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史
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本
稿
は
『
新
編
会
津
風
土
記
』
を
素
材
に
、
十
九
世
紀
初
め
の
会
津
地
方
に
お
け
る
歴
史
お
よ
び

文
化
が
継
承
さ
れ
る
姿
と
そ
の
内
容
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
古
代
以
来
の
地
域
に
お
い
て
蓄
積
さ
れ
て
き
た
宗
教
的
な
歴
史
意
識
が
、
社
寺
や
堂

舎
、
古
蹟
、
と
り
わ
け
寺
院
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
受
け
継
が
れ
、
ま
た
記
録
さ
れ
る
際
に
編
集
、

再
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
会
津
と
い
う
地
域
に
お
け
る
歴
史
文
化
は
こ
う
し

た
宗
教
的
な
拠
点
に
む
す
び
つ
く
か
た
ち
で
記
憶
さ
れ
、
認
識
が
更
新
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
伝
説
を
日
光
山
縁
起
の
受
容
や
地
域
的
展
開
、
回
国
の
宗
教
者
の
定
着
と
そ
の
痕

論
文
要
旨

は
じ
め
に

❶
近
世
地
誌
を
め
ぐ
る
視
点
と『
新
編
会
津
風
土
記
』

❷「
風
土
記
」に
お
け
る
伝
説
／
歴
史
認
識
―
自
然
と
人
物
と

❸
空
海
の
伝
承
と
真
言
宗
寺
院
の
消
長	

お
わ
り
に

跡
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
で
、
会
津
と
い
う
一
定
の
地
域
に
お
け
る
広
義
の
宗
教
史
を
構
築
す
る
可

能
性
が
確
認
で
き
た
。
ま
た
空
海
の
伝
承
や
真
言
宗
寺
院
の
中
興
の
記
録
を
広
く
確
認
し
、
検
討
す

る
こ
と
で
、
地
域
の
支
配
権
力
と
の
関
わ
り
や
宗
教
活
動
の
内
実
に
も
迫
る
こ
と
が
で
き
た
。
以
上

の
検
討
と
分
析
に
よ
り
、
近
世
の
官
撰
地
誌
に
お
け
る
歴
史
文
化
研
究
拠
点
の
記
事
を
糸
口
に
地
域

宗
教
史
を
構
築
し
て
い
く
可
能
性
と
有
効
性
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
伝
説
、
歴
史
意
識
、
空
海
、
真
言
宗
、
陰
陽
道

『
新
編
会
津
風
土
記
』の
分
析
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は
じ
め
に

過
去
に
お
け
る
歴
史
や
文
化
の
様
態
を
考
え
る
手
が
か
り
や
追
求
の
よ
り
ど
こ
ろ

は
、
文
字
記
録
の
か
た
ち
で
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
圧
倒
的
に
多
い
。
ま
た
そ
う

し
た
記
録
類
は
我
々
の
日
常
的
な
知
的
営
為
の
対
象
と
大
き
な
隔
た
り
は
な
く
、
参

照
、
解
読
す
る
の
も
比
較
的
容
易
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
際
に
は
記
録
資
料
の

性
質
を
ふ
ま
え
た
吟
味
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
記
述
内
容
と
記
録
資
料
そ

の
も
の
が
持
つ
性
質
と
の
両
面
か
ら
の
学
際
的
な
検
討
を
要
請
す
る
場
合
が
多
く
、

そ
の
こ
と
も
こ
う
し
た
解
読
作
業
を
魅
力
的
な
も
の
に
し
て
い
る
。

本
稿
は
、
前
近
代
、
と
り
わ
け
近
世
期
の
一
定
の
ま
と
ま
り
を
持
つ
地
域
に
関
す

る
文
字
記
録
を
取
り
上
げ
て
、
歴
史
文
化
を
そ
の
拠
点
に
注
意
し
な
が
ら
分
析
を
試

み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
現
在
の
福
島
県
会
津
地
方
、
近
世
期
の

会
津
藩
領
と
そ
の
周
辺
を
対
象
と
し
た
地
誌
『
新
編
会
津
風
土
記
』（
文
化
六
年

（
一
八
〇
九
）
成
立
。
以
下
、「
風
土
記
」
と
略
記
す
る
。）
に
記
録
さ
れ
て
い
る
歴

史
認
識
を
示
す
伝
承
記
事
を
通
覧
し
、
そ
の
特
徴
と
民
俗
学
的
な
意
味
を
考
え
て
み

た
い
。

こ
こ
で
は
ま
ず
、「
風
土
記
」
の
歴
史
文
化
研
究
の
た
め
の
資
料
と
し
て
の
位
置

づ
け
に
つ
い
て
確
認
を
行
な
う
。
次
に
民
俗
学
で
い
う
と
こ
ろ
の
伝
説
に
あ
た
る
記

事
を
具
体
的
に
取
り
上
げ
て
、
検
討
、
分
析
を
試
み
る
。
さ
ら
に
地
域
に
お
け
る
歴

史
文
化
の
拠
点
の
一
例
と
し
て
、
真
言
宗
寺
院
に
焦
点
を
し
ぼ
り
、
そ
の
記
述
を
整

理
し
、
地
域
史
の
な
か
に
位
置
づ
け
て
み
た
い
。
た
だ
し
、
本
稿
で
は
「
風
土
記
」

に
分
析
対
象
を
絞
っ
て
い
る
の
で
、
地
域
史
研
究
と
し
て
は
基
礎
的
な
視
角
の
提
出

に
と
ど
ま
る
部
分
が
少
な
く
な
い
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
確
認
し
て
お
く
。

❶
近
世
地
誌
を
め
ぐ
る
視
点
と『
新
編
会
津
風
土
記
』

（
一
）
近
世
地
誌
研
究
と『
新
編
会
津
風
土
記
』

地
域
に
お
け
る
歴
史
意
識
を
考
え
る
議
論
は
、
郷
土
史
や
地
方
史
に
お
い
て
は
少

な
く
な
い
蓄
積
が
あ
る
）
（
（

。
近
年
、
そ
れ
ら
に
新
し
い
視
点
を
追
加
し
た
も
の
と
し
て

は
、
羽
賀
祥
二
の
『
史
蹟
論
―
十
九
世
紀
日
本
の
地
域
社
会
と
歴
史
意
識
―
』

（
一
九
九
八
年
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
羽
賀
は
、
人
び
と
の
社
会
的
活
動
や

相
互
の
接
触
の
場
面
で
の
振
舞
や
作
法
、
集
団
を
結
び
つ
け
て
い
る
諸
観
念
を
規
制

し
て
い
る
枠
組
み
を
文
化
構
造
と
し
て
と
ら
え
、
地
域
に
お
け
る
史
蹟
を
核
と
し
た

社
会
空
間
の
な
か
に
そ
れ
を
見
出
そ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
は
十
九
世
紀
の
風
土
記
お

よ
び
図
会
類
の
編
纂
に
際
し
て
表
出
し
て
い
っ
た
歴
史
意
識
を
と
ら
え
よ
う
と
し
て

い
る
）
（
（

。
こ
う
し
た
羽
賀
の
視
点
は
近
世
地
誌
と
い
う
記
録
そ
の
も
の
の
研
究
に
も
影
響
を

与
え
た
。
近
年
で
は
、
白
井
哲
哉
の『
日
本
近
世
地
誌
編
纂
史
研
究
）
（
（

』（
二
〇
〇
四
年
）

や
岩
橋
清
美
『
近
世
日
本
の
歴
史
意
識
と
情
報
空
間
）
（
（

』（
二
〇
一
〇
年
）
の
よ
う
に

多
様
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
権
力
関
係
、
情
報
に
注
意
し
な
が
ら
、
地
域
に
お
け
る
歴

史
意
識
と
そ
の
記
録
化
を
跡
づ
け
る
研
究
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
地
域

に
お
け
る
歴
史
意
識
が
次
元
の
異
な
っ
た
関
心
や
主
張
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
て
い
く

こ
と
が
議
論
さ
れ
て
お
り
、
地
誌
の
記
述
内
容
を
複
眼
的
に
読
み
取
る
べ
き
で
あ
る

こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
）
（
（

。
さ
ら
に
近
世
地
誌
は
、
歴
史
研
究
の
視
点
か
ら
だ
け
で
は

な
く
、
同
時
代
の
文
芸
と
も
関
係
を
持
つ
こ
と
が
真
島
望
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い

る
）
（
（

。
こ
う
し
た
研
究
か
ら
近
世
地
誌
と
い
う
素
材
は
学
際
的
な
視
点
を
要
請
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

民
俗
学
に
お
い
て
は
柳
田
國
男
の
『
山
島
民
譚
集
』（
一
九
一
〇
年
）
が
伝
説
（
民
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譚
）
を
検
討
す
る
資
料
的
な
基
盤
と
し
て
、
地
誌
類
を
縦
横
に
駆
使
し
た
こ
と
が
想

起
さ
れ
る
。
柳
田
は
地
域
ご
と
の
独
自
の
伝
説
を
、
広
く
地
誌
あ
る
い
は
随
筆
の
類

を
渉
猟
し
て
、
類
型
化
と
比
較
に
よ
る
新
た
な
位
置
づ
け
を
示
し
た
。
そ
れ
は
伝
説

研
究
の
出
発
で
あ
る
と
と
も
に
地
誌
随
筆
類
の
資
料
的
価
値
の
発
見
で
も
あ
っ
た
。

ま
た
郷
土
史
の
先
駆
と
し
て
こ
う
し
た
地
誌
類
へ
の
着
目
も
柳
田
に
よ
っ
て
な
さ
れ

て
い
る
。『
郷
土
史
論
』（
一
九
二
二
年
）
は
そ
の
早
く
、
ま
た
優
れ
た
分
析
で
あ

る
）
（
（

。本
稿
で
も
こ
う
し
た
歴
史
、
文
学
、
民
俗
の
各
学
問
領
域
に
お
け
る
以
上
の
よ
う

な
視
点
を
意
識
し
て
い
き
た
い
。
特
に
柳
田
以
来
の
日
本
民
俗
学
に
お
け
る
歴
史
認

識
、
す
な
わ
ち
伝
説
分
析
の
成
果
を
い
か
す
こ
と
を
心
が
け
る
）
（
（

。
そ
う
し
た
作
業
の

前
提
と
し
て
、
次
に
「
風
土
記
」
の
性
格
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。

『
新
編
会
津
風
土
記
』、
こ
こ
で
「
風
土
記
」
と
略
記
し
て
い
く
地
誌
は
、
寛
政
期

（
一
七
八
九
～
一
八
〇
一
）
前
後
に
支
配
体
制
の
基
盤
を
再
確
認
し
よ
う
と
す
る
幕

府
の
地
誌
編
纂
に
先
駆
け
て
、
会
津
藩
に
お
い
て
領
内
の
村
々
か
ら
の
書
上
を
も
と

に
、
家
老
の
田
中
玄
宰
を
中
心
に
編
纂
が
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
先
行
す
る
寛

文
期
（
一
六
六
一
～
一
六
七
三
）
の
『
会
津
風
土
記
』
や
『
筑
前
続
風
土
記
』
な
ど

を
参
考
に
し
た
と
さ
れ
る
。
内
容
は
、
界
域
・
山
川
・
原
野
・
土
産
・
関
梁
・
水
利
・

郡
署
・
倉
廩
・
神
社
・
寺
院
・
墳
墓
・
古
蹟
・
釈
門
・
人
物
・
旧
家
・
褒
善
に
わ
た

り
、
土
俗
に
伝
わ
る
旧
聞
の
類
を
収
録
し
て
い
る
。
主
た
る
対
象
で
あ
る
村
落
の
文

化
二
年
（
一
八
〇
五
）
段
階
の
状
況
を
取
り
上
げ
た
と
い
う
）
（
（

。
本
稿
の
関
心
か
ら
、

ご
く
大
雑
把
に
ま
と
め
る
と
す
れ
ば
、
一
九
世
紀
初
頭
の
会
津
藩
領
の
歴
史
文
化
を

官
撰
地
誌
、
す
な
わ
ち
支
配
者
の
視
点
を
整
理
す
る
か
た
ち
で
切
り
取
っ
た
資
料
と

い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
「
風
土
記
」
を
用
い
て
こ
の
時
期
の
由
緒
の
創
出
と
そ
の
背
景
、
意
義
を
論

じ
た
田
崎
公
司
は
、「
風
土
記
」
の
編
纂
に
際
し
て
意
識
さ
れ
始
め
た
史
実
伝
承
の

評
価
や
期
待
を
視
野
に
入
れ
た
分
析
を
行
な
っ
て
い
る
）
（1
（

。
田
崎
は
当
該
期
の
野
澤
組

に
お
け
る
由
緒
の
様
相
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
そ
れ
に
学
び
つ
つ
、

「
風
土
記
」
の
広
範
な
記
述
を
対
象
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
歴
史
意
識
の
多
様
性
、
文

化
的
な
要
素
に
留
意
し
つ
つ
、
民
俗
的
宗
教
的
な
視
点
で
と
ら
え
て
い
き
た
い
。

な
お
、
以
下
の
論
述
で
「
風
土
記
」
を
引
用
す
る
際
に
は
、
歴
史
春
秋
社
か
ら

二
〇
〇
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
五
冊
本
を
参
照
す
る
こ
と
と
し
、
具
体
的
に
引
用
し
た

場
合
は
末
尾
に
（
巻
数
―
頁
数
）
を
示
し
て
、
注
記
に
代
え
る
こ
と
と
す
る
。
例
え

ば
三
巻
の
一
二
四
頁
か
ら
一
二
六
頁
の
記
述
に
よ
る
場
合
は
、（（-（（（

～（（（

）
の

よ
う
に
記
す
。

（
二
）『
新
編
会
津
風
土
記
』の
性
格

「
風
土
記
」の
特
徴
の
一
つ
は
、
そ
の
網
羅
す
る
記
事
の
広
汎
さ
で
あ
る
。
例
え
ば
、

巻
之
二
十
五
「
陸
奥
国
会
津
郡
之
一　

会
津
郡
」
の
冒
頭
は
『
続
日
本
紀
』
の
養
老

二
年
の
記
述
に
は
じ
ま
り
、
こ
の
地
域
の
地
理
的
な
記
述
が
示
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は

風
土
気
候
、
植
生
に
お
よ
ぶ
多
端
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
習
俗
に
も
及
ん

で
い
る
点
が
本
稿
の
関
心
と
響
き
合
う
。

そ
の
一
部
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

「
…
此
郡
ノ
習
俗
ハ
村
中
ニ
テ
家
屋
ヲ
営
メ
ハ
、
木
ヲ
伐
縄
ヲ
綯
テ
営
作
ヲ
タ
ス

ケ
、
屋
上
ヲ
修
ル
ニ
ハ
芦
萱
ヲ
贈
リ
、」
と
い
っ
た
屋
根
葺
き
に
関
す
る
記
述
を
は

じ
め
、
通
過
儀
礼
に
つ
い
て
も
「
産
婦
ア
ル
時
児
ヲ
洗
フ
者
ニ
モ
三
年
ノ
間
餅
ヲ
饋

ル
」
と
か
「
小
児
死
ス
レ
ハ
同
年
ノ
児
童
ア
ル
家
ニ
テ
耳
塞
餅
ト
テ
餅
ヲ
製
シ
、
児

童
ノ
耳
ヲ
覆
ヒ
其
後
水
中
ニ
流
ス
」（（-（

～（

）
と
い
っ
た
記
載
が
あ
る
。

後
者
は
耳
塞
餅
と
呼
ば
れ
る
習
俗
で
、
中
世
に
公
家
社
会
で
も
頻
繁
に
行
わ
れ
て

い
た
こ
と
が
史
料
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
近
世
以
降
、

庶
民
生
活
の
次
元
で
も
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
階
層
を
こ
え
た
習
俗
の
浸
透
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
）
（（
（

。
そ
の
点
か
ら
、
近
世
に
会
津
地
方
の
習
俗
と
な
っ
て
い
る

こ
と
が
う
か
が
え
る
こ
と
は
、
そ
の
歴
史
的
な
変
遷
や
展
開
を
考
え
る
た
め
の
重
要

な
材
料
と
い
え
る
。

さ
ら
に
年
中
行
事
に
つ
い
て
も
「
正
月
十
四
日
ヲ
望
ノ
年
越
ト
モ
女
ノ
年
取
ト
モ
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云
、
昔
ハ
十
五
日
ナ
リ
シ
ニ
蒲
生
秀
行
ノ
時
ヨ
リ
改
テ
此
日
ヲ
用
ウ
ト
云
」（（-（

）

と
い
う
記
述
が
あ
り
、
近
世
初
期
の
支
配
者
の
交
代
と
習
俗
の
変
化
と
を
結
び
つ
け

て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
当
否
は
措
く
と
し
て
も
、
関
心
の
あ
り
ど
こ
ろ
が

興
味
深
い
。

同
じ
年
頭
の
行
事
と
し
て
節
分
の
晩
に
行
な
わ
れ
る
占
い
の
記
述
も
細
や
か
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
「
節
分
ノ
夜
儺
豆
ヲ
拾
ヒ
月
数
ニ
像
リ
灰
上
に
並
ヘ
、
慢
火
ニ
焼
キ

白
黒
ヲ
見
テ
一
歳
ノ
雨
晴
ヲ
占
フ
、
白
者
ハ
晴
多
ク
黒
者
ハ
雨
多
ト
云
傳
フ
」（
同

前
）
と
あ
っ
て
、
節
分
の
豆
撒
き
に
用
い
ら
れ
た
豆
が
そ
の
ま
ま
、
そ
の
後
の
一
年

の
晴
雨
の
占
い
に
用
い
ら
れ
る
様
子
が
要
領
よ
く
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ま
ま
近

代
の
民
俗
研
究
と
も
見
ま
が
う
よ
う
な
記
事
と
い
え
る
。

こ
う
し
た
「
風
土
記
」
の
記
述
は
、
現
在
の
民
俗
研
究
の
先
駆
と
し
て
と
ら
え
る

よ
り
も
、
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
近
世
段
階
で
の
記
述
を
重
要
な
材
料
と
し
て
、
近
代

化
の
進
展
の
過
程
の
な
か
で
民
俗
学
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
に
記
載
さ
れ
な
い
民
俗
も
数
多
く
伝
承
さ
れ
、
ま
た
近
代

の
民
俗
学
は
地
域
社
会
を
立
体
的
に
と
ら
え
る
な
か
で
、
民
俗
の
定
位
を
行
な
う
よ

う
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
近
世
社
会
の
な
か
で
の
習
俗
を
簡
に
し
て
要
を
得

た
貴
重
な
事
例
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、
意
識
し
て
お
い
て
よ

い
）
（1
（

。こ
う
し
た
記
載
を
支
え
た
の
は
机
上
の
文
献
の
操
作
だ
け
で
は
な
く
、
会
津
の
各

村
落
か
ら
の
生
活
記
録
の
書
き
上
げ
の
存
在
が
あ
っ
た
こ
と
を
改
め
て
意
識
さ
せ

る
。
個
々
の
そ
う
し
た
書
上
の
類
と
の
異
同
や
比
較
も
必
要
で
あ
る
が
、
ま
ず
は
そ

れ
ら
が
、
丁
寧
に
す
く
い
上
げ
ら
れ
、
会
津
と
い
う
地
域
の
な
か
に
位
置
づ
け
て
い

る
と
い
う
点
に
、
本
稿
の
分
析
対
象
と
し
て
の
「
風
土
記
」
の
意
義
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

❷「
風
土
記
」に
お
け
る
伝
説
／
歴
史
認
識
―
自
然
と
人
物
と

（
一
）
自
然
に
ま
つ
わ
る
伝
説

「
風
土
記
」
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
伝
説
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
が
具
体
的

な
事
物
と
結
び
つ
き
、
ま
た
説
明
譚
と
も
い
う
べ
き
広
義
の
説
話
と
と
も
に
収
録
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
民
俗
学
に
お
け
る
伝
説
研
究
に
と
っ
て
も
極
め
て
有
益
な
も
の
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
記
載
様
式
が
整
え
ら
れ
、
書
か
れ
た
レ
ベ
ル
に
お
い

て
、
情
報
の
精
度
が
揃
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
自
然
を
説
明
す
る
伝
説
の
ひ
と
つ
と
し
て
動
物
に
関
す
る
記
述
を
取

り
上
げ
て
み
よ
う
。

和
泉
田
組
二
軒
在
家
村
の
若
宮
八
幡
宮
へ
の
道
に
雌
沼
・
雄
沼
と
い
う
二
つ
の
池

が
あ
り
、

殻
ニ
小
キ
穴
ア
ル
田
贏
ア
リ
、
瘧
ヲ
患
ル
者
此
ヲ
取
テ
枕
上
ニ
置
キ
、
病
癒
ハ

其
数
ヲ
倍
シ
返
サ
ン
ト
テ
当
社
ニ
祈
誓
ス
レ
ハ
験
ア
リ
ト
云
、
若
故
ナ
ク
シ
テ

是
ヲ
取
レ
ハ
、
夜
中
怪
キ
声
ア
リ
テ
其
田
贏
ヲ
求
ル
ト
ソ
、
旱
歳
ニ
雨
ヲ
祈
ル

所
ト
云

と
し
て
瘧
の
平
癒
祈
願
に
田
贏
が
用
い
ら
れ
、
ま
た
濫
り
に
そ
の
田
贏
を
採
ろ
う

と
す
る
と
怪
異
が
生
じ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
（（-（（（

）。

田
贏
に
つ
い
て
は
橋
爪
組
田ツ
ブ
ラ贏

岡オ
カ

村
田
贏
神
社
の
条
に
次
の
よ
う
な
記
載
も
あ

る
。

村
中
ニ
ア
リ
、
此
社
昔
ハ
村
西
二
町
計
田
畝
ノ
間
ニ
ア
リ
、
鎮
座
ノ
年
代
シ
レ

ス
、
土
人
伝
テ
云
、
往
古
此
村
ヲ
闢
シ
ト
キ
田
地
ニ
墾
発
セ
シ
ニ
、
土
中
ニ
岩
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ノ
コ
ト
キ
モ
ノ
ア
リ
、
犂
歯
ニ
破
ラ
レ
テ
白
キ
水
流
レ
シ
故
、
ア
ヤ
シ
ミ
テ
見

レ
ハ
大
ナ
ル
螺
ア
リ
、
村
民
等
遂
ニ
祠
ヲ
建
テ
コ
レ
ヲ
祭
ル
、
イ
ツ
ノ
頃
ニ
カ

此
所
ニ
移
シ
祭
ル
ト
云
、
其
旧
地
ニ
今
モ
螺
池
ト
テ
東
西
九
尺
・
南
北
八
尺
計

ノ
池
水
ア
リ
、
炎
旱
ニ
モ
涸
ス
、
即
村
名
ノ
因
テ
起
ル
所
ナ
リ
ト
ソ
（（-（（（

）

土
地
の
開
発
に
際
し
て
発
見
さ
れ
た
巨
大
な
田
螺
が
祠
に
祀
ら
れ
、
や
が
て
村
名

に
も
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

水
界
の
存
在
に
関
す
る
伝
説
と
し
て
は
、
河
沼
郡
野
沢
組
の
安あ

座さ

村
に
か
つ
て
八

蛇
沼
と
い
う
大
き
な
沼
が
あ
り
、
こ
こ
の
記
述
に
は
赤
城
の
神
と
日
光
の
神
と
が

戦
っ
た
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
日
光
山
縁
起
に
ま
つ
わ
っ
て
八
頭
の
大
蛇
が
住
ん
で
い

た
と
の
伝
承
が
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。
以
下
の
よ
う
な
記
述
で
あ
る
。
な
お
、〔　

〕

内
は
割
注
で
あ
る
。

相
伝
フ
、
昔
此
所
ニ
八
蛇
沼
ト
唱
ヘ
大
ナ
ル
沼
ア
リ
テ
、
八
頭
ノ
大
蛇
住
シ
カ
、

上
野
国
赤
城
山
ノ
神
ト
下
野
国
二
荒
山
ノ
神
ト
中
禅
寺
ノ
湖
界
ヲ
争
フ
時
ニ
、

二
荒
山
ノ
神
、
越
後
国
蒲
原
郡
鹿
瀬
組
実
川
村
ニ
住
セ
シ
猿
丸
ニ
請
テ
、
赤
城

山
ノ
神
百
足
虫
ニ
現
セ
シ
ヲ
射
斃
セ
シ
時
〔
事
迹
実
川
村
ノ
条
下
ニ
詳
ナ
リ
〕、

其
霊
此
沼
ニ
移
リ
住
シ
故
、
八
頭
ノ
蛇
ハ
大
沼
郡
大
石
組
沼
沢
村
ノ
沼
ニ
逃
ル

ト
云
、
其
後
地
震
ニ
逢
テ
岩
崩
レ
此
沼
ヲ
埋
メ
シ
時
、
長
十
丈
計
ノ
百
足
虫
死

セ
リ
、
因
テ
其
ホ
ト
リ
ニ
村
里
ヲ
開
キ
沼
岡
村
ト
名
付
シ
カ
、
神
霊
祟
ヲ
成
シ

カ
ハ
、
大
同
三
年
空
海
コ
コ
ニ
来
リ
シ
時
神
託
ニ
依
テ
余
水
ヲ
抜
キ
、
百
足
虫

ノ
霊
ヲ
境
内
ノ
内
宮ミ
ヤ
ガ嶽

ト
云
山
上
ニ
封
シ
、
骨
ヲ
集
テ
一
堆
ノ
塚
ニ
築
キ
、
馬

蚿
塚
ト
名
ケ
八
蛇
ヲ
龍
嶽
ニ
封
シ
テ
護
摩
ヲ
修
セ
シ
ヨ
リ
其
祟
ヤ
ム
ト
云
、
今

境
内
ニ
護
摩
壇
岩
・
十ジ
フ

仏サ
ン

岩フ
ツ

・
七シ
チ

福フ
ク

神ジ
ン

岩
等
ノ
岩
ア
ル
ハ
其
遺
趾
ナ
リ
ト
ソ
、

今
モ
此
村
ノ
者
日
光
山
ニ
至
レ
ト
モ
二
荒
神
ニ
拝
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ス
、
又
山
中

ニ
宿
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
ハ
赤
城
神
ノ
コ
ト
ニ
因
ト
云
、
実
モ
シ
カ
ア
リ
シ
ニ
ヤ

（
後
略
）（（-（（

）

　
こ
れ
は
日
光
山
縁
起
の
こ
の
土
地
に
お
け
る
受
容
と
変
容
と
を
示
し
て
い
る
。

「
風
土
記
」
に
は
巻
之
十
に
越
後
国
蒲
原
郡
鹿
瀬
組
実
川
村
農
民
所
蔵
と
し
て
「
日

光
山
縁
起
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
（（-（（（

～（（0

）
の
で
編
纂
に
あ
た
っ
て
は
、

も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
が
意
識
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
割
注
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ

で
重
要
な
の
は
、
そ
う
し
た
記
録
に
対
応
す
る
在
地
の
伝
承
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
内
容
は
、
赤
城
山
の
神
、
す
な
わ
ち
百
足
虫
を
、
護
摩
を
修
す
る
こ
と
で
鎮

め
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
赤
城
の
神
に
傾
斜
し
た
伝
承
と
い
う

こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
と
同
時
に
空
海
も
登
場
す
る
点
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

そ
れ
に
加
え
て
大
清
水
池
と
い
う
沼
が
沼
沢
村
の
沼
と
水
脈
が
通
じ
て
い
て
水
の
増

減
が
共
通
す
る
の
で
、「
夫
婦
沼
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に

此
沼
ニ
魚
ア
リ
、
其
形
チ
「
ホ
ヤ
」
ニ
類
シ
口
尖
レ
リ
、
コ
レ
ヲ
安
座
魚
ト
云
、

此
沼
ト
沼
沢
村
ノ
沼
ノ
ミ
ニ
生
シ
テ
他
ヨ
リ
産
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
コ
レ
ヲ
昔
ノ

八
蛇
沼
ノ
ア
ト
ナ
リ
ト
云
（（-（（

）

と
さ
れ
て
い
て
、
独
特
の
形
状
の
魚
が
神
霊
と
関
連
す
る
沼
に
だ
け
生
息
し
て
い

る
こ
と
が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
も
ま
た
日
光
山
の
縁
起
の
変
奏

の
一
部
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
自
然
認
識
が
、
説
話
的
な

伝
承
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
も
な
っ
て
い
た
と
い
う
点
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
伝
説
化

し
た
日
光
山
縁
起
と
地
域
の
自
然
と
が
相
呼
応
し
な
が
ら
地
域
に
伝
え
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

同
様
の
魚
に
関
す
る
伝
説
と
し
て
は
、
板
沢
村
の
虚
空
蔵
堂
が
沼
平
村
の
長
松
寺

に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
記
し
た
後
に
「
此
山
麓
ニ
池
ア
リ
、
虚
空
蔵
池

ト
名
ク
、
此
ニ
産
ス
ル
泥
鰌
耳
ア
リ
、
人
コ
レ
ヲ
食
ハ
ス
」（（-（（（

）
と
あ
る
こ
と

に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
、
こ
こ
で
は
虚
空
蔵
菩
薩
へ
の
信
仰
が
鰻
で
は
な
く
、
耳
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の
あ
る
泥
鰌
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

以
上
、
動
物
―
こ
こ
で
は
魚
―
が
説
話
的
な
伝
承
を
想
起
さ
せ
、
伝
承
の
よ
り
ど

こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
知
識
が
「
風
土
記
」
の
よ
う
な
地
理
的
な
広
が
り

へ
の
興
味
の
な
か
で
、
記
録
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
こ
う
し
た
複
合
的

で
相
互
に
連
関
し
て
い
く
知
識
や
歴
史
意
識
は
、
民
俗
学
的
な
立
場
か
ら
の
歴
史
文

化
研
究
の
拠
点
を
捉
え
よ
う
と
す
る
際
の
視
座
と
な
り
う
る
だ
ろ
う
。

（
二
）
人
物
＝
歴
史
的
な
伝
説
の
す
が
た

こ
う
し
た
宗
教
的
な
人
物
に
ま
つ
わ
る
伝
承
と
し
て
、
改
め
て
注
意
し
て
お
い
て

よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
は
回
国
の
比
丘
尼
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
の
は
塩
川
組
金
川
村
の
曹
洞
宗
の
松
峰
山
金
川
寺
に
ま
つ
わ
る
も
の
で
、

昔
若
狭
国
小
浜
ヨ
リ
一
人
ノ
老
比
丘
尼
来
リ
テ
勝
地
ヲ
相
シ
、
コ
ノ
村
ノ
地
頭

石
井
丹
波
守
ニ
請
テ
一
宇
ヲ
建
立
ス
、
地
名
ニ
因
テ
金
川
寺
ト
号
セ
リ
、
ミ
ツ

カ
ラ
弥
陀
ノ
霊
像
ヲ
刻
テ
本
尊
ト
ス
、
長
二
尺
六
寸
ア
リ
、
住
職
年
ヲ
経
テ

八
百
歳
ノ
齢
ヲ
保
テ
リ
、
因
テ
世
ニ
コ
レ
ヲ
八
百
比
丘
尼
ト
云
、
別
ニ
法
諱
ア

ル
事
ヲ
知
ル
モ
ノ
ナ
シ
（（-（（

）

　
と
記
さ
れ
て
い
る
。
若
狭
か
ら
や
っ
て
き
た
老
比
丘
尼
が
阿
弥
陀
如
来
像
を
刻

み
、
八
百
歳
の
長
寿
を
保
ち
、「
八
百
比
丘
尼
」
と
呼
ば
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

八
百
比
丘
尼
に
つ
い
て
の
記
述
は
河
沼
郡
代
田
組
代
田
村
の
曹
洞
宗
寺
院
で
あ
る

代
田
山
弥
陀
寺
の
項
に
も
「
何
レ
ノ
頃
ニ
カ
若
狭
ノ
八
百
比
丘
尼
此
寺
ヲ
草
創
シ
、

ミ
ツ
カ
ラ
弥
陀
ノ
像
ヲ
刻
テ
安
置
ス
ト
云
、
天
正
十
七
年
兵
燹
ニ
罹
リ
焼
亡
ス
」

（（-（（（

）
と
あ
り
、
同
じ
曹
洞
宗
の
寺
院
に
若
狭
の
八
百
比
丘
尼
が
刻
ん
だ
と
い
う

阿
弥
陀
像
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
金
川
寺
の
伝
説
は
孤
立
し
た
も
の
で
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
八
百
比
丘
尼
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
会

津
郡
滝
沢
村
の
三
島
神
社
の
項
に
、

伝
云
、
何
ノ
頃
ニ
カ
比
丘
尼
二
人
金
像
ノ
神
体
三
軀
ヲ
負
来
リ
里
人
ニ
告
テ

曰
、
是
三
島
明
神
ノ
尊
像
ナ
リ
、
ヨ
ク
正
法
ヲ
護
持
シ
国
家
ヲ
鎮
撫
シ
給
フ
神

霊
ナ
リ
ト
テ
、
衆
人
ヲ
勧
テ
社
ヲ
此
地
ノ
山
頂
ニ
剏
建
シ
神
像
ヲ
安
ス
、
此
時

ヨ
リ
コ
ノ
山
ヲ
堂
タ
ウ
ガ
サ
ク

柵
ト
称
セ
リ
、
比
丘
尼
ハ
落
成
ノ
後
行
ト
コ
ロ
ヲ
知
ス
（（-

（（

）

と
あ
る
記
事
も
回
国
漂
泊
の
比
丘
尼
が
社
―
こ
こ
で
は
三
島
明
神
―
の
建
立
、
す

な
わ
ち
、
土
地
へ
の
伝
播
定
着
の
担
い
手
で
あ
っ
た
記
憶
と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
橋
爪
組
金
屋
村
の
端
村
と
し
て
西
後
庵
と
い
う
地
名
が
掲
げ

ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
「
永
正
ノ
頃
比
丘
尼
後
庵
ト
云
者
住
セ
シ
ト
テ
、
村
ノ
丑

寅
ノ
方
ヲ
今
ニ
比
丘
尼
屋
敷
ト
云
傳
フ
レ
ト
、
如
何
ナ
ル
モ
ノ
ニ
カ
詳
ナ
ラ
ス
、」

（（-（（

）
と
し
て
、
後
庵
と
い
う
比
丘
尼
の
名
前
と
そ
の
屋
敷
の
存
在
が
伝
え
ら
れ

て
い
た
。

神
仏
を
背
負
っ
て
や
っ
て
き
た
旅
の
宗
教
者
が
、
土
地
に
深
い
印
象
を
残
し
た
例

は
他
に
も
あ
り
（（-（（0

、（（（

）、
さ
ら
に
漂
泊
す
る
女
性
の
伝
承
と
し
て
は
、
源

義
経
の
伝
説
に
関
わ
っ
て
皆
鶴
と
い
う
女
性
の
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

高
久
組
西
柳
原
村
の
古
蹟
の
項
に
は
「
帽
子
沼
」
と
し
て
、

土
人
ノ
伝
ル
処
ハ
、
皆
鶴
義
経
ノ
跡
ヲ
慕
ヒ
、
帽
子
丸
ト
テ
二
歳
ニ
ナ
レ
ル
義

経
ノ
子
抱
キ
此
ニ
来
リ
シ
ニ
、
敵
ノ
為
ニ
此
沼
ニ
投
ラ
レ
溺
死
セ
リ
、
因
テ
名

ク
ト
云
（（-（（

）

と
し
て
地
名
伝
説
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
載
の
前
に
は
「
旧
事
雑
考
ニ
皆
鶴

カ
帽
子
ヲ
投
シ
処
故
名
ク
ト
ア
リ
」
と
し
た
後
、
割
注
で
「
河
沼
郡
代
田
組
藤
倉
村

ノ
条
下
ヲ
併
見
ル
ヘ
シ
」と
あ
る
。
藤
倉
村
の
該
当
箇
所
を
見
よ
う
。
藤
倉
村
の「
古
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蹟
」
の
項
の
難
波
池
に
は
、

村
東
ニ
ア
リ
、
池
ノ
形
僅
ニ
残
レ
リ
、
皆
鶴
ノ
古
墳
ト
テ
其
傍
ニ
ア
リ
、
一
夫

ノ
役
ヲ
免
シ
其
墓
ヲ
守
ラ
シ
ム
、
相
伝
フ
、
昔
源
義
経
鬼
一
法
眼
ノ
家
ニ
伝
ル

兵
書
ヲ
学
ハ
ン
コ
ト
ヲ
欲
ス
レ
ト
モ
、
法
眼
惜
テ
伝
サ
ル
ニ
ヨ
リ
其
女
皆
鶴
ニ

通
シ
、
窃
ニ
其
書
ヲ
写
シ
取
テ
奥
州
平
泉
ニ
趣
ケ
リ
、
皆
鶴
其
跡
ヲ
慕
ヒ
、
此

村
ニ
尋
来
リ
義
経
ノ
行
方
ヲ
問
フ
、
所
ノ
者
義
経
此
所
ヲ
去
テ
既
ニ
五
日
ヲ
経

タ
リ
、
行
先
ハ
山
路
ケ
ハ
シ
ク
シ
テ
及
フ
ハ
カ
ラ
サ
ス
ト
云
ヲ
聞
キ
、
身
ヲ
此

池
ニ
投
ス
、
義
経
大
寺
ニ
テ
此
事
ヲ
聞
キ
、
急
キ
還
テ
ナ
キ
カ
ラ
ヲ
池
ノ
辺
ニ

葬
リ
墓
ヲ
築
テ
去
レ
リ
ト
云
、
後
人
コ
レ
ヲ
憐
ミ
難
波
寺
ト
云
一
宇
ヲ
営
テ
其

菩
提
ヲ
弔
ヒ
シ
ト
云

と
あ
り
、
さ
ら
に
割
注
で
「
当
村
延
命
寺
ニ
伝
フ
ル
ハ
、
義
経
ノ
妾
コ
ノ
地
ニ
至

リ
義
経
高
舘
ニ
テ
終
ワ
ル
ト
聞
、
身
ヲ
此
池
ニ
投
テ
死
セ
ル
ニ
因
リ
後
人
憐
テ
一
宇

ヲ
建
、
居
鶴
山
難
波
寺
ト
名
ケ
シ
ト
云
、
按
ス
ル
ニ
鬼
一
法
眼
及
皆
鶴
カ
事
東
鑑
、

平
家
物
語
、
源
平
盛
衰
記
等
ニ
見
エ
ス
、
只
義
経
記
ニ
其
事
ア
レ
ト
モ
、
法
眼
カ
女

義
経
ニ
別
レ
テ
後
ナ
ケ
キ
死
ニ
ナ
リ
シ
ト
ア
リ
テ
皆
鶴
ト
云
名
モ
ヽ
ナ
シ
、
又
其
趣

ト
モ
違
ヘ
リ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
寺
院
に
異
伝
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
、「
風

土
記
」
に
記
載
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
『
東
鑑
』（
吾
妻
鏡
）
を
は
じ
め
と
す
る
記
録

と
照
合
さ
れ
、
疑
義
が
さ
し
は
さ
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
（（-（（（

～（（（
）。

西
柳
原
村
と
藤
倉
村
の
い
ず
れ
も
、
池
と
女
性
と
の
伝
説
に
皆
鶴
の
名
が
付
加
さ

れ
て
お
り
、
伝
承
は
こ
の
時
点
で
さ
ま
ざ
ま
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
生
み
出
し
て
い

る
こ
と
、
さ
ら
に
寺
院
や
古
碑
が
そ
う
し
た
伝
承
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
村
に
お

い
て
も
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
こ
こ
で
は
注
意
し
て
お
き
た
い
）
（1
（

。
そ
し
て
、
こ
れ

は
八
百
比
丘
尼
の
よ
う
な
正
体
不
明
の
伝
奇
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
、
中
世
文
芸

の
断
片
化
、
在
地
伝
承
化
し
た
も
の
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、「
風

土
記
」
の
な
か
で
、
女
性
の
漂
泊
者
と
し
て
八
百
比
丘
尼
、
後
庵
な
ど
と
い
っ
た
存

在
と
並
べ
て
と
ら
え
得
る
こ
と
も
、
近
世
会
津
に
お
け
る
歴
史
認
識
、
伝
説
の
様
態

と
し
て
登
録
し
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
「
風
土
記
」
記
事
に
見
出
せ
る
伝
説
の
多
く
は
宗
教
的
な
イ

メ
ー
ジ
を
伴
い
、
歴
史
や
文
芸
の
な
か
で
よ
く
知
ら
れ
た
人
物
が
そ
の
主
人
公
で

あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
伝
説
が
そ
れ
ぞ
れ
の
主
人
公
の
実
際
の
事
績
で

あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
が
、
地
域
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
伝
説
が
生
み
出
さ
れ
、

伝
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
で
、
何
ら
か
の
宗
教
的
な
出
来
事
―
宗
教
者
の
回
国
、
仏
像

の
伝
来
、
寺
院
の
建
立
・
中
興
な
ど
―
を
記
憶
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
は
地
域
に
お
け
る
宗
教
史
の
構
築
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

次
節
で
は
、
そ
う
し
た
視
点
で
、
仏
教
寺
院
に
ま
つ
わ
る
記
事
に
着
目
し
て
み
た

い
。

❸
空
海
の
伝
承
と
真
言
宗
寺
院
の
消
長

（
一
）
空
海
の
伝
承
と
そ
れ
が
示
唆
す
る
も
の

宗
教
的
な
職
能
者
の
回
国
、
来
訪
を
め
ぐ
る
記
憶
が
会
津
に
お
い
て
か
な
り
広
い

範
囲
に
記
録
と
な
っ
て
残
さ
れ
て
い
る
の
が
、
弘
法
大
師
空
海
に
ま
つ
わ
る
も
の
で

あ
る
。
空
海
の
回
国
伝
承
は
全
国
に
分
布
し
、
そ
の
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

会
津
に
お
い
て
も
そ
れ
は
例
外
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
で
は
そ
の
こ
と
を
意

識
し
つ
つ
、「
風
土
記
」
に
お
け
る
空
海
の
伝
承
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

「
風
土
記
」
に
お
い
て
は
、
と
り
わ
け
仏
像
の
造
作
と
寺
院
の
建
立
と
に
ま
つ
わ
っ

て
空
海
の
事
績
が
印
象
深
く
伝
え
ら
れ
て
き
た
例
が
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、
巻

五
十
六
、
大
塩
村
の
曹
洞
宗
寺
院
、
長
泉
寺
は
、
縁
起
に
弘
仁
年
中
（
八
一
〇
～

八
二
四
）、
空
海
が
老
媼
の
た
め
に
護
摩
を
修
し
、
ま
た
薬
師
・
地
蔵
の
像
を
刻
ん

だ
と
あ
る
と
い
う
（（-（（

以
下
）。
万
治
年
中
（
一
六
五
八
～
一
六
六
一
）
に
曹
洞

宗
と
な
っ
た
が
、
本
尊
は
空
海
作
の
地
蔵
で
あ
る
と
も
い
う
。
同
村
に
は
古
蹟
と
し
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て
「
老
媼
屋
敷
迹
」
も
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は

村
中
大
橋
ノ
南
側
ニ
ア
リ
、
農
夫
コ
レ
ニ
居
ル
、
其
家
ニ
空
海
并
嫗
カ
像
ヲ
安

置
ス
、
嫗
カ
像
ハ
空
海
ノ
作
ト
云
伝
フ
、
屋
敷
ノ
中
ニ
護
摩
石
ト
云
石
ア
リ
、

高
五
尺
計
、
石
面
平
ニ
シ
テ
六
尺
ニ
四
尺
計
、
空
海
ノ
手
形
ナ
リ
ト
テ
其
跡
ア

リ
と
あ
り
、
さ
ら
に
別
に
米
沢
街
道
の
側
に
「
空
海
腰
ヲ
掛
シ
石
ナ
リ
ト
テ
名
ク
」

と
い
う
「
腰
掛
石
」
も
あ
る
と
い
う
。
空
海
が
仏
像
を
刻
ん
だ
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

護
摩
石
、
腰
掛
石
と
い
っ
た
事
物
に
ま
つ
わ
っ
て
一
定
の
宗
教
的
な
儀
礼
を
お
こ

な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
村
に
お
い
て
は
、
お
そ
ら
く
空
海
の
来
錫
、
回
国
の
伝
説
が
あ
り
、
長
泉
寺

は
そ
れ
と
深
い
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
同
寺
が
曹
洞
宗
に
転
じ
た

の
ち
も
、
村
の
な
か
で
、
俗
人
が
空
海
と
嫗
の
像
を
護
持
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

村
落
に
お
け
る
寺
院
が
空
海
の
事
績
を
伝
え
て
お
り
、
縁
起
と
し
て
い
た
こ
と
、
そ

の
内
容
は
村
落
全
体
に
具
体
的
な
尊
像
や
護
摩
石
、
腰
掛
石
と
結
び
つ
き
な
が
ら
受

け
継
が
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
伝
説
は
、
真
言
宗
に

連
な
る
宗
教
的
職
能
者
の
か
つ
て
の
活
動
を
伝
え
る
も
の
と
解
釈
し
て
よ
い
だ
ろ

う
。空

海
が
開
創
を
め
ぐ
る
伝
承
に
登
場
す
る
会
津
地
方
の
寺
院
と
し
て
は
、
河
沼
郡

牛
沢
組
柳
津
村
の
虚
空
蔵
堂
が
す
ぐ
に
想
起
さ
れ
る
。
こ
こ
の
本
尊
で
あ
る
福
徳
虚

空
蔵
菩
薩
お
よ
び
賓
頭
盧
尊
者
は
空
海
の
作
と
さ
れ
、
ま
た
明
星
池
は
空
海
の
加
持

に
よ
っ
て
湧
出
し
た
も
の
で
、
そ
の
水
は
眼
病
に
効
く
と
さ
れ
た
。
本
堂
の
下
の
大

日
岩
も
空
海
が
刻
ん
だ
も
の
と
い
う
（（-（（（

～（（（

）。

た
だ
し
、
虚
空
蔵
堂
の
創
立
は
徳
一
と
も
慈
覚
と
も
い
い
、
別
当
の
霊
巌
山
円
蔵

寺
も
創
建
時
は
法
相
宗
で
、
至
徳
年
間（
一
三
八
四
～
一
三
八
七
）に
臨
済
宗
と
な
っ

た
と
す
る
。
さ
ら
に
慶
長
十
六
年
に
領
主
、
蒲
生
家
の
命
に
よ
り
、
真
言
僧
が
輪
番

で
寺
務
を
行
な
う
よ
う
に
な
っ
た
が
、「
翌
十
七
年
ノ
春
又
大
地
震
ア
リ
テ
寺
ノ
後

山
崩
レ
、
僧
房
ヲ
破
リ
看
寺
ノ
僧
二
人
ヲ
圧
殺
ス
、
禅
僧
一
人
其
傍
ニ
ア
リ
テ
恙
ナ

カ
リ
シ
カ
ハ
、
里
俗
其
祟
ナ
ル
ヘ
シ
ト
テ
驚
怖
セ
リ
」（（-（（（

）
と
い
っ
た
出
来
事

が
あ
り
、
寛
永
四
年
に
臨
済
宗
に
復
し
た
と
さ
れ
る
）
（1
（

。

他
に
も
大
沼
郡
南
青
木
組
大
石
村
の
観
音
堂
の
縁
起
に
は
、
天
長
七
年
（
八
三
〇
）

空
海
の
建
立
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
延
長
（
九
二
三
～
九
三
一
）
の
頃
に
、

越
後
か
ら
こ
の
地
に
来
て
堂
中
に
身
を
潜
め
て
観
音
の
力
を
念
じ
て
い
た
者
が
追
手

に
よ
っ
て
頚
を
切
ら
れ
、
越
後
に
そ
れ
を
持
ち
帰
っ
た
と
こ
ろ
が
、
そ
の
頚
は
観
音

の
頚
で
あ
り
、
観
音
が
身
代
わ
り
と
な
っ
て
い
た
と
の
記
事
が
あ
る
（（-（

）。
そ
し

て
そ
の
地
に
道
場
が
造
営
さ
れ
、
そ
の
地
名
を
頚
城
郡
と
名
づ
け
た
と
の
伝
承
が
併

記
さ
れ
て
い
る
。「
風
土
記
」
で
は
頚
城
郡
の
名
称
は
延
長
よ
り
古
い
と
し
て
不
審

と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
空
海
に
連
な
る
霊
験
が
記
憶
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。

巻
之
九
十
河
沼
郡
坂
下
組
の
窪
村
の
古
蹟
に
は
「
高
寺
跡
」
と
し
て
、
欽
明
天
皇

の
元
年
に
草
創
さ
れ
た
寺
院
が
繁
栄
し
て
三
千
坊
に
及
ん
だ
も
の
の
、
宝
亀
三
年

（
七
七
三
）
に
焼
亡
し
、
大
同
三
年
（
八
〇
八
）
に
空
海
の
勧
化
に
よ
っ
て
恵
隆
寺

と
い
う
寺
が
建
立
さ
れ
、
空
海
の
刻
ん
だ
千
手
観
音
、
二
十
八
部
衆
、
阿
弥
陀
、
薬

師
お
よ
び
空
海
自
身
の
尊
像
が
置
か
れ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（（-（（（

）。
古
代
の

伽
藍
と
解
釈
さ
れ
た
遺
跡
に
空
海
の
伝
承
が
結
び
つ
い
て
い
た
例
で
あ
ろ
う
。

同
じ
よ
う
な
例
と
し
て
は
、
外
篇
の
陸
奥
国
安
積
郡
福
良
組
福
良
村
の
観
音
堂
の

縁
起
が
寛
元
四
年
に
満
月
と
い
う
僧
に
よ
っ
て
著
さ
れ
、
そ
こ
に
は
千
手
観
音
が

「
空
海
カ
手
ツ
カ
ラ
刻
メ
ル
由
見
ユ
」
と
あ
る
と
い
う
。
同
村
に
は
別
当
千
手
院
が

あ
り
、
高
野
山
の
末
寺
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
同
じ
く
縁
起
に
「
空
海
大
蛇
ヲ
降
伏

シ
蛇
ノ
伏
タ
ル
所
ニ
一
宇
ヲ
建
立
シ
伏
龍
寺
ト
名
ク
」
と
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
地
に
も
空
海
の
伝
説
が
あ
り
、
観
音
像
は
そ
の
伝
説
と
呼
応
す
る
存
在
で

あ
っ
た
（（-（（

～（（

）。

外
篇
の
越
後
国
魚
沼
郡
小
千
谷
組
小
千
谷
村
の
観
音
堂
に
つ
い
て
も
「
大
同
年
中
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空
海
当
国
ニ
来
テ
、
衆
生
利
益
ノ
為
ニ
一
刀
三
礼
シ
テ
観
音
ノ
像
ヲ
彫
刻
シ
、
弘
誓

ノ
船
ニ
乗
セ
信
濃
川
ニ
浮
ヘ
シ
ニ
、
其
像
此
地
ニ
着
岸
セ
シ
故
堂
ヲ
建
テ
安
セ
シ
ト

ソ
」（（-（（0

）
と
あ
っ
て
、
柳
津
の
虚
空
蔵
菩
薩
像
と
よ
く
似
た
漂
着
神
型
の
仏
像

出
現
の
伝
説
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
。

こ
う
し
た
空
海
の
仏
像
彫
刻
を
主
張
す
る
伝
説
が
残
さ
れ
て
い
る
土
地
に
は
、
寺

院
の
建
立
や
仏
像
の
招
来
に
あ
た
っ
て
真
言
宗
系
の
宗
教
者
の
来
住
が
あ
っ
た
も
の

と
推
測
で
き
る
。
そ
し
て
後
々
、
寺
院
そ
の
も
の
の
宗
派
が
変
わ
っ
て
も
空
海
の
事

績
は
記
憶
さ
れ
続
け
た
と
い
え
る
。
真
言
宗
の
教
勢
が
各
地
に
広
が
り
、
仏
像
を
残

し
て
い
き
、
さ
ら
に
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
堂
宇
が
建
立
さ
れ
、
地
域
の
な
か
で
継
承

さ
れ
て
い
っ
た
過
程
が
、
こ
う
し
た
空
海
を
め
ぐ
る
伝
承
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に

よ
っ
て
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
そ
れ
は
仏
像
そ
の
も
の
の
伝
来
に
よ
っ

て
形
成
さ
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
二
）
真
言
宗
寺
院
の
＂中
興＂
と
そ
の
周
辺

次
に
、
こ
う
し
た
伝
説
か
ら
離
れ
て
、「
風
土
記
」
に
記
載
さ
れ
た
真
言
宗
寺
院

が
、
ど
の
よ
う
な
時
期
に
開
創
も
し
く
は
中
興
し
、
そ
こ
に
は
ど
う
い
っ
た
歴
史
認

識
が
見
出
せ
る
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。【
表
（
】「『
新
編
会
津
風
土
記
』

に
み
る
真
言
宗
寺
院
の
中
興
」
は
「
風
土
記
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
真
言
宗
寺
院
の

う
ち
、
中
興
―
実
際
は
開
創
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
と
思
わ
れ
る
―
に
つ
い
て
筆
が
及
ん

で
い
る
も
の
を
一
覧
表
に
し
て
み
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
全
体
の
傾
向
と
注
意

す
べ
き
記
述
を
確
認
し
て
み
よ
う
。　
　

ま
ず
、「
風
土
記
」
の
時
点
で
真
言
宗
で
は
な
く
な
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
か
つ

て
は
真
言
宗
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
憶
さ
れ
て
い
る
寺
院
が
あ
る
。№

（（

の
和
泉
田

組
布
沢
村
の
如
意
輪
山
観
音
寺
は
「
風
土
記
」
で
は
観
音
寺
趾
と
し
て
記
さ
れ
「
昔

如
意
輪
山
観
音
寺
ト
テ
真
言
ノ
道
場
ア
リ
、
天
正
中
廃
セ
シ
ト
云
」（（-（（（

）と
あ
っ

て
天
正
年
間
（
一
五
七
三
～
一
五
九
二
）
に
廃
絶
し
た
と
い
う
。№

（（

の
冑
組
中

村
の
松
岩
山
高
福
寺
も
も
と
は
真
言
の
道
場
で
境
内
に
薬
師
堂
も
あ
っ
た
が
、
天
文

年
間
の
地
震
で
堂
舎
が
破
壊
さ
れ
、
天
正
一
七
年
（
一
五
八
九
）
浄
土
僧
、
良
秀
に

よ
っ
て
再
興
さ
れ
た
。
薬
師
像
は
そ
の
後
の
火
災
を
経
て
残
っ
た
と
い
う
（（-（（

）。

越
後
国
で
は
あ
る
が
、№

（（

の
蒲
原
郡
海
道
組
八
田
村
の
壁
立
山
龍
泉
寺
も
天
正

九
年
（
一
五
八
一
）
に
観
海
と
い
う
僧
が
中
興
し
た
「
真
言
ノ
道
場
」
で
あ
っ
た
が
、

寛
永
一
〇
年
（
一
六
三
三
）
に
大
益
に
よ
っ
て
曹
洞
宗
に
な
っ
た
と
い
う
（（-（0

）。

も
と
も
と
真
言
宗
で
あ
っ
た
も
の
が
、
他
宗
に
転
じ
た
と
す
る
寺
院
は№

（（

の

高
蔵
寺
、№

（（

の
重
福
寺
、№

（（

の
徳
源
寺
、№

（（

の
報
身
寺
な
ど
を
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。
戦
国
期
か
ら
近
世
初
め
に
か
け
て
の
時
期
の
宗
派
の
変
動
が
記

憶
、
伝
承
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
こ
う
し
た
寺
院
が
宗
派
と
し
て
の

違
い
よ
り
も
村
落
に
お
い
て
寺
院
が
継
承
さ
れ
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

こ
こ
に
表
と
し
て
整
理
し
た
寺
院
の
多
く
は
開
創
の
時
期
を
詳
ら
か
に
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
中
興
の
時
期
は
記
載
さ
れ
て
い
る
。
実
質
的
な
寺
院
の
歴
史
と
し

て
は
、
中
興
の
年
を
起
点
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
近
世
に
続
い
て
い
く
真

言
宗
寺
院
の
多
く
が
戦
国
時
代
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
で
活
動
を
開
始
し
た
の
で
あ

り
、
そ
こ
に
会
津
に
お
け
る
近
世
的
な
寺
院
秩
序
の
起
点
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
で

あ
る
。

一
方
、
そ
れ
以
前
の
中
世
の
支
配
権
力
と
の
関
係
を
記
憶
し
、
記
録
し
て
い
る
寺

院
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。№

（（

の
黒
谷
村
の
竜
泉
寺
（
瀧
泉
寺
）
が
山
内
兵

部
の
祈
願
寺
で
あ
っ
た
こ
と
、№

（（

の
河
口
村
の
川
口
寺
が
山
内
左
右
衛
門
の
創

建
に
よ
る
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
中
世
の
在

地
勢
力
と
寺
院
と
が
無
関
係
で
あ
っ
た
は
ず
は
な
く
、
政
治
と
文
化
、
権
力
と
宗
教

と
の
接
点
と
し
て
、
戦
国
期
に
は
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
う

し
た
推
測
を
支
え
る
記
事
と
し
て
大
石
組
横
田
村
の
本
城
寺
を
め
ぐ
る
も
の
が
あ

る
。
以
下
、「
風
土
記
」
の
記
述
に
沿
っ
て
、
そ
の
点
を
検
討
し
て
み
よ
う
（（-（（（

～（（（

）。

本
城
寺
は
山
号
を
松
崎
山
と
い
い
、
開
基
は
詳
ら
か
で
は
な
い
と
す
る
が
、
高
野
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番号 組・村 山号・寺院名 中興僧 中興年 風土記巻・頁 備考

（ 若松大町 一桂院（宝珠山・寿福寺）宥鎮 享禄年間 （-（（（
（ 若松下町 長命山・吉祥院 弘信 慶長六年建立 （-（（（ 弘信は越後から
（ 若松下町 医王山・円福寺 清誉 文禄元年 （-（（（
（ 滝沢組滝沢村 楊柳山・成就院 見宥 慶長の始め （-（（
（ 原組・原村 東海山・観音寺 尋音 元和五年 （-（（
（ 原組・原村 雲洞山・興泉寺 弘誓 文亀元年 （-（（
（ 原組・赤井村 赤井山・円福寺 尊寿 天正元年 （-（（
（ 高久組・高久村 高久山・真徳寺 盛真 元和年間 （-（（
（ 中荒井組・今和泉村 高雄山・長泉寺 宥俊 慶長五年 （-（（

（0 中荒井組・下荒井村 松命山・蓮華寺 宥明 文禄年間 （-（（～（（
（（ 橋爪組・下野村 熊野山・永福寺 頼円 文禄年間 （-（（
（（ 河島組・糸沢村 熊野山・竜福寺 祐請 永禄の頃 （-（（（
（（ 和泉田組・下山村 南照山・観音寺 杲栄 天正年間 （-（（（
（（ 和泉田組・小林村 林光山・新福寺 宥真 慶長年間 （-（（（
（（ 和泉田組・布沢村 如意輪山・観音寺 （-（（（ 真言ノ道場，天正年中廃絶
（（ 黒谷組・黒谷村 巌風山・竜泉寺 智慶 永正一二年 （-（（（ 山内兵庫の祈願寺
（（ 大塩組・塩沢村 塩光山・医王寺 宥意 弘治二年 （-（（（～（（（ 宥意は横田村本城寺より
（（ 大塩組・蒲生村 五宝山・薬師寺 栄智 慶長の初め （-（（（
（（ 川東組・山潟村 田子山・寿徳寺 秀海 寛永年間 （-（（（
（0 塩川組・上遠田村 宝田山・真福寺 長悦 文禄元年 （-（（
（（ 塩川組・赤枝村 東光山・赤龍寺 永蔵 永禄四年 （-（（ 永蔵は越後より来住
（（ 小田付組・小田付村 立法山・満福寺 賢長 天正年間 （-（（（ 賢長は岩城の産
（（ 小田付組・稲田村 関堂山・中善寺 祐誉 慶長年間 （-（（（～（（（ 祐誉は大町弥勒寺より
（（ 大谷組・高目村 福聚山・示現寺 春長 永正年間 （-（（（ 春長は越後より
（（ 橋爪組・八重松村 藤巻山・円満寺 宥観 大永年間 （-（（（ 昔は福永村藤巻神社の別当
（（ 橋爪組・田螺岡村 医王山・鳳来寺 朝誉 永禄年間 （-（（（
（（ 高田組・新屋敷村 若宮山・常福院 実順 慶長二年 （-（（ 実順は下野より

（（ 永井野組・荻窪村 万寧山・高蔵寺 善秀院 永禄年間 （-（（
善秀院は府下石塚より。密宗五
世にして慶安中より曹洞宗とな
る。

（（ 永井野組・赤留村 光照山・常明寺 長運 文禄年間 （-（（ 観音堂が破壊されたのち，長運
が建立

（0 東尾岐組・無量村 久月山・長福寺 宥範 永禄年間 （-（（
（（ 東尾岐組・小川窪村 大林山・光福寺 蓮真 文禄年間 （-（（

（（ 冑組・中村 （松岩山・高福寺） 良秀（浄土僧）天正一七年 （-（（
旧は真言の道場，薬師堂あり。
天文年間の地震で堂舎破壊。浄
土宗に。

（（ 大石組・河口村 鳳来山・川口寺 宥栄 天文一七年 （-（（（ 山内左右衛門創建。慶長四年，
宥弁再興。

（（ 大石組・玉梨村 米度山・常楽寺 宥繁 元亀三年 （-（（（
（（ 大石組・沼沢村 能真山・薬師寺 宥慶 天文二十年 （-（（（
（（ 大石組・水沼村 赤岩山・高林寺 宥盛 文禄二年 （-（（（～（（（

（（ 大石組・横田村 松崎山・本城寺 ― ― （-（（（～（（（
天正一七年，山内氏勝，伊達政
宗と戦い，本城寺宥尊を石田三
成に遣わす。

（（ 笈川組・笈川村 光住山・妙興寺 ― 永禄年間 （-（（（
（（ 笈川組・笠目村 医王山・常照寺 宥栄 元和年間 （-（0（
（0 笈川組・中目村 福聚山・観音寺 宥誉 天正九年 （-（0（

（（ 笈川組・勝常村 瑠璃光山・勝常寺 ― ― （-（0（ 天正己丑の乱に強盗に掠めら
れ，後に焼亡。

（（ 笈川組・北田村 教主山・常法寺 盛慶 永禄の頃 （-（0（
（（ 笈川組・浜崎村 金剛山・遍照寺 宥栄 元和五年 （-（（（
（（ 青津組・立川村 東国山・立川寺 頼音 慶長二年 （-（（（ 頼音は仙道岩瀬郡より
（（ 青津組・村田村 多宝山・長栄寺 俊海 天正八年 （-（（（

（（ 青津組・谷地村 （正栄山・重福寺） 玄察 元和三年 （-（（（ 真言の徒，円智，安養住してい
たが，玄察以降，曹洞宗に。

（（ 青津組・船越村 養楽山・円養寺 専識 天正年間 （-（（（

表1　『新編会津風土記』にみる真言宗寺院の中興
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番号 組・村 山号・寺院名 中興僧 中興年 風土記巻・頁 備考

（（ 青津組・新舘村 薬王山・東善寺 宥誉 慶長年間 （-（（（

（（ 青津組・津尻村 （養国山・徳源寺） 誾永 文禄元年 （-（（（ 旧は真言宗，誾永以降，曹洞宗
に。

（0 坂下組・船渡村 大日山・真徳寺 光龍 元亀年間 （-（（（

（（ 坂下組・東羽賀村 （浄国山・報身寺） 浄順 寛永の初め （-（（（ もとは真言宗，浄順以降，浄土
宗に。

（（ 牛沢組・杉村 医王山・薬応寺（薬師堂）宥覚 天正一二年 （-（（（
（（ 野沢組・小島村 大悲山・善応寺 春雅 慶長年間 （-（

（（ 野沢組・下野尻村 西福山・南光院 慶住 慶長年間 （-（（
もとは太子守宗の太子堂。棟札
に天文一九年とあり。慶住は自
在院の門弟

（（ 安積郡福良組・赤津村 遍照山・阿弥陀院蓮蔵寺 宥典 元亀三年 （-（（
（（ 安積郡福良組・三代村 御代山・正福寺 重高 元和年間 （-（（

（（ 蒲原郡海道組・八田村 （壁立山・龍泉寺） 大益 寛永十年 （-（0 もとは天正九年，観海が中興し
た真言の道場

（（ 蒲原郡海道組・田沢村 高明山・東善寺 順盛 寛永十二年 （-（（
大同二年空海開基，その後空也
来住した太子像を刻む。天正
一八年火災に遭い，以降，太子
守宗。

（（ 蒲原郡鹿瀬組・向鹿瀬村 九鏡山・龍蔵寺 賢良 慶長九年 （-（0 本尊虚空蔵，空海作。
（0 蒲原郡鹿瀬組・日出谷村 長光山・極楽寺 淳存 永禄三年 （-（（～（（
（（ 蒲原郡津川町 宝珠山・玉泉寺 良禅 永禄四年 （-（（
（（ 蒲原郡上条組・野中村 野中山・極楽寺 宥善 天正八年 （-（（ 宥善は下野国より。
（（ 蒲原郡上条組・野中村 清明山・高水寺 順諦 天正五年 （-（（
（（ 蒲原郡下条組・小花地村 藤井山・洞照寺 玉当 天正十三年 （-（（（ 玉当は筑後国より。
（（ 魚沼郡六日町組・余川村 金精山・宝珠院 ― 永正五年 （-（（0
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山
遍
照
光
院
の
末
寺
で
、
そ
れ
な
り
の
寺
格
を
有
し
て
い
た
。
横
田
村
に
は
曹
洞
宗

の
燈
伝
山
松
前
寺
も
あ
り
、
こ
の
地
域
の
領
主
で
あ
っ
た
山
内
氏
の
代
々
の
墓
は
こ

ち
ら
に
あ
っ
た
と
伝
え
て
い
る
が
、
本
城
寺
も
山
内
氏
と
の
関
係
は
深
か
っ
た
ら
し

い
）
（1
（

。「
風
土
記
」
の
横
田
村
の
古
蹟
の
項
に
は
鷹
巣
山
の
頂
に
山
内
氏
の
居
城
で
あ
っ

た
中
丸
城
が
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
天
正
一
七
年
（
一
五
八
九
）
の
伊
達
政
宗

の
会
津
侵
攻
の
際
に
は
、
山
内
氏
は
こ
の
城
を
拠
点
と
し
て
粘
り
強
く
戦
っ
た
と
さ

れ
、
そ
の
中
に
本
城
寺
僧
の
活
躍
も
記
さ
れ
る
。

山
内
氏
勝
の
使
者
と
し
て
、
石
田
三
成
の
許
に
赴
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
具
体

的
に
「
風
土
記
」
の
記
述
を
み
よ
う
。

…
…
氏
勝
ハ
兵
疲
レ
食
乏
ク
後
詰
ノ
頼
モ
ナ
ケ
レ
ハ
夜
中
城
ヲ
出
、
大
塩
・
只

見
両
城
ニ
楯
籠
、
只
見
川
ノ
渡
舟
ヲ
引
、
敵
ヤ
カ
テ
城
ニ
入
リ
水
ヲ
隔
テ
相
支

フ
、
氏
勝
本
城
寺
ノ
住
侶
宥
尊
ヲ
使
者
ト
シ
テ
、
石
田
治
部
少
輔
三
成
ニ
書
ヲ

贈
政
宗
カ
横
虐
ヲ
訴
フ
、
三
成
報
書
ヲ
投
シ
、
堅
ク
大
塩
・
水
窪
〔
只
見
ノ
城

ナ
リ
〕
両
城
ヲ
守
リ
、
豊
臣
家
ノ
東
征
ヲ
待
ツ
ヘ
キ
由
ヲ
言
贈
ル

　
山
内
氏
勝
は
伊
達
の
猛
攻
に
耐
え
る
一
方
で
、
本
城
寺
の
宥
尊
を
石
田
三
成
の
許

に
送
り
、
窮
状
を
訴
え
、
援
け
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
戦
国
期
の
僧
侶
が
外
交
の
任

に
あ
た
る
こ
と
は
珍
し
く
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、
お
そ
ら
く
豊
臣
秀
吉
の
勢
力
拡
張

を
敏
感
に
察
知
し
、
そ
れ
を
背
景
と
し
て
事
態
を
好
転
さ
せ
よ
う
と
し
た
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
が
真
言
僧
に
備
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

お
そ
ら
く
こ
う
し
た
「
風
土
記
」
の
記
事
は
、
編
纂
時
ま
で
に
本
城
寺
を
核
と
し

て
、
横
田
村
と
そ
の
周
囲
の
人
々
の
間
に
、
文
書
や
伝
承
の
か
た
ち
で
伝
え
ら
れ
て

い
た
も
の
が
採
録
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
地
域
に
お
け
る
歴
史
や
文
化
を
こ
う
し
た

記
述
を
手
が
か
り
に
、
本
城
寺
を
核
と
し
て
考
え
て
い
く
可
能
性
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
。
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そ
れ
は
、「
風
土
記
」
の
記
述
を
支
え
た
地
域
か
ら
の
書
上
の
類
や
在
地
に
遺
さ

れ
た
文
書
や
記
録
類
、
さ
ら
に
は
近
代
以
降
の
伝
説
や
俗
信
な
ど
か
ら
も
光
を
あ

て
、
補
強
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
準
備
が
充
分
で
は

な
い
も
の
の
、
課
題
の
登
録
と
し
て
管
見
の
及
ん
だ
事
項
を
記
し
て
お
こ
う
。

一
つ
目
は
陰
陽
道
書
の
書
写
者
に
関
す
る
情
報
で
あ
る
。
只
見
村（
只
見
町
只
見
）

の
修
験
、
吉
祥
院
に
伝
来
し
た
陰
陽
道
書
『
簠
簋
傳
』
三
冊
は
、
巻
二
末
に
「
元
亀

三
年
壬
申
十
月
五
日
ノ
夜
ハ（

灰

降

）

イ
フ
ル
細
砂
ヲ
敷シ
ク
カコ

ト
シ
」
と
あ
っ
て
、
筆
跡
か
ら
元

亀
三
年
（
一
五
七
二
）
以
前
、
そ
れ
ほ
ど
隔
た
ら
な
い
時
期
の
書
写
と
推
定
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
三
巻
三
冊
の
な
か
に
書
写
伝
来
に
か
か
わ
っ
た
で
あ
ろ
う
僧
侶

の
名
前
が
い
く
つ
か
記
さ
れ
て
い
る
。
各
冊
の
表
紙
に
は「
宥
誉
」、
各
巻
末
に
は「
宥

善
」
と
あ
り
、
巻
二
末
に
は
「
宥
善
」
に
続
い
て
「
天
下
野　

宥
誉
―
宥
怡
―
宥
善

―
宥
全
」と
師
承
の
系
譜
ら
し
き
も
の
も
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
）
（1
（

。
こ
れ
に
関
し
て
、

先
に
見
た
【
表
（
】
で
は
、
十
六
世
紀
に
会
津
の
真
言
宗
寺
院
を
再
興
し
た
僧
侶
の

名
と
し
て
、
宥
の
字
を
冠
す
る
も
の
が
多
く
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。
な

か
で
も№

（0

の
笈
川
組
中
目
村
の
福
聚
山
観
音
寺
を
天
正
九
年
（
一
五
八
一
）
に

中
興
し
た
宥
誉
、№

（（

の
青
津
組
新
館
村
の
薬
王
山
東
善
寺
を
慶
長
年
間

（
一
五
九
六
～
一
六
一
五
）
に
中
興
し
た
宥
誉
、
あ
る
い
は
越
後
国
蒲
原
郡
上
条
組

野
中
村
の
野
中
山
極
楽
寺
を
天
正
八
年
に
中
興
し
た
と
い
う
宥
善
な
ど
は
、
同
名
異

人
で
あ
る
こ
と
も
充
分
に
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
書
物
と
全
く
関
わ
り
が

な
い
と
言
い
切
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
真
言
僧
が
中
世
に
遡
る

陰
陽
道
書
の
書
写
、
伝
来
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
と
す
る
と
、
こ
の
地
域
の
宗

教
史
、
文
化
史
に
と
っ
て
大
き
な
手
が
か
り
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

二
つ
目
も
陰
陽
道
書
の
伝
来
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
田
島
の
修
験
寺
院
、
南
照

寺
に
伝
来
し
た
『
三
国
相
傳
陰
陽
輨
轄
簠
簋
内
傳
金
烏
（
玉
）
兎
集
曜
宿
経
』
の
巻

末
に
「
永
禄
七
年
甲
子
五
月
十
日
如
法
寺
大
泉
房
是
書
之
」
と
あ
る
こ
と
に
注
意
し

た
い
。
こ
の
本
は
造
屋
篇
だ
け
の
『
簠
簋
』
で
あ
る
が
、
南
照
寺
が
本
山
派
小
先
達

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
修
験
が
陰
陽
道
の
知
識
を
も
取
り
入
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
点
で
興
味
深
い
。
こ
の
南
照
寺
の
先
祖
は
近
江
の
雲
鍵
上
人
と
い
う
真
言
僧

で
、
山
ノ
内
氏
に
従
っ
て
会
津
に
来
て
、
定
着
し
た
と
い
う
）
（1
（

。

そ
し
て
、
こ
こ
に
見
出
せ
る
如
法
寺
は
河
沼
郡
野
沢
原
町
の
観
音
堂
別
当
の
如
法

寺
で
あ
ろ
う
。「
風
土
記
」
に
よ
る
と
、
こ
の
観
音
像
は
行
基
作
の
秘
仏
で
あ
り
、

観
音
堂
は
徳
溢（
徳
一
）が
大
同
二
年
に
創
建
し
た
と
伝
え
る
。
金
剛
山
如
法
寺（
真

言
宗
）
は
、
近
世
に
は
会
津
若
松
の
金
剛
寺
（
会
津
藩
内
の
新
義
真
言
宗
寺
院
の
触

頭
「
会
津
四
カ
寺
」
の
一
つ
）
末
で
あ
り
、
延
徳
元
年
（
一
四
八
九
）
の
銘
文
を
有

す
る
大
般
若
経
唐
櫃
も
伝
え
て
い
た
。

な
お
、
野
沢
に
は
本
海
（
本
皆
）
と
い
う
行
人
を
葬
っ
た
本
海
壇
が
あ
り
、
本
海

が
高
灯
籠
を
掲
げ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
火
が
も
れ
て
一
町
が
焼
失
し
、
そ
の
後
も
し
ば

し
ば
火
災
が
あ
っ
た
の
で
、
陰
陽
師
に
占
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
本
海
の
執
念
に
よ
る
と

し
た
と
い
う
記
事
も
あ
る
（（-（0（

～（0（

）。
如
法
寺
は
古
代
以
来
の
伝
統
の
あ
る

寺
院
で
、
大
泉
房
は
お
そ
ら
く
真
言
僧
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
同
時
に
こ
の
地
に
は

陰
陽
師
の
活
動
を
う
か
が
わ
せ
る
伝
承
が
近
世
ま
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
注
意
し
て
お

き
た
い
。

こ
の
よ
う
に
こ
こ
で
見
て
き
た
中
世
末
か
ら
近
世
初
め
に
か
け
て
の
真
言
宗
寺
院

の
動
向
を
「
風
土
記
」
と
い
う
均
一
の
視
点
を
持
つ
記
録
か
ら
網
羅
的
に
把
握
す
る

こ
と
で
、
会
津
の
宗
教
文
化
の
展
開
や
相
互
関
連
を
解
明
す
る
手
が
か
り
が
得
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
視
点
を
さ
ら
に
徹
底
し
て
い
く
こ
と
で
新
た
な
発
見
や
史

資
料
の
補
強
が
可
能
に
な
っ
て
い
く
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

お
わ
り
に

「
風
土
記
」
と
い
う
近
世
の
官
撰
地
誌
の
記
述
を
包
括
的
に
と
ら
え
る
こ
と
で
、

伝
説
や
寺
院
の
由
緒
、
中
興
な
ど
の
記
録
や
伝
承
を
よ
り
深
く
考
え
ら
れ
る
こ
と
を

こ
こ
で
は
具
体
的
に
示
し
て
き
た
。
近
世
段
階
の
伝
承
や
記
録
の
再
編
が「
風
土
記
」

の
記
述
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
間
接
的
な
二
次
資
料
の
性
格
を
帯
び
て
い
る
。
し
か
し
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そ
の
一
方
で
会
津
全
体
を
一
定
の
視
角
で
俯
瞰
し
、
一
九
世
紀
は
じ
め
の
均
質
の
資

料
と
し
て
考
察
で
き
る
こ
と
も
確
認
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
地
域
に
お
け
る
歴
史
文
化
の
研
究
の
拠
点
が
長
い
歳
月
の
な
か
で
形

成
さ
れ
、
維
持
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
特
性
を
今
後
も
意
識
し
て

維
持
す
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
際
、
地
域
に
お
け
る
歴
史
文
化
を
考

え
る
上
で
、
寺
院
な
ど
の
宗
教
的
な
施
設
の
来
歴
や
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な

遺
物
や
遺
跡
、
伝
承
や
記
録
類
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
を
本
稿
で
は
十
九
世
紀
の
「
風
土
記
」
と
い
う
切
り
口
で
確
認
し
、
掘
り
下
げ
て

い
く
視
点
を
登
録
し
て
み
た
。

こ
こ
で
は
近
世
段
階
で
の
古
代
以
来
の
地
域
に
お
い
て
蓄
積
さ
れ
て
き
た
宗
教
的

な
歴
史
意
識
が
、
社
寺
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
継
承
さ
れ
、
ま
た
「
風
土
記
」
に
記

載
さ
れ
る
際
に
編
集
、
再
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
会
津
に
お

け
る
歴
史
文
化
は
こ
う
し
た
宗
教
的
な
拠
点
に
む
す
び
つ
く
か
た
ち
で
継
承
―
そ
れ

は
発
展
や
再
編
も
伴
っ
て
い
る
―
さ
れ
、
認
識
が
更
新
さ
れ
て
き
た
。
特
に
伝
説
の

記
録
を
、
日
光
山
縁
起
の
受
容
や
地
域
的
展
開
、
回
国
の
宗
教
者
の
定
着
と
そ
の
痕

跡
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
で
、
会
津
と
い
う
一
定
の
地
域
に
お
け
る
広
義
の
宗
教
史

を
構
築
す
る
可
能
性
が
確
認
で
き
た
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
空
海
の
伝
承
や
真
言
宗
寺
院
の
中
興
の
記
憶
を
広
く
確
認
し
、
検
討
す
る

こ
と
で
、
地
域
の
支
配
権
力
と
の
関
わ
り
や
宗
教
活
動
の
内
実
―
真
言
宗
に
お
け
る

陰
陽
道
の
知
識
の
利
用
―
に
も
迫
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
う
し
た
地
域
に
広
く
残
さ

れ
て
き
た
伝
承
と
そ
の
記
録
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
地
域
宗
教
史
は
新
し
い
相
貌
を

見
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
本
稿
で
明
ら
か
に
で
き
た
こ
と
は
会
津
と
い
う
地
域
の
歴
史
文
化
の

豊
潤
さ
の
ほ
ん
の
一
端
に
過
ぎ
な
い
。
今
後
も
多
様
な
視
点
か
ら
こ
う
し
た
豊
潤
な

世
界
の
内
奥
を
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
本
稿
を
閉

じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
（
）　

塚
本
学
『
近
世
再
考
―
地
方
の
視
点
か
ら
―
』〔
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、

一
九
八
六
年
〕
に
収
載
さ
れ
た
諸
論
考
や
同
『
歴
史
・
民
俗
・
博
物
館
』〔
高
志
書
院
、

二
〇
二
二
年
〕
の
「
地
域
史
研
究
の
課
題
」「
郷
土
史
前
史
の
試
み
と
文
字
資
料
」
な
ど
で
そ

の
広
が
り
と
意
義
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。　

（
（
）　

羽
賀
祥
二
『
史
蹟
論
―
十
九
世
紀
日
本
の
地
域
社
会
と
歴
史
意
識
―
』〔
名
古
屋
大
学
出
版 

会
、
一
九
九
八
年
〕、
三
頁
お
よ
び
第
九
章
「
風
土
記
・
図
会
の
編
纂
と
歴
史
意
識
」
参
照
。　

（
（
）　

白
井
哲
哉
『
日
本
近
世
地
誌
編
纂
史
研
究
』〔
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
四
年
〕。
本
書
は
近
世

地
誌
を
考
え
る
上
で
の
基
本
的
な
視
座
を
確
立
し
た
も
の
と
い
え
る
。
な
お
、
同
書
で
は
本
稿

で
取
り
上
げ
る
『
新
編
会
津
風
土
記
』
の
先
駆
で
あ
る
『
会
津
風
土
記
』
に
つ
い
て
も
第
二
章

で
論
じ
て
い
る
。

（
（
）　

岩
橋
清
美
『
近
世
日
本
の
歴
史
意
識
と
情
報
空
間
』〔
名
著
出
版
、
二
〇
一
〇
年
〕。
な
お
、

本
書
で
の
歴
史
意
識
を
地
域
社
会
に
お
け
る
社
会
的
諸
関
係
の
な
か
で
と
ら
え
て
い
く
姿
勢

は
、
本
稿
で
も
意
識
は
し
た
も
の
の
、『
新
編
会
津
風
土
記
』
の
み
に
対
象
を
と
ど
め
た
た
め

に
、
充
分
に
い
か
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

（
（
）　

こ
う
し
た
白
井
、
岩
橋
の
研
究
を
受
け
継
ぎ
、
地
域
の
な
か
の
知
的
な
活
動
を
書
物
も
視
野

に
入
れ
て
検
討
し
た
作
業
と
し
て
工
藤
航
平
『
近
世
蔵
書
文
化
論
―
地
域
〈
知
〉
の
形
成
と
社

会
―
』〔
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
七
年
〕
が
あ
る
。

（
（
）　

真
島
望
『
近
世
の
地
誌
と
文
芸
―
書
誌
、
原
拠
、
作
者
―
』〔
二
〇
二
一
年
、
汲
古
書
院
〕。

（
（
）　

柳
田
國
男
『
郷
土
史
論
』〔
一
九
二
二
年
、
現
在
は
『
柳
田
國
男
全
集
（
第
三
巻
）』、

一
九
九
七
年
、
筑
摩
書
房
〕
に
収
録
。

（
（
）　

こ
う
し
た
近
世
史
に
お
け
る
歴
史
意
識
研
究
と
民
俗
学
に
お
け
る
伝
説
研
究
と
の
架
橋
を
試

み
た
も
の
と
し
て
『
国
文
学
―
解
釈
と
鑑
賞
―
』
七
〇
巻
一
〇
号
〔
二
〇
〇
五
年
〕
の
特
集
「
創

造
さ
れ
る
伝
説
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
（
）　

以
上
は
、
庄
司
吉
之
助
「
解
説
」〔『
福
島
県
史
（（
民
俗
編
（
』、
一
九
六
七
年
〕
お
よ
び
丸

井
佳
寿
子
「
解
題
」〔『
新
編
会
津
風
土
記
（
第
一
巻
）』、
歴
史
春
秋
社
、
二
〇
〇
〇
年
〕
に
よ

る
。

（
（0
）　

田
崎
公
司
「『
新
編 

会
津
風
土
記
』
と
由
緒
―
大
槻
太
郎
左
衛
門
の
乱
を
事
例
に
―
」〔『
大

阪
商
業
大
学
論
集
』
一
五
巻
一
号
、
二
〇
一
九
年
〕。

（
（（
）　

平
山
敏
治
郎「
耳
ふ
さ
ぎ
史
料
」〔
井
之
口
章
次
編『
葬
送
墓
制
研
究
集
成（
二
）葬
送
儀
礼
』、

名
著
出
版
、
一
九
七
九
年
、
一
九
六
―
二
一
三
頁
〕
お
よ
び
拙
稿
「
耳
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
―
身

体
感
覚
の
民
俗
的
基
礎
―
」〔『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
六
九
集
、
二
〇
一
一

年
、
二
九
一
―
三
〇
二
頁
〕、
二
九
二
―
二
九
四
頁
、
参
照
。

（
（（
）　

そ
う
し
た
資
料
と
し
て
の
扱
い
の
早
い
時
期
の
も
の
と
し
て
は
、
山
口
弥
一
郎
「
会
津
地
方

註
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に
於
け
る
木
地
小
屋
」〔『
民
族
学
研
究
』
五
巻
二
号
、
一
九
三
九
年
、
一
〇
―
二
七
頁
〕
を
挙

げ
る
こ
と
が
で
き
る
。　

（
（（
）　

な
お
、
皆
鶴
の
伝
説
に
つ
い
て
は
佐
藤
優
「
伝
説
の
編
纂
と
皆
鶴
講
―
付
・
会
津
若
松
市
立

会
津
図
書
館
蔵
『
皆
鶴
姫
の
記
』
の
翻
刻
―
」〔『
伝
承
文
学
研
究
』
六
一
号
、
二
〇
一
二
年
、

四
七
―
六
三
頁
〕
が
あ
る
。

（
（（
）　

戦
国
期
か
ら
近
世
初
め
に
か
け
て
の
虚
空
蔵
堂
別
当
の
所
属
に
つ
い
て
は
流
動
的
で
、
な
お

考
究
の
余
地
が
あ
る
。
坂
本
正
仁
先
生
の
御
教
示
に
よ
れ
ば
、
元
亀
元
年
（
一
五
七
〇
）
に
醍

醐
無
量
寿
院
の
尭
雅
が
会
津
若
松
の
観
音
寺
で
住
持
の
龍
誉
に
灌
頂
を
授
け
た
際
に
、
観
音
寺

住
職
が
柳
津
に
お
け
る
法
事
に
出
か
け
て
い
た
こ
と
が
醍
醐
寺
所
蔵
の
尭
雅
の
「
授
与
記
」
に

よ
っ
て
知
ら
れ
る
と
い
う
。
ま
た
高
橋
充
・
阿
部
綾
子
「
寛
永
二
年
醍
醐
寺
僧
の
東
国
下
向
記

（
一
）、（
二
）」〔『
福
島
県
立
博
物
館
紀
要
』
二
八
・
二
九
号
、
二
〇
一
四
～
二
〇
一
五
年
〕
で

は
醍
醐
寺
無
量
寿
院
の
尭
円
の
「
東
行
記
」
寛
永
二
年
七
月
十
六
日
条
に
「
柳
津
別
当
」
ら
六

人
の
真
言
僧
の
見
舞
い
が
指
摘
さ
れ
る
。「
風
土
記
」
の
記
述
は
後
世
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に

注
意
し
た
い
。

（
（（
）　

江
戸
時
代
、
本
城
寺
は
高
野
山
遍
照
光
院
の
法
流
末
寺
で
あ
り
、
新
義
真
言
宗
内
で
田
舎
本

寺
の
寺
格
を
認
め
ら
れ
て
い
た
。
戦
国
時
代
に
は
こ
の
地
域
の
領
主
で
あ
る
山
内
氏
の
祈
願

所
・
祈
禱
寺
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
背
景
に
周
辺
の
真
言
寺
院
を
末
寺
に
置
い
て
支
配
し
て
い

た
。
た
だ
し
、
山
内
氏
の
菩
提
寺
は
松
前
寺
（
曹
洞
宗
）
で
あ
り
、
こ
の
点
は
東
国
の
戦
国
大

名
が
祈
願
所
と
し
て
真
言
宗
寺
院
、
菩
提
所
と
し
て
禅
宗
の
寺
院
を
配
す
る
と
い
う
構
図
が
あ

て
は
ま
る
と
い
え
る
。
後
述
す
る
伊
達
政
宗
の
会
津
侵
攻
に
際
し
て
の
本
城
寺
僧
、
宥
尊
の
行

動
も
そ
う
し
た
檀
越
か
つ
領
主
で
あ
る
山
内
氏
に
対
す
る
責
務
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
点
に
つ
い
て
坂
本
正
仁
先
生
の
御
教
示
を
得
た
こ
と
を
明
記
す
る
。

（
（（
）　

久
野
俊
彦
・
小
池
淳
一
編
『
簠
簋
傳
・
陰
陽
雑
書
抜
書
』〔
岩
田
書
院
、
二
〇
一
〇
年
〕、

九
九
頁
。
な
お
、
天
下
野
が
地
名
だ
と
す
る
と
、
現
在
の
茨
城
県
常
陸
太
田
市
天
下
野
町
に
比

定
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
久
野
俊
彦
氏
の
御
教
示
を
得
た
こ
と
を
明
記

す
る
。

（
（（
）　

久
野
俊
彦
「
南
照
寺
の
来
歴
と
歴
代
法
印
」〔
奥
会
津
博
物
館
編
『
修
験
南
照
寺
聖
教
典
籍

文
書
・
川
島
家
文
書
書
籍
目
録
』、
南
会
津
町
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
八
年
、
一
〇
―
一
八
頁
〕、

一
三
頁
。
な
お
、
藤
田
定
興
「
南
照
寺
の
宗
教
活
動
」〔『
近
世
修
験
道
の
地
域
的
展
開
』、
岩

田
書
院
、
一
九
九
六
年
、
二
五
〇
―
二
七
三
頁
〕、
拙
稿
「
南
照
寺
の
永
禄
七
年
写
『
簠
簋
』

と
そ
の
周
辺
」〔
前
掲
、
奥
会
津
博
物
館
編
『
修
験
南
照
寺
聖
教
典
籍
文
書
・
川
島
家
文
書
書

籍
目
録
』、
三
〇
―
三
四
頁
〕
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
部
）

（
二
〇
二
二
年
一
一
月
二
一
日
受
付
、
二
〇
二
三
年
七
月
一
五
日
審
査
終
了
）
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Tradition and Records of Historical and Cultural Research Centers in Aizu：
Analysis of the “Shinhen Aizu Fudoki（新編会津風土記）”

KOIKE Jun’ichi

This paper uses the “Shinpen Aizu Fudoki” as its material to examine how the history and culture 

of the Aizu region at the beginning of the 19th century was inherited and its content.

Here, it is clear that the religious historical consciousness that has been accumulated in the region 

since ancient times is inherited from shrines and temples, halls, and ancient sites, especially temples, 

and is edited and re-recognized when recorded. The history and culture of the region of Aizu has been 

remembered and updated in a way that is connected to these religious bases.

Specifically, by reconsidering the legend as the acceptance of the origins of Mt. Nikko, its regional 

development, and the establishment and traces of religious believers who migrated abroad, we have 

confirmed the possibility of constructing a broader religious history in the specific region of Aizu. 

Furthermore, by widely confirming and examining the legends of Kukai（空海） and the records 

of the revival of Shingon sect（真言宗） temples, we were able to get closer to the inner workings 

of religious activities and the relationship with the ruling powers of the region. Through the above 

consideration and analysis, we were able to confirm the possibility and effectiveness of constructing 

regional religious history using articles on historical and cultural research centers in early modern 

official geographical journals as a starting point.

Key words: Legend, historical consciousness, Kukai（空海）, Shingon sect（真言宗）, Onmyodo（陰

陽道）


