
。
今
堙
で
田
と
な
す
、
小
水
遺

れ
り
。
伝
云
、
昔
此
池
悪
蛇
あ
り
て
人
を
害
す
、
此
辺
の
人
民
こ
れ
を
愁
て
諸
神
に
祈
る
。
あ
る
時
化け

人に
ん

来
り
て
遂
に
此
蛇
を
斬
て
泰
平
を

な
す
、
か
の
蛇
の
尾
の
中
に
剣
あ
り
、
是
を
採
て
大や
ま

和と
の

国く
に

布ふ

留る
の

社や
し
ろに

納
む
と
云
々
。
今
布
留
剣
と
号
て
神
宝
あ
り
〕


