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は
じ
め
に

　

地
域
に
お
け
る
歴
史
や
文
化
を
考
え
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
神
社
や
寺
院
は
そ
の
存
在
だ
け
で
も
大
き
な
手
が

か
り
と
な
る
。
さ
ら
に
、
寺
社
に
は
長
い
年
月
に
わ
た
っ
て
蓄
積
し
て
き
た
宝
物
や
文
字
資
料
が
集
ま
っ
て
い
る

場
合
も
あ
り
、
寺
社
に
ま
つ
わ
る
伝
承
が
残
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

　

略
縁
起
は
、
寺
社
や
そ
の
宝
物
、
遺
跡
な
ど
に
関
す
る
簡
略
な
文
字
資
料
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
前
近
代
に
お

け
る
宗
教
や
信
仰
、
歴
史
に
関
す
る
貴
重
な
情
報
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
、
そ
う
し
た
略
縁
起
の
資
料
性

を
探
っ
て
い
く
み
ち
び
き
と
な
る
よ
う
、
い
く
つ
か
の
視
点
か
ら
、
そ
の
特
徴
や
特
色
を
紹
介
し
、
利
用
の
可
能

性
を
広
げ
よ
う
と
す
る
意
図
の
も
と
に
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

本
書
を
糸
口
に
、
略
縁
起
と
い
う
資
料
群
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
か
ら
活
用
し
て
い

た
だ
け
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
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Ⅰ　
略
縁
起
へ
の
い
ざ
な
い

Ⅰ

−

１　
略
縁
起
と
は

　

私
た
ち
が
奈
良
・
京
都
の
観
光
で
寺
社
を
訪
れ
て
拝
観
料
を
納
め
る
と
、
寺
社
の
案
内
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
授
か

る
こ
と
が
多
い
。
修
学
旅
行
や
バ
ス
で
の
巡
拝
旅
行
の
よ
う
に
一
度
の
旅
行
で
い
く
つ
も
の
寺
社
を
訪
れ
る
と
、

案
内
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
た
ま
っ
て
い
く
。
こ
れ
ら
は
消
耗
品
で
は
あ
る
が
、
得
が
た
い
記
念
品
で
も
あ
る
の
で
、

京
都
・
奈
良
な
ど
と
方
面
別
に
袋
に
入
れ
た
り
、
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
や
製
本
し
た
り
し
て
保
存
し
て
お
く
人
も
多
い
。

い
く
つ
か
集
ま
る
と
、
さ
ら
に
多
く
の
寺
社
の
も
の
も
得
た
い
と
思
い
、
寺
社
を
訪
れ
て
は
必
ず
こ
れ
を
求
め
て

収
集
す
る
人
も
い
る
。
江
戸
時
代
の
略
縁
起
と
は
、
こ
う
い
っ
た
現
在
の
寺
社
案
内
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
こ
と
で
あ

り
、
寺
社
が
刊
行
し
た
一
枚
も
の
や
、
数
丁
綴
じ
の
う
す
い
冊
子
の
刷
り
物
で
あ
る
。

　

江
戸
時
代
に
も
、
や
は
り
こ
れ
を
求
め
て
収
集
し
、
整
理
し
て
保
存
し
て
お
く
と
い
う
収
集
家
が
少
な
か
ら
ず

い
た
。
収
集
家
は
、
略
縁
起
を
十
数
冊
ず
つ
綴
じ
て
「
略
縁
起
集
」
と
し
て
保
存
し
た
。
収
集
家
名
が
明
ら
か
な

も
の
で
は
、
江
戸
の
国
学
者
の
黒
川
春
村
（
一
七
九
九
～
一
八
六
七
）・
黒
川
真
頼
（
一
八
二
九
～
一
九
〇
六
）

が
収
集
し
た
略
縁
起
集
が
あ
る
。
師
と
養
嗣
子
の
彼
ら
は
、
諸
国
を
巡
っ
て
一
七
五
種
の
略
縁
起
を
収
集
し
、『
寺

社
縁
起
集
』
と
題
し
て
二
十
一
冊
に
合
冊
し
た
（
日
本
大
学
総
合
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
蔵
黒
川
文
庫
所
収
）。
こ

う
し
て
集
め
ら
れ
た
略
縁
起
は
、
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
も
の
で
三
千
点
以
上
あ
り
、
今
後
の
調
査
と
目
録
化
の

作
業
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
多
く
の
略
縁
起
の
存
在
が
知
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
江
戸
時
代
に
い
か
に
多
く
の
寺
社
で
略
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略縁起への招待
久野　俊彦・小池　淳一

縁
起
が
板
行
さ
れ
、
大
量
に
頒
布
さ
れ
て
い
た
か
が
わ
か
る
。

　

明
治
時
代
以
降
も
略
縁
起
は
活
字
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
、
近
世
の
略
縁
起
と
と
も
に
集
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

あ
る
。
現
在
の
寺
社
案
内
書
に
も
略
縁
起
と
称
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
中
に
は
江
戸
時
代
の
略
縁
起
を
翻
刻
し

た
り
現
代
語
訳
し
た
り
し
て
刊
行
し
た
も
の
も
あ
る
。
江
戸
時
代
の
略
縁
起
の
伝
統
は
、
現
在
の
寺
社
案
内
書
に

引
き
継
が
れ
て
い
る
。	

（
久
野
俊
彦
）	
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Ⅰ

−

２　
略
縁
起
の
諸
相

　

略
縁
起
は
、
寺
社
の
縁
起
の
要
点
を
簡
略
に
紹
介
す
る
ほ
か
、
関
連
す
る
行
事
や
宝
物
な
ど
の
解
説
が
加
え
ら

れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
寺
社
の
仏
像
や
宝
物
を
公
開
す
る
開
帳
な
ど
と
連
動
し
て
製
作
さ
れ
る
場
合
も
少
な
く

な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
形
態
は
一
枚
刷
り
の
も
の
か
ら
数
丁
の
冊
子
状
の
も
の
な
ど
形
式
は
さ
ま
ざ
ま
で

あ
る
が
、
総
じ
て
簡
便
な
よ
そ
お
い
で
、
読
み
捨
て
ら
れ
る
場
合
も
少
な
く
な
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　

略
縁
起
は
、
江
戸
時
代
の
人
び
と
の
過
去
に
対
す
る
考
え
方
（
歴
史
認
識
）
や
神
仏
と
の
つ
な
が
り
（
信
仰
）

を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
素
材
を
提
供
し
て
く
れ
る
面
を
持
っ
て
い
る
。
特
に
広
い
享
受
層
を
想
定
し
、
簡
明
な

表
現
で
寺
社
と
そ
こ
で
祀
ら
れ
て
い
る
神
仏
の
利
益
を
説
き
、
帰
依
を
促
す
内
容
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
そ
の
特

徴
で
あ
る
。
時
に
そ
れ
ら
は
今
日
で
い
う
と
こ
ろ
の
観
光
案
内
の
役
割
を
は
た
す
場
合
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
絵
を
と
も
な
う
も
の
も
あ
り
、
神
仏
や
土
地
の
歴
史
へ
の
イ
メ
ー
ジ
を
ふ
く
ら
ま
せ
る
役
割
も
は
た
し
て
き

た
と
い
え
る
。

　

略
縁
起
を
手
に
入
れ
た
人
び
と
は
、
そ
れ
を
手
か
が
り
に
宗
教
的
な
刺
激
を
受
け
、
現
実
の
生
活
の
な
か
か
ら

信
心
・
信
仰
へ
の
回
路
を
開
い
て
い
っ
た
場
合
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
寺
社
や
祭
神
、
本
尊
を
め
ぐ
る
物
語
に
心

を
お
ど
ら
せ
た
り
、
関
連
す
る
事
績
や
遺
物
を
通
し
て
土
地
に
ね
ざ
し
た
歴
史
へ
の
意
識
を
は
ぐ
く
む
場
合
も

あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
略
縁
起
は
そ
う
し
た
日
常
の
生
活
世
界
と
宗
教
的
な
感
興
、
文
芸
的
な
関
心
、
歴
史
的
な

認
識
と
の
間
を
結
ぶ
メ
デ
ィ
ア
で
も
あ
っ
た
。	

（
小
池
淳
一
）	
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略縁起への招待
久野　俊彦・小池　淳一

「越前南條郡湯尾峠御孫嫡子略縁起」　刊年不詳　国立歴史民俗博物館蔵
　湯尾峠の茶屋で出されていた疱瘡に効く護符の由来を説く略縁起。安
倍晴明と疱瘡神とのかかわりを述べている。左端に護符の墨書がある。

（参考）「新撰呪詛調法記大全」　天保13（1842）年刊　個人蔵
　「疱瘡はやる時のまじない」として「越前国猪尾之峠之茶屋之孫赤子
此符を守りにすべし」とされている。伝聞が重ねられて訛ったものか。
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「福満虚空蔵大菩薩略縁起　完」　天保５（1834）年刊　中野コレクション
　福島県会津の柳津の円蔵寺、虚空蔵菩薩の略縁起。弘法大師が刻んだものと述べら
れている。

「小栗略縁起」　刊年不詳（近代）　中野コレクション
　相模藤沢の長照院が刊行した略縁起。冒頭に境内の木版の絵図を掲げるが、本文は
活字である。近世の略縁起が近代になっても広く迎えられたことがうかがえる。



11

略縁起への招待
久野　俊彦・小池　淳一

「信州筑摩郡木曽上松駅寝覚浦島太郎略縁起」　嘉永元（1848）年刊　中野コレクション
　信州木曽の臨川寺が刊行した略縁起。寝覚の床と結びついた浦島伝説を記している。
「安政二卯年四月七日見物求之」と記されており、入手の経緯がわかる。

姥捨山縁記　刊年不詳　中野コレクション
　信州姥捨山の略縁起。表紙に上掲の「浦島太郎略
縁起」と同筆で「安政二卯年四月十日見物求之」と
記され、おそらく同一人物が信州の旅の途次に入手
したものと思われる。
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Ⅰ

−

３　
昔
話
・
伝
説
と
略
縁
起
―
「
肉
附
面
」
を
中
心
に

　

略
縁
起
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
社
や
そ
れ
ら
が
存
在
す
る
地
域
の
伝
説
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
。

ま
た
、
略
縁
起
と
な
っ
た
こ
と
で
、
土
地
毎
の
説
話
が
広
く
全
国
各
地
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
こ
と
が

あ
っ
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
略
縁
起
と
い
う
文
字
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
る
こ
と
で
、
ひ
と
つ
の
地
域
の
説
話
が

広
範
な
伝
承
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。

　

こ
こ
で
は
越
前
国
吉
崎
（
現
在
、
福
井
県
あ
わ
ら
市
）
の
寺
院
の
略
縁
起
を
と
り
あ
げ
て
み
た
い
。
こ
の
地
域

の
複
数
の
寺
院
に
は
鬼
の
面
が
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、そ
れ
に
ま
つ
わ
る
「
肉
附
面
」
の
説
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
。

嫁
姑
の
確
執
を
中
心
と
し
た
説
話
が
、
真
宗
の
教
え
と
結
び
つ
き
、
近
世
に
は
略
縁
起
と
な
っ
た
こ
と
で
全
国
に

知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

数
多
く
の
よ
く
似
た
内
容
の
略
縁
起
は
、
寺
院
の
唱
導
の
隆
盛
を
示
す
と
と
も
に
、
こ
の
説
話
が
人
び
と
に
人

気
を
博
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。	

（
小
池
淳
一
）	
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略縁起への招待
久野　俊彦・小池　淳一

「嫁威肉附之面由来」　大正14（1925）年刊、個人蔵
　西念寺の活字版。冒頭に蓮如上人が吉崎に着いた場面の絵を掲げ、真宗との結びつ
きを印象深くしている。また巻末に地図を付して参詣の便も図っている。近代に入っ
ても、「肉附面」の説話が唱導に大きな役割をはたしていたことがうかがえる。

「嫁威肉附之面由来」　刊年不詳　国立歴史民俗博物館蔵
　吉崎の西念寺が刊行した「肉附面」に関する略縁起。表紙には、「蓮如上人御わら
じぬき旧跡」とあり、巻頭に鬼の面の絵が掲げられ、「はめばはめ	くらはゞくらへ 金
剛の	他力の信は	よもやはむまじ」という和歌が記されている。
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「嫁おどし鬼女面略縁起」　刊年不詳　中野コレクション
　同じ「肉附面」の略縁起であるが、こちらは一枚にまとめられている。

「吉崎嫁威面略縁起」　刊年不詳　中野コレクション
　吉崎の願慶寺が刊行した「肉附面」に関する略縁起。巻頭には「春日作」と記し、
恐ろしげな面の絵を掲げる。
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略縁起への招待
久野　俊彦・小池　淳一

「蓮如上人真宗再興之旧跡／真正嫁威肉附面縁起」
　昭和37（1962）年　個人蔵

　願慶寺が慶長16年開版をうたい、昭和37年で、
1900版とする略縁起。同寺の宝物などに関する記
載もあり、観光パンフレットとしての性格も感じ
られる。

「嫁威肉附面略縁起」　刊年不詳　中野コレクション
　吉崎の本光寺が刊行した、ほぼ同内容の「肉附面」に関する略縁起。巻頭の和歌は
「喰まば喰め食らわば食らへ金剛の回向の信はよもや食むまし」とやや異なっている。
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Ⅰ

−

４　
関
東
地
方
の
略
縁
起

　

わ
た
し
た
ち
は
寺
社
に
何
を
求
め
て
参
拝
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
神
や
仏
に
祈
り
を
さ
さ
げ
、
願
い
を
聞
き
届
け

て
も
ら
お
う
と
す
る
一
方
で
、
実
際
に
建
物
を
な
が
め
、
境
内
の
な
か
を
歩
く
こ
と
で
、
そ
こ
に
積
み
重
ね
ら
れ

た
歴
史
や
文
化
を
身
近
に
感
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

略
縁
起
に
は
寺
社
に
ま
つ
わ
る
歴
史
や
説
話
が
わ
か
り
や
す
く
記
さ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
人
び
と
は
、
そ
れ
を

手
が
か
り
に
、
神
仏
を
拝
み
、
土
地
の
歴
史
に
思
い
を
は
せ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
現
代
の
観
光
に
も
つ
な
が
る

も
の
と
い
え
よ
う
。

　

関
東
地
方
に
限
っ
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
由
緒
や
縁
起
を
持
つ
寺
社
が
あ
り
、略
縁
起
が
数
多
く
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
な
か
に
は
あ
ら
た
め
て
縁
起
が
版
行
さ
れ
る
に
至
っ
た
事
情
が
う
か
が
え
る
も
の
も
あ
り
、
寺
社
を

め
ぐ
る
「
歴
史
」
が
再
編
さ
れ
て
い
っ
た
様
相
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。	

（
小
池
淳
一
）	
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略縁起への招待
久野　俊彦・小池　淳一

「成田山略縁起」　文化12（1815）年　中野コレクション
　千葉県成田市の成田山新勝寺の略縁起。巻頭で開基から出版の年に至るまで876年
経っていることを示している。寺社の歴史を身近に感じさせる工夫だろうか。

「上総芝山仁王神霊験録」　嘉永５（1852）年　中野コレクション　
　千葉県芝山町観音経寺の芝山仁王尊の略縁起。挿絵を多く入れて親しみやすく、わ
かりやすい内容となっている。
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「厄除弘法大師略縁記」　刊年不詳　中野コレクション
　東京都足立区の西新井大師の略縁起。天保７（1836）年の「西新井総持寺碑記」（漢
文）と成立年不詳の「厄除弘法大師略縁起」（漢字仮名交じり文）とを合冊している。
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略縁起への招待
久野　俊彦・小池　淳一

「大江戸佃島住吉神社略縁起」天保３（1832）年　国立歴史民俗博物館蔵
　東京佃島の住吉神社の略縁起。刊行される３年前に灰燼に帰した社殿の再建を訴え
る附録がつけられている。

「江都湯嶋天満宮略縁起」
弘化５（1848）年　国立歴史民俗博物館蔵

　東京の湯島天神の略縁起。祭られている菅原道
真の伝記が附録として載せられている。



20

Ⅰ

−

５　
有
名
寺
社
を
め
ぐ
る
略
縁
起
―
金
閣
の
場
合

　

江
戸
時
代
に
は
著
名
な
寺
社
の
由
来
や
宝
物
が
、
略
縁
起
の
か
た
ち
で
広
く
も
て
は
や
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
貴
族
や
武
家
が
創
建
し
た
り
、
再
建
し
て
き
た
寺
社
に
人
び
と
の
関
心

が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
京
都
の
北
山
に
あ
る
鹿
苑
寺
は
、
今
日
、
俗
に
金
閣
と
呼
ば
れ
る
舎
利
殿
が

有
名
で
あ
る
が
、
す
で
に
近
世
に
金
閣
の
略
縁
起
が
出
さ
れ
て
い
て
、
多
く
の
人
び
と
の
興
味
を
集
め
て
い
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
。
観
光
の
名
所
と
し
て
前
近
代
か
ら
の
長
い
伝
統
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

明
治
以
降
に
は
絵
は
が
き
な
ど
も
多
く
作
ら
れ
、
金
閣
や
そ
の
他
の
建
物
と
そ
の
歴
史
的
な
背
景
が
人
び
と
に

と
っ
て
引
き
続
き
魅
力
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
略
縁
起
は
今
日
で
い
う
観
光
と
つ
な
が
る
メ
デ
ィ
ア

と
し
て
も
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。	

（
小
池
淳
一
）	
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略縁起への招待
久野　俊彦・小池　淳一

「山城州葛野郡北山鹿苑禅寺之略記」　弘化３（1846）年刊　国立歴史民俗博物館蔵
　鹿苑寺（金閣）の略縁起。足利義満によって建立された経緯と安置されている諸仏
の由来が記されている。

「北山鹿苑寺金閣之図」　刊年不詳　国立歴史民俗博物館蔵
　金閣を中心に鹿苑寺境内の様子が描かれている。
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絵葉書（金閣寺）　近代　国立歴史民俗博物館蔵
　近代に入っても観光の名所として人気があったことが多くの絵葉書からうかがえる。
　「京都金閣寺（特別保護建造物）	The	Kinkakuji	Kyoto」と説明されている。

絵葉書（金閣寺）　近代　国立歴史民俗博物館蔵
　「京都金閣寺　臨済宗にして鹿苑寺と号す夢窓国師の開基なり当時は足利義満の山
荘にして後寺院となる三層の閣を即ち金閣と云ふ」と説明されている。
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略縁起への招待
久野　俊彦・小池　淳一

Ⅰ

−

６　
略
縁
起
と
信
仰
の
展
開
―
善
光
寺
の
場
合

　

長
野
市
の
善
光
寺
は
、
独
特
の
一
光
三
尊
様
式
の
阿
弥

陀
如
来
を
本
尊
と
す
る
古
代
か
ら
の
寺
院
で
、
庶
民
信
仰

の
舞
台
と
し
て
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。「
善
光
寺
縁
起
」

は
、
遠
く
イ
ン
ド
か
ら
伝
来
し
た
と
さ
れ
る
本
尊
に
ま
つ

わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
的
な
史
実
や
説
話
な
ど
を
集
成
し

た
も
の
で
、
古
代
に
は
す
で
に
そ
の
原
型
が
存
在
し
、
中

世
に
形
を
整
え
、
近
世
に
な
る
と
版
本
や
略
縁
起
と
し
て

ひ
ろ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

善
光
寺
は
変
遷
を
重
ね
た
そ
の
歴
史
と
信
仰
の
ひ
ろ
が

り
か
ら
、
現
在
で
は
全
国
各
地
に
同
じ
名
を
持
つ
寺
院
が

百
以
上
存
在
し
て
い
る
。
長
野
市
の
善
光
寺
ば
か
り
で
な

く
、
各
地
の
善
光
寺
で
も
近
世
期
か
ら
略
縁
起
が
刊
行
さ

れ
て
い
て
、
そ
れ
ら
か
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
に
お
け

る
善
光
寺
信
仰
の
す
が
た
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
小
池
淳
一
）	

「善光寺如来略縁起」　刊年不詳　中野コレクション
　巻末に「善光寺如来縁起平かな絵入」の刊行が記されている。その内容見本のよう
な役割もはたしたものか。
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「信州伊那郡元善光寺如来略縁起」　刊年不詳　中野コレクション
　長野に落ち着くまでの途中で一時鎮座した土地にも善光寺如来を勧請し、寺を建て
たことを述べた略縁起。

「善光寺如来略縁起」　明治12（1879）年刊　中野コレクション
　近代に入って天皇も訪れたことを述べる絵入りの略縁起。
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略縁起への招待
久野　俊彦・小池　淳一

「越後善光寺無量寿仏縁記」　享保13（1728）年刊　中野コレクション
　越後（新潟県）蒲原郡善光寺村に善光寺如来をかたどった仏が安置されたことを述
べる略縁起。善光寺信仰の隆盛と伝播をうかがうことができる。

「川口善光寺如来略縁起」　
弘化２（1845）年刊　中野コレクション
　関東の新善光寺として広く知られた平等山阿弥
陀院善光寺の略縁起。
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◎
コ
ラ
ム　
中
野
猛
略
縁
起
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
◎

　
中
野
猛
氏
（
一
九
三
二
年
生
ま
れ
）
は
東
京
教
育
大
学
大

学
院
を
修
了
し
た
の
ち
、
文
部
省
図
書
館
職
員
養
成
所
を
修

了
し
、
国
立
大
学
の
図
書
館
勤
務
を
経
て
、
都
留
文
科
大
学

文
学
部
に
着
任
、
長
年
同
大
学
で
教
鞭
を
と
っ
た
。
一
九
七

六
年
の
宮
内
庁
書
陵
部
へ
の
内
地
留
学
の
際
に
、
略
縁
起
集

に
出
会
い
、
そ
の
豊
か
な
資
料
性
に
着
目
し
、
調
査
研
究
を

開
始
し
た
。
そ
の
後
、
各
地
の
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る

略
縁
起
類
を
精
力
的
に
調
査
し
、
数
多
く
の
目
録
を
作
成
し

て
、
研
究
の
基
盤
を
固
め
る
作
業
を
長
年
に
わ
た
っ
て
お
こ

な
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
説
話
文
学
研
究
を
中
心
と
し
た
後

進
の
育
成
に
も
尽
力
し
た
。
同
氏
は
そ
う
し
た
研
究
の
過
程

で
略
縁
起
そ
の
も
の
の
収
集
に
も
取
り
組
み
、
総
計
六
百
点

を
超
え
る
大
量
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
作
り
上
げ
る
に
至
っ
た
。

そ
の
概
要
は
『
略
縁
起
集
成
』
一
〜
六
（
勉
誠
社
）
で
う
か

が
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
一
部
は
久
野
俊
彦
氏
の
協
力
の

も
と
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
で
、
二
〇
一
八
年
四
月
か
ら

一
〇
月
に
か
け
て
行
わ
れ
た
「
お
化
け
暦
と
略
縁
起
―
生
活

の
な
か
の
文
字
文
化
―
」
で
展
示
さ
れ
た
。	

（
小
池
淳
一
）	

「下野国高田山一光三尊仏縁起」　刊年不詳　中野コレクション
　真宗寺院として著名な専修寺に善光寺様式の一光三尊仏が祀られていることを説く
略縁起。
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略縁起への招待
久野　俊彦・小池　淳一

Ⅰ

−

７　
旅
と
略
縁
起
―
米
沢
藩
士
の
伊
勢
み
や
げ

　

寺
社
参
詣
で
略
縁
起
手
に
入
れ
て
故
郷
に
持
ち
帰
っ
た
こ
と
が
具
体
的
に
わ
か
る
資
料
が
、
米
沢
藩
士
だ
っ
た

吉
田
家
に
伝
わ
る
略
縁
起
で
あ
る
。
米
沢
藩
御
馬
廻
役
の
吉
田
綱
富
（
一
七
五
六
～
一
八
四
九
）
の
息
子
、
吉
田

丈
助
（
一
七
八
八
～
一
八
六
三
）
は
、
藩
に
伊
勢
参
宮
を
願
い
出
て
、
文
政
三
年
二
月
一
日
に
五
人
で
出
か
け
た
。

同
行
し
た
の
は
吉
田
丈
助
（
三
十
三
歳
）・
佐
藤
孫
次
（
三
十
二
歳
）・
長
谷
川
与
惣
次
（
二
十
四
歳
）・
野
本
美

保
蔵
（
二
十
四
歳
）・
坂
根
秀
蔵
（
二
十
二
歳
）
の
五
人
の
藩
士
で
あ
っ
た
（
吉
田
綱
富
『
綱
富
一
代
記
』
米
沢

市
立
図
書
館
蔵
）。
伊
勢
参
宮
の
後
は
奈
良
・
京
都
の
寺
社
め
ぐ
り
を
し
て
、
三
月
に
米
沢
に
戻
っ
た
。
吉
田
丈

助
が
み
や
げ
と
し
て
持
ち
帰
っ
た
略
縁
起
を
見
て
み
よ
う
。

　

大
和
国
の
多
武
峰
権
現
（
現
在
、
奈
良
県
桜
井
市
談
山
神
社
）
の
『
多
武
峰
山
略
縁
記
』（
一
枚
刷
り
）
に
は
、

「
文
政
三
年
二
月
廿
九
日
多
峰
於　

吉
田
丈
助
」
と
書
き
込
み
が
あ
る
。
奈
良
（
平
城
京
）
の
寺
社
名
所
案
内
記

で
あ
る
『
改
正
絵
入　

南
都
名
所
記
』（
二
十
丁
冊
子
〈
四
十
ペ
ー
ジ
〉
文
化
二
年
刊
）
に
は
、「
文
政
三
年
中
伊

勢
参
宮
之
節
求
之　

吉
田
丈
助
」と
書
き
込
み
が
あ
る
。『
東
山　

西
山　

京
名
所
独
案
内
』（
四
丁
冊
子
、
刊
本
）

に
は
、「
文
政
三
年
中　

伊
世
（
勢
）
参
宮
之
節
求
之　

吉
田
丈
助
」
と
書
き
込
み
が
あ
る
。
ま
た
、
中
山
道
の

沿
道
に
あ
り
源
義
朝
伝
説
を
説
く
美
濃
国
青
墓
宿
円
願
寺（
現
在
、
岐
阜
県
大
垣
市
青
墓
、
円
願
寺
跡
よ
し
竹
庵
）

の
『
略
縁
起　

并　

古
跡
由
来
』
三
丁
冊
子
、
刊
本
）
に
は
、「
皆
様
の
御
ら
ん
の
為
に
求
め
け
り
、
恥
し
な
か

ら
御
ら
ん
く
だ
さ
れ
、
文
政
三
ヶ
年
三
月
伊
勢
参
宮
之
節
求
之
、
吉
田
丈
助
」「
文
政
三
年
三
月　

吉
田
丈
助
」

と
あ
る
。
さ
ら
に
、
東
海
道
に
近
い
江
の
島
（
現
在
、
神
奈
川
県
藤
沢
市
）
の
名
所
図
の
『
江
之
島
金
亀
山
三
宮
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細
見
之
図
』（
一
枚
刷
り
）
に
は
、「
文
政
三
年
中　

伊
勢
参
宮

之
節
求
之　

吉
田
丈
助
」
と
書
き
込
み
が
あ
る
。
伊
勢
へ
の
往

路
と
復
路
を
中
山
道
と
東
海
道
の
ど
ち
ら
か
に
通
り
分
け
た
ら

し
い
。

　

こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
伊
勢
参
宮
の
つ
い
で
に
奈
良
京
都
の
名

所
や
寺
社
を
巡
拝
し
、
そ
の
途
上
の
名
所
に
も
訪
れ
て
名
所
記

や
略
縁
起
を
み
や
げ
と
し
て
求
め
て
持
ち
帰
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
れ
を
米
沢
の
人
び
と
に
見
せ
て
、
旅
の
話
を
し
た
り
回

覧
し
た
り
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
伊
勢
参
宮
は
、
米

沢
の
人
び
と
の
代
わ
り
に
参
詣
し
て
く
る
と
い
う
代
参
で
あ

り
、
相
応
の
餞
別
も
も
ら
っ
た
の
だ
ろ
う
。「
御
ら
ん
の
為
」

の
み
や
げ
と
は
、
そ
う
い
う
人
び
と
に
報
い
て
、
旅
の
楽
し
み

を
分
か
ち
合
う
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。

（
久
野
俊
彦
）	

「略縁起并古跡由来」（美濃国不破郡青墓宿弘醫
山圓願寺版）
個人蔵、吉田家旧蔵資料
　表紙に署名とともに「皆様の御らんの為に求め
けり　恥しなから御らんくだされ　文政三ヶ年三
月伊勢参宮之節求之」と記されている。
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略縁起への招待
久野　俊彦・小池　淳一

「多武峰略縁起」
個人蔵、吉田家旧蔵資料
　端裏に「文政三年二月廿九日多峯於　
吉田丈助」と記されている。
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「東山西山京名所独案内」　
文化年間（1804〜1818）刊
個人蔵、吉田家旧蔵資料
　表紙にちいさく「文化新板」と刷られてあり、
当時の最新の京都のガイドブックであったことが
うかがえる。

「江之島金亀山三宮細見之図」　刊年不詳　個人蔵、吉田家旧蔵資料
　江ノ島の伽藍配置を示すもの。多くの人が手にしたらしく、全体が毛羽立っている。
端裏に文政三年の旅の途次に入手したことが記されている。
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略縁起への招待
久野　俊彦・小池　淳一

Ⅰ

−

８　
略
縁
起
と
地
域
の
歴
史
文
化

　

近
世
の
略
縁
起
は
、
寺
社
に
ま
つ
わ
る
歴
史
を
身
近
に
感
じ
た
い
と
い
う
人
び
と
の
要
望
に
応
え
た
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
略
縁
起
は
過
去
、
す
な
わ
ち
歴
史
へ
と
人
び
と
を
い
ざ
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
略
縁
起
の
刊
行
は
、地
域
に
根
ざ
し
た
伝
説
が
、地
域
を
こ
え
て
広
く
知
ら
れ
る
き
っ
か
け
と
も
な
っ

た
。
こ
こ
で
と
り
あ
げ
た
資
料
は
ち
い
さ
な
も
の
だ
が
、
く
ら
し
の
な
か
の
伝
承
と
文
字
文
化
と
が
互
い
に
補
い

あ
い
、
重
な
り
合
っ
て
展
開
し
て
き
た
こ
と
を
改
め
て
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
。

　

ま
た
特
定
の
寺
社
に
対
す
る
興
味
の
変
遷
や
縁
起
や
由
来
が
出
版
文
化
に
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
た
か
、
と
い

う
側
面
か
ら
の
検
討
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
略
縁
起
と
そ
の
周
辺
の
資
料
は
、
文
化
の
歴
史
や
表
出
の
あ
り
よ
う
に

つ
い
て
考
え
る
手
が
か
り
で
も
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
民
俗
や
伝
承
は
、
こ
の
よ
う
に
生
活
の
な
か
の
文
字
文
化
と
深
く
か
か
わ
り
あ
い
な
が
ら
発
展
し
た

こ
と
も
意
識
す
べ
き
だ
ろ
う
。
文
字
文
化
と
伝
承
・
民
俗
と
の
複
雑
な
関
係
を
解
き
ほ
ぐ
す
、
ち
い
さ
い
が
重
要

な
手
が
か
り
を
こ
こ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。	

（
小
池
淳
一
）	
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Ⅱ　
『
諸
国
縁
起
由
来
記
』（
歴
博
略
縁
起
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）
の
世
界

Ⅱ

−

１　
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
『
諸
国
縁
起
由
来
記
』

　

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
に
は
『
諸
国
縁
起
由
来
記
』
と
題
す
る
一
一
〇
点
の
略
縁
起
（
名
所
図
・
神
仏
図
を
含

む
）
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
あ
る
。
こ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
収
集
家
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
近
代
に
な
っ
て
古
書

店
な
ど
を
経
て
一
括
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
江
戸
時
代
の
木
版
刷
り
物
か
ら
近
代
の
活
字
印
刷
の
も
の
ま
で
あ

る
。
寺
社
の
地
域
は
、
東
北
・
北
陸
・
関
東
・
東
海
・
近
畿
・
中
国
・
四
国
地
方
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
東
国
・

北
陸
と
近
畿
が
多
い
。
近
畿
で
は
、
鹿
苑
寺
金
閣
・
石
山
寺
・
三
井
寺
・
法
隆
寺
・
長
谷
寺
な
ど
よ
く
知
ら
れ
た

寺
院
の
略
縁
起
が
あ
る
。
地
域
別
に
配
列
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

『
諸
国
縁
起
由
来
記
』（
請
求
記
号H

-779　

◎
は
西
国
三
十
三
観
音　

●
は
親
鸞
・
蓮
如
旧
跡　

★
は
合
綴
跡
）

◇
陸
奥

・
奥
州
金
華
山
略
縁
起
（H

-779-06　

刊
本　

黄
金
山
神
社　

一
枚
）

・
奥
州
金
華
山
略
縁
起
（H

-779-20　

刊
本　

黄
金
山
神
社　

一
枚
）

・
陸
奥
名
所
（H

-779-23　

刊
本　

一
枚
）

・
陸
奥
国
八
葉
寺
縁
記
（H

-779-37　

刊
本　

文
政
五
年　

八
葉
寺　

二
丁
一
冊　

縦
折
跡
）

・
奥
州
柳
津
福
満
虚
空
蔵
大
菩
薩
略
縁
起
（H

-779-50　

刊
本　

天
保
五
年　

円
蔵
寺　

六
丁
一
冊　

横
折
跡
）
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・
奥
州
岩
城
御
出
張
御
坊
大
泉
寺
略
縁
起
（H

-779-62-25　

刊
本　

大
泉
寺　

継
紙
一
枚　

現
状
は
二
枚
）

・
抑
斯
御
真
影
ハ
聖
人
関
東
御
経
廻
ノ
砌
南
部
（H

-779-62-26	

〈
本
誓
寺
略
縁
起
〉	

刊
本　

本
誓
寺　

一
枚　

首

題
な
し　

蓮
池
奇
異
の
図
あ
り
）

◇
出
羽

・
羽
州
山
寺
立
石
寺
縁
記
（H

-779-54　

刊
本　

文
化
五
年　

立
石
寺　

八
丁
一
冊　

縦
折
跡　

雁
皮
紙
）

◇
武
蔵

・
亀
戸
神
社
卯
杖
卯
槌
廼
由
来
（H

-779-22　

刊
本　

亀
戸
天
神
社　

一
枚　

首
題
「
卯
杖　

剛
杖　

穀
杖　

卯

槌　

廼
由
来
」）

・
坂
東
報
恩
寺
什
宝
略
記
（H
-779-38　

刊
本　

明
治
期　

報
恩
寺　

七
丁
一
冊　

二
十
四
輩
第
一
番　

縦
折

跡　

●
）

・
武
州
東
運
寺
鉦
冠
薬
師
瑠
璃
光
如
来
略
縁
起
（H

-779-40　

刊
本　

安
政
五
年　

東
運
寺　

十
一
丁
一
冊　

縦
折
跡
）

・
武
州
幸
手
風
変
不
動
堂
再
建
立
勧
進
帳
（H

-779-61　

刊
本　

東
大
寺
役
院　

七
丁
一
冊　

外
題
「
西
行
法
師

旧
跡　

風
変
不
動
堂
再
建
立
勧
進
帳
」
西
行
法
師
見
返
り
の
松
の
図
あ
り
）

・
不
動
岡
村
不
動
明
王
略
縁
起
（H

-779-59　

刊
本　

総
願
寺　

五
丁
一
冊　

識
語
「
明
治
二
十
年
第
四
月　

武

蔵
国
南
埼
玉
郡
青
毛
村　

大
越
兵
右
衛
門
所
持
」）

・
頭
痛
消
滅
枕
守
来
由
記
（H

-779-62-07　

刊
本　

元
治
二
年　

本
松
寺　

江
戸　

三
丁
一
冊　

刻
記
「
元
治
二

乙
丑
年
五
月
八
日
よ
り
日
数
三
十
日
之
間
自
坊
ニ
お
ゐ
て
開
帳
仕
候
間
御
参
詣
可
被
下
候
以
上
」）
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・
大
江
戸
佃
島
住
吉
神
社
略
縁
起
（H

-779-62-08　

刊
本　

天
保
三
年　

住
吉
神
社　

三
丁
一
冊
）

◇
常
陸

・
常
陸
国
新
治
郡
板
敷
山
正
行
寺
祖
師
上
人
大
蛇
済
度
縁
起
（H
-779-52　

刊
本　

正
行
寺　

六
丁
一
冊　

縦
折

跡　

●
）

◇
下
総

・
正
泉
寺
女
人
成
仏
血
盆
経
縁
起
（H

-779-24　

刊
本　

天
保
九
年　

正
泉
寺　

七
丁
一
冊
）

・
下
総
国
飯
沼
大
生
寺
御
神
酒
天
神
他
略
縁
起
（H

-779-51　

刊
本　

大
生
寺　

五
丁
一
冊　

★
）

・
下
総
国
関
宿
中
戸
村
常
敬
寺
縁
記
略
（H

-779-42　

刊
本　

常
敬
寺　

一
枚　

★　

●
）

・
下
総
国
葛
飾
郡
上
花
輪
村
長
命
寺
聖
徳
太
子
略
縁
起
（H

-779-49　

刊
本　

長
命
寺　

二
十
四
輩
第
七
番　

五

丁
一
冊　

★　

●
）

◇
相
模

・
万
福
寺
蔵
板
義
経
腰
越
状
（H

-779-27　

刊
本　

文
政
三
年　

瑠
璃
峯
満
福
寺　

六
丁
一
冊
）

・
相
州
藤
沢
小
栗
略
縁
起
（H

-779-60　

刊
本　

清
浄
光
寺
長
生
院　

七
丁
一
冊　

識
語
「
干
時
明
治
廿
年
一
月

再
絨　

武
蔵
国
南
埼
玉
郡
青
毛
村　

三
十
三
番
地
居
住　

大
越
兵
右
ヱ
門
求
之
」）

◇
越
後

・
越
後
国
蒲
原
郡
如
意
山
乙
宝
寺
略
縁
起
（H

-779-55　

刊
本　

乙
宝
寺　

四
丁
一
冊
）

・
乙
山
略
縁
起
（H

-779-62-12　

刊
本　

乙
宝
寺　

三
丁
一
冊
）

・
越
後
二
十
九
番
蒲
原
二
十
七
番
聖
籠
山
観
世
音
略
縁
起
（H

-779-62-10　

刊
本　

安
政
二
年　

観
音
寺　

二
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丁　

現
状
は
二
紙
）

・
越
後
の
国
五
智
如
来
御
利
生
（H

-779-62-28　

印
刷　

国
分
寺　

一
枚　

青
刷
り　

奇
瑞
の
図
あ
り
）

・
越
後
国
占
志
浦
野
積
邑
海
雲
山
岩
坂
弘
智
法
印
傳
記
（H
-779-62-29　

刊
本　

天
保
六
年　

西
生
寺　

一
枚　

入
定
仏
）

・
越
後
旭
邑
観
世
音
略
縁
記
（H

-779-62-30　

刊
本　

承
応
二
年　

普
談
寺　

観
音
堂　

一
枚
）

・
越
後
国
国
上
山
縁
起
之
略
（H

-779-62-32　

刊
本　

国
上
寺　

一
枚
）

・
畠
山
六
郎
殿
略
記
（H

-779-H
-779-62-37　

刊
本　

五
社
大
権
現
〈
蒲
原
神
社
〉　

一
枚
）

・
越
後
高
田
御
坊
性
宗
寺
略
縁
記
（H
-779-15　

刊
本　

性
宗
寺　

一
枚　

●
）

・
越
後
国
蒲
原
郡
田
上
邑
了
玄
寺
繋
榧
略
縁
記
（H

-779-16　

刊
本　

了
玄
寺　

一
枚　

●
、
繋
ぎ
榧
霊
跡
）

・
越
後
国
蒲
原
郡
酒
屋
町
西
養
寺
所
領
田
上
村
繋
榧
略
縁
記
（H

-779-62-21　

刊
本　

了
玄
寺　

一
枚　

●
、
繋

ぎ
榧
霊
跡
）

・
親
鸞
上
人
繋
榧
御
旧
跡
（
図
）（H

-779-62-27　

刊
本　

了
玄
寺　

一
枚　

榧
樹
図
あ
り　

●
、
繋
ぎ
榧
霊
跡
）

・
越
後
外
浜
村
飛
龍
山
大
雲
寺
略
縁
起
（H

-779-41　

刊
本　

大
雲
寺　

一
枚　

★　

●
）

・
越
後
国
頸
城
郡
扇
谷
渋
々
宿
略
縁
起
（H

-779-48　

刊
本　

六
丁　

六
丁
一
冊　

★　

●
）

・
祖
師
聖
人
御
杖
倒
枝
竹
略
縁
記
（H

-779-62-18　

刊
本　

浄
光
寺　

一
枚　

●
、
逆
さ
竹
霊
跡
）

・
越
後
国
頸
城
郡　

小
丸
山　

親
鸞
聖
人
御
旧
跡
并
名
号
略
縁
記
（H

-779-62-20　

印
刷　

国
府
別
院　

越
後　

一
枚　

青
イ
ン
ク　

●
）

・
越
後
国
蒲
原
郡
北
山
邑
渡
邉
院
誓
岸
寺
略
縁
記
（H

-779-62-23　

刊
本　

誓
岸
寺　

一
枚　

●
）
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・
伊
夜
日
子
霊
宝
親
鸞
聖
人
御
木
像
縁
起
（H

-779-62-24　

刊
本　

弥
彦
神
社　

一
枚　

文
中
に
明
和
二
年
と
あ

り　

●
）

・
越
後
州
蒲
原
郡
保
田
の
郷
孝
順
寺
霊
宝
旧
跡
略
縁
起
（H
-779-62-31　

刊
本　

孝
順
寺　

一
枚　

●
、
三
度
栗

霊
跡
）

・
焼
鮒
旧
跡
略
縁
起
（H

-779-62-34　

刊
本　

山
王
大
権
現
〈
山
王
神
社
〉　

一
枚　

●
、
焼
き
鮒
霊
跡
）

・
聖
人
御
自
作
木
像
略
縁
記
（H

-779-62-36　

刊
本　

五
智
竹
之
内　

一
枚　

●
）

・
祖
師
聖
人
鏡
御
影
乃
由
来
（H

-779-62-38　

刊
本　

称
慶
寺　

一
枚　

●
）

・
御
宝
物
縁
起
（H

-779-62-41　

刊
本　

蒲
原
郡
上
黒
瀬
村　

円
山
名
左
衛
門　

一
枚　

●
）

・
越
後
高
田
仏
光
寺
御
房　

聖
人
草
庵
御
影
（H

-779-62-

附　

刊
本　

仏
光
寺
御
房　

一
枚　

親
鸞
聖
人
配
所
の

御
影
図
あ
り　

●
）

◇
越
前

・
越
前
南
條
郡
湯
尾
峠
御
孫
嫡
子
略
縁
起
（H

-779-62-14　

刊
本　

孫
嫡
子
神
社　

一
枚　

疱
瘡
除
け
札
が
墨
書

さ
れ
て
い
る
「
湯
尾
峠
茶
屋
孫
杓
子
　

ミ
ル
ヤ
」）

・
蓮
如
筆
講
中
宛
御
文
（H

-779-30　

刊
本　

明
治
十
二
年
識
語　

吉
崎
御
房　

三
丁
一
冊　

●
）

・
越
前
国
敦
賀
郡
山
中
光
伝
寺
三
方
正
面
弥
陀
尊
影
縁
記
（H

-779-36　

刊
本　

元
和
二
年　

光
伝
寺　

首
題
「
有

乳
山
什
物　

三
方
正
面
阿
弥
陀
尊
影
縁
記
」　

二
丁
一
冊　

★　

●
）

・
嫁
威
肉
附
之
面
由
来
（H

-779-62-06　

刊
本　

西
念
寺　

四
丁
一
冊　

●
）

◇
信
濃
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・
善
光
寺
如
来
略
縁
起
（H

-779-28　

刊
本　

安
政
七
年　

善
光
寺　

七
丁
一
冊
）

・
刈
萱
堂
往
生
寺
略
縁
起
（H

-779-62-11　

刊
本　

往
生
寺　

四
丁
一
冊　

縦
折
跡　

明
治
版
か
）

・
御
嶽
神
社
縁
起
略
記
（H

-779-62-46　

刊
本　

小
谷
分
喜
編
輯　

明
治
十
五
年　

御
岳
神
社　

十
六
丁
一
冊　

木
曽
御
嶽
山
之
図
あ
り　

色
刷
り
）

・
親
鸞
聖
人
御
染
筆
笹
子
御
名
号
縁
起
（H

-779-09　

刊
本　

善
光
寺
堂
照
坊　

一
枚　

●
）

・
祖
師
聖
人
御
真
筆
九
字
御
名
号
略
縁
起
（H
-779-62-39　

刊
本　

平
出
村
彦
坂
藤
兵
衛　

一
枚　

●
）

◇
遠
江

・
遠
州
小
夜
中
山
化
鳥
刃
之
雉
子
退
治
之
由
来
（H

-779-34　

刊
本　

明
治
十
五
年　

久
延
寺　

二
丁
一
冊　

縦

折
跡
）

・
遠
州
小
夜
中
山
無
間
之
鐘
之
由
来
（H

-779-35　

刊
本　

明
治
十
五
年　

久
延
寺　

二
丁
一
冊　

縦
折
跡
）

・
遠
州
小
夜
中
山
夜
啼
之
石
敵
討
之
由
来
（H

-779-36　

刊
本　

久
延
寺　

二
丁
一
冊　

縦
折
跡
）

・
星
祭
縁
起
（H

-779-62-47　

刊
本　

応
賀
寺　

三
丁
一
冊　

仮
綴　

縦
折
跡
）

◇
三
河

・
東
観
音
寺
縁
起
（H

-779-26　

刊
本　

東
観
音
寺　

十
三
丁
一
冊　

茶
色
表
紙
後
補
）

◇
加
賀

・
倶
利
迦
羅
大
龍
不
動
明
王
略
縁
起
（H

-779-62-09　

刊
本　

長
楽
寺　

三
丁
一
冊
）

・
吉
田
西
町
大
聖
寺
役
行
者
一
千
百
五
十
年
御
遠
忌
（H

-779-62-16　

刊
本　

大
聖
寺　

一
枚
）

◇
美
濃
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・
長
嶺
村
講
中
写
御
庚
申
縁
記
（H

-779-44　

写
本　

文
化
六
年　

長
嶺
村
講
中　

二
十
一
丁
一
冊　

青
色
表

紙　

識
語
「
榎
本
蓬
廬
（
花
押
）」）

・
青
墓
宿
古
跡
之
由
来
（H

-779-62-33　

刊
本　

青
墓
宿　

一
枚
）

◇
近
江

・
石
山
寺
由
来
略
縁
起
（H

-779-07　

刊
本　

石
山
寺　

一
枚　

◎
西
国
三
十
三
観
音
）

・
三
井
寺
鐘
由
来
（H

-779-13　

刊
本　

園
城
寺　

一
枚　

◎
西
国
三
十
三
観
音
）

・
近
江
国
唐
崎
一
ツ
松
之
図
（H

-779-02　

刊
本　

文
政
十
一
年　

一
枚
）

・
日
吉
神
社
摂
社
唐
崎
社
霊
松
略
縁
起
（H

-779-19　

刊
本　

明
治
期　

日
吉
神
社　

一
枚
）

・
錦
織
寺
御
門
跡
略
縁
起
（H

-779-47　

刊
本　

七
丁　

錦
織
寺　

近
江　

七
丁
一
冊　

★　

●
）

◇
山
城

・
鹿
苑
禅
寺
之
略
記
（H
-779-11　

刊
本　

鹿
苑
寺
〈
金
閣
〉　

一
枚　

文
中
に
弘
化
三
年
と
あ
り
）

・
黒
谷
紫
雲
石
略
縁
起
（H

-779-21　

刊
本　

西
雲
院　

一
枚
）

・
黒
谷
紫
雲
石
略
縁
記
（H

-779-62-40　

刊
本　

西
雲
院　

一
枚
）

・
清
涼
寺
釈
迦
如
来
栴
檀
端
像
記
（H

-779-29　

刊
本　

清
涼
寺　

二
十
五
丁
一
冊
）

・
山
城
月
輪
寺
略
縁
起
（H

-779-39　

刊
本　

月
輪
寺　
　

四
丁
一
冊　

縦
折
跡
）

・
京
紫
野
大
徳
寺
三
天
合
形
大
黒
尊
縁
記
（H

-779-57　

刊
本　

明
治
八
年　

大
徳
寺　

一
枚
）

・
泣
不
動
明
王
略
縁
起
（H

-779-62-01　

版
本　

清
浄
華
院　

一
枚　

命
替
泣
不
動
尊
御
影
図
あ
り
）

・
熊
谷
蓮
生
法
師
略
縁
起
（H

-779-62-35　

刊
本　

黒
谷
熊
谷
堂　

一
枚
）
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・
山
科
郷
蓮
如
上
人
御
旧
跡
略
縁
起
（H

-779-45　

刊
本　

山
科
別
院　
　

三
丁
一
冊　

★　

●
）

・
北
山
御
坊
略
縁
起
（H

-779-62-13　

刊
本　

北
山
御
坊　

一
枚　

●
）

・
略
縁
起
（H

-779-62-43　

刊
本　

親
鸞
聖
人
植
髪
尊
像
の
由
来　

華
頂
山
御
堂　

一
枚　

●
）

◇
丹
後

・
丹
後
喜
禮
渡
文
殊
天
橋
立
略
縁
起
（H

-779-62-17　

版
本　

智
恩
寺　

一
枚
）

◇
大
和

・
大
和
国
長
谷
寺
縁
起
（H

-779-53　

刊
本　

文
化
十
四
年　

長
谷
寺　

十
五
丁
一
冊　

明
治
版
イ
ン
ク　

◎
西

国
三
十
三
観
音
）

・
多
武
峯
略
縁
起
（H

-779-05　

刊
本　

多
武
峰
権
現
〈
談
山
神
社
〉　

一
枚
）

・
吉
野
山
子
守
宮
略
縁
起
（H
-779-08　

刊
本　

子
守
宮
〈
吉
野
水
分
神
社
〉　

一
枚
）

・
法
隆
寺
略
御
縁
由
（H
-779-25　

刊
本　

天
保
十
三
年　

法
隆
寺　

十
一
丁
一
冊
）

・
改
正
絵
入
南
都
名
所
記
（H

-779-31　

刊
本　

万
延
二
年　

二
十
一
丁
一
冊
）

・
当
麻
寺
奥
院
蔵
板
圓
光
大
師
行
状
和
讃
附
奥
院
略
縁
記
（H

-779-43　

刊
本　

外
題
「
円
光
大
師
行
状
和
讃　

附
奥
院
略
縁
起
」　

文
化
九
年　

当
麻
寺　

十
二
丁
一
冊　

縦
折
跡
）

・
菅
原
天
満
宮
略
由
（H

-779-62-05　

刊
本　

伏
見
堂
喜
光
院　

一
枚
）

◇
河
内

・
勅
修
円
光
大
師
御
傳
御
法
語
の
中
ふ
（H

-779-62-15　

刊
本　

運
潮
寺　

一
枚
）

◇
摂
津
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・
摂
州
須
磨
寺
霊
宝
附
（H

-779-17　

刊
本　

嘉
永
三
年　

須
磨
寺　

細
長
一
枚
）

◇
紀
伊

・
西
国
第
二
番
札
所
紀
三
井
寺
略
縁
起
（H

-779-01　

刊
本　

紀
三
井
寺　

一
枚　

◎
西
国
三
十
三
観
音
）

・
紀
州
日
高
郡
道
成
寺
御
建
立
略
縁
起
（H

-779-04　

刊
本　

道
成
寺　

一
枚
）

・
和
歌
浦
名
所
記
（H

-779-18　

刊
本　

和
歌
浦　

紀
伊　

一
枚
）

・
紀
州
九
度
山
邑
伽
羅
陀
山
善
名
稱
院
地
蔵
尊
略
縁
起
（H

-779-62-45　

刊
本　

文
化
七
年　

善
名
称
院　

紀

伊　

一
枚　

境
内
図
あ
り
）

◇
播
磨

・
尾
上
の
か
ね
由
来
（H

-779-10　

刊
本　

尾
上
神
社　

一
枚
）

・
高
砂
相
生
松
略
記
（H

-779-12　

刊
本　

高
砂
社　

一
枚
）

・
相
生
高
砂
社
霊
松
之
図
（H

-779-14　

刊
本　

高
砂
社　

一
枚
）

・
高
砂
社
相
生
霊
松
之
図
（H

-779-62-02　

刊
本　

高
砂
社　

一
枚　

霊
松
の
図
あ
り　

識
語
「
慶
應
二
丙
寅

□　

三
日
見
物
重
□（
国
）」）

・
高
砂
社
相
生
松
略
記
（H

-779-62-03　

刊
本　

高
砂
社　

一
枚　

識
語
「
慶
応
二
丙
寅　

菊
之
三
日
見
物
重

国
」）

・
光
明
真
言
袖
鏡
（H

-779-33　

刊
本　

天
保
十
一
年　

深
志
野
村
良
教　

六
丁
一
冊　

縦
折
跡　

識
語
「
旧
宮

脇
村
本
主　

平
石
長
兵
衛
」）

・
播
磨
国
石
宝
殿
略
記
（H

-779-62-44　

刊
本　

生
石
社　

一
枚
）
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◇
伊
勢

・
勢
州
津
国
府
阿
弥
陀
如
来
略
縁
記
（H

-779-56　

大
宝
院　

六
丁
一
冊
）

・
地
蔵
菩
薩
之
化
身
円
戒
国
師
安
心
法
語
円
戒
國
師
安
之
法
語
（H

-779-62-19　

写
本　

一
枚
）

・
西
国
三
十
三
ヶ
所
順
禮
の
由
来
（H

-779-62-22　

活
字
印
刷　

恵
音
院　
　

一
枚
）

・
当
山
御
本
尊
の
由
来
（H

-779-62-42　

刊
本　

千
福
寺　

一
枚
）

◇
讃
岐

・
讃
岐
国
海
岸
寺
護
摩
堂
再
興
募
縁
起
（H
-779-32　

活
字
印
刷　

外
題
「
護
摩
堂
再
募
縁
疏
」　

明
治
十
四

年　

海
岸
寺　

六
丁
一
冊
）

◇
土
佐

・
西
国
三
十
三
所
霊
場
順
禮
中
興
開
山
花
山
院
御
廟
所
由
来
（H

-779-62-04　

刊
本　

安
政
五
年　

千
光
院　

花

山
院
廟　

花
山
神
社　

一
枚　

里
程
が
記
さ
れ
て
い
る
）

◇
出
雲

・
日
御
碕
大
神
宮
龍
蛇
神
徳
略
記
（H

-779-03　

刊
本　

後
欠　

日
御
碕
神
社　

一
枚
）

◇
周
防

・
周
州
峨
眉
山
普
賢
菩
薩
縁
起
略
記
（H

-779-58　

刊
本　

普
賢
寺　

三
丁
一
冊　

縦
横
折
跡
）

　

こ
れ
ら
の
略
縁
起
を
具
体
例
に
し
な
が
ら
、
略
縁
起
の
成
り
立
ち
と
そ
の
諸
相
を
見
て
い
こ
う
。
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Ⅱ

−

２　
寺
社
参
詣
と
名
所
記

　

寺
社
の
縁
起
は
寺
社
の
成
り
立
ち
や
霊
験
の
証
し
を
記
し
た
も
の
で
、
寺
社
の
信
仰
を
支
え
る
大
切
な
書
物
で

あ
る
。
初
期
の
寺
社
縁
起
は
、
平
安
時
代
の
「
伽
藍
縁
起
并
流
紀
資
財
帳
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
寺
院
縁
起
と
宝
物

目
録
を
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
や
が
て
縁
起
は
寺
社
の
物
語
と
な
っ
て
ゆ
き
、
物
語
絵
巻
と
融
合
し
て
絵
画
化

さ
れ
、
縁
起
絵
が
成
立
し
た
。
中
世
に
は
多
く
の
寺
社
の
縁
起
絵
が
製
作
さ
れ
て
寺
社
に
所
蔵
さ
れ
た
。
中
世
の

縁
起
絵
は
、
能
筆
家
に
よ
る
染
筆
と
豪
華
な
彩
色
を
と
も
な
っ
た
絵
巻
で
あ
り
、
宝
物
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
。

こ
れ
が
本
縁
起
や
広
縁
起
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
民
衆
が
本
縁
起
を
間
近
に
す
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
っ
た
。
西
国
や
坂
東
の
三
十
三
所
観
音
霊
場
巡
り

は
、中
世
に
は
民
衆
の
間
で
も
盛
ん
に
な
っ
た
が
、参
詣
す
る
民
衆
に
む
け
て
縁
起
が
頒
布
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
中
世
に
は
、
縁
起
が
説
き
語
ら
れ
た
が
、
民
衆
が
入
手
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

近
世
に
至
り
、
交
通
路
や
宿
駅
が
整
備
さ
れ
る
と
、
寺
社
参
詣
が
い
っ
そ
う
盛
ん
に
な
っ
た
。
寺
社
参
詣
を
最

も
盛
ん
に
し
た
の
は
巡
礼
・
巡
拝
で
あ
る
。
本
尊
巡
礼
で
は
西
国
三
十
三
観
音
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
◎
印

略
縁
起
）・
坂
東
三
十
三
観
音
・
秩
父
三
十
四
観
音
の
巡
礼
や
都
市
で
の
六
地
蔵
巡
り
、
聖
蹟
巡
礼
で
は
弘
法
大

師
の
四
国
八
十
八
箇
所
遍
路
、
親
鸞
聖
人
の
弟
子
二
十
四
輩
の
寺
院
、
法
然
上
人
の
遺
跡
二
十
五
箇
所
、
日
蓮
聖

人
の
霊
跡
寺
院
や
洛
内
法
華
二
十
一
本
山
や
江
戸
十
大
祖
師
巡
り
な
ど
の
巡
拝
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
伊
勢
参
宮
で

は
、
そ
こ
に
至
る
街
道
沿
い
の
寺
社
が
巡
拝
さ
れ
た
。
巡
拝
を
受
け
る
寺
社
で
は
、
参
詣
者
に
向
け
て
、
本
縁
起

を
簡
略
に
書
き
直
し
た
略
縁
起
を
刊
行
し
た
。
現
存
す
る
略
縁
起
で
は
、
四
国
遍
路
寺
院
の
略
縁
起
は
ま
れ
で
あ
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る
が
、
法
然
・
親
鸞
・
日
蓮
の
霊
跡
寺
院
の
略
縁
起
は
多
い
。
と
く
に
浄
土
真
宗
や
日
蓮
宗
の
寺
院
で
は
、
宗
祖

へ
の
信
仰
の
高
揚
に
よ
っ
て
、
小
さ
な
寺
院
で
も
略
縁
起
が
作
成
さ
れ
た
。

　

寺
社
参
詣
の
た
め
、
明
暦
四
年
（
一
六
五
六
）
の
『
京
童
』
を
は
じ
め
と
し
て
十
七
世
紀
中
期
か
ら
十
八
世
紀

初
期
に
は
、
京
都
・
奈
良
・
大
坂
・
江
戸
そ
の
他
各
地
で
名
所
記
が
刊
行
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
名
所
た
る
ゆ
え
ん

と
し
て
、
寺
社
の
縁
起
が
略
述
さ
れ
た
。
名
所
に
神
秘
性
を
認
め
て
霊
場
と
す
る
に
は
、
そ
の
縁
起
物
語
や
霊
験

説
話
が
必
要
だ
っ
た
。
出
版
の
時
代
と
な
っ
た
近
世
初
期
に
名
所
記
が
出
版
さ
れ
、
名
所
・
寺
社
を
参
詣
す
る
旅

人
が
現
わ
れ
、
寺
社
縁
起
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
。

Ⅱ

−

３　
一
枚
刷
り
の
名
所
記
と
略
縁
起

　

近
世
の
初
期
に
は
、『
京
雀
』
の
よ
う
な
冊
子
の
名
所
記
の
ほ
か
に
、
一
枚
刷
り
の
名
所
記
が
あ
っ
た
。
こ
れ

は
現
在
で
も
駅
や
案
内
所
で
配
布
さ
れ
て
い
る
観
光
案
内
図
に
相
当
す
る
。
寛
文
十
一
年
（
一
六
七
二
）『
鞍
馬

寺
道
之
名
所
』（
奈
良
県
生
駒
郡
斑
鳩
町
『
大
方
家
蔵
縁
起
類
』
所
収
）
は
、
一
枚
刷
り
の
名
所
記
で
あ
る
。
十

七
世
紀
後
半
か
ら
は
名
所
記
の
時
代
と
い
え
る
ほ
ど
、
各
地
で
名
所
記
が
出
版
さ
れ
て
た
。
名
所
記
を
手
に
し
た

民
衆
は
、
遠
い
昔
か
ら
幾
星
霜
を
経
て
今
日
に
伝
わ
っ
た
と
説
く
寺
社
の
縁
起
物
語
に
ふ
れ
て
、
寺
社
へ
の
憧
れ

と
信
仰
を
い
だ
き
、
寺
社
参
詣
に
く
り
出
し
て
い
っ
た
。

　

一
枚
刷
り
の
名
所
記
が
流
行
し
た
十
七
世
紀
後
半
に
は
、
寺
社
で
は
一
枚
刷
り
の
略
縁
起
が
出
さ
れ
た
。
年
代

の
明
ら
か
な
一
枚
刷
り
の
略
縁
起
と
し
て
、『
和
州
山
辺
郡
多
田　

来
迎
寺
善
導
大
師
広
縁
起
の
抜
書
』（
延
宝
八
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年
〈
一
六
八
〇
〉
刊　

一
枚　

『
大
方
家
蔵
縁
起
類
』
所
収
）
を
と
り
あ
げ
る
。
広
縁
起
と
は
長
文
の
縁
起
で
、

そ
の
抜
き
書
き
は
短
文
の
略
縁
起
で
あ
る
。
こ
の
『
広
縁
起
の
抜
書
』
は
、
来
迎
寺
の
宝
物
縁
起
で
あ
り
、
宝
物

を
開
帳
し
た
時
に
出
さ
れ
た
も
の
ら
し
い
。
開
帳
で
は
、
宝
物
を
前
に
し
て
、
半
紙
一
枚
に
記
し
た
短
い
「
読
み

縁
起
」
を
僧
が
読
み
上
げ
て
宝
物
の
解
説
を
お
こ
な
っ
た
。『
広
縁
起
の
抜
書
』
は
読
み
縁
起
の
体
裁
と
な
っ
て

い
る
。
広
縁
起
は
、
聖
教
と
し
て
寺
院
に
秘
蔵
さ
れ
て
、
あ
ま
り
披
見
を
許
さ
れ
な
い
巻
子
本
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
抜
書
き
と
し
て
縮
小
化
さ
れ
、
刷
り
物
と
し
て
大
量
に
出
版
さ
れ
た
略
縁
起
は
、
民
衆
に
広
く
頒
布
さ
れ
て

読
ま
れ
た
。
霊
像
と
の
結
縁
の
た
め
に
頒
布
さ
れ
た
御
影
札
は
、
霊
像
の
縮
小
版
で
あ
り
、
民
衆
が
自
家
に
持
ち

帰
っ
て
霊
像
と
同
様
の
霊
力
を
得
た
。
略
縁
起
も
同
様
で
あ
り
、
寺
院
で
説
か
れ
た
霊
験
説
話
を
自
家
に
持
ち

帰
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
一
枚
刷
り
の
略
縁
起
は
、
本
縁
起
を
も
と
と
し
て
、
読
み
縁
起
や
名
所
記
と
の
か
か
わ
り
か
ら

発
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
や
が
て
長
文
化
し
て
ゆ
く
と
、
綴
じ
物
（
仮
綴
）
の
冊
子
の
形
態
の
略
縁
起
と

な
っ
て
ゆ
く
。

Ⅱ

−
４　
開
帳
と
略
縁
起

　

開
帳
と
は
、
神
仏
が
安
置
さ
れ
て
い
る
厨
子
の
扉
を
ふ
だ
ん
は
閉
め
て
拝
観
で
き
な
い
神
仏
を
、
何
年
か
に
一

度
、
扉
を
開
い
て
拝
観
さ
せ
、
神
仏
と
民
衆
と
の
縁
を
結
ば
せ
る
祭
り
行
事
で
あ
る
。
近
世
の
開
帳
の
早
い
例
は
、

江
戸
で
は
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
に
浅
草
寺
で
、
京
都
で
は
元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
）
大
通
寺
で
の
例
が
あ
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る
。
江
戸
で
は
幕
末
ま
で
に
約
一
五
〇
〇
回
の
開
帳
が
行

わ
れ
た
。
開
帳
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
十
八
世
紀
か
ら
十
九

世
紀
前
半
は
、
略
縁
起
の
盛
行
期
で
も
あ
っ
た
。
開
帳
と

縁
起
と
の
関
係
は
密
接
で
あ
り
、
開
帳
を
契
機
と
し
て
、

本
縁
起
を
平
易
化
し
、
振
り
仮
名
や
絵
を
入
れ
て
読
み
や

す
く
し
た
略
縁
起
が
作
ら
れ
、
刷
ら
れ
て
大
量
生
産
さ
れ

た
。
開
帳
に
際
し
て
頒
布
さ
れ
た
略
縁
起
に
は
、
そ
れ
を

示
す
刻
記
が
あ
り
、
現
存
す
る
略
縁
起
の
大
半
は
開
帳
の

た
め
の
略
縁
起
で
あ
っ
た
。

　

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵『
諸
国
縁
起
由
来
記
』の『
頭

痛
消
滅
枕
守
来
由
記
』（H
-779-62-07
）
は
、
江
戸
牛
込

高
田
の
本
松
寺
の
日
蓮
聖
人
像
を
開
帳
し
た
時
に
刷
り
出

さ
れ
た
も
の
で
、
ほ
う
ろ
く
加
持
に
よ
る
頭
痛
消
滅
の
お

守
り
の
由
来
で
あ
る
。
表
紙
に
は
「
元
治
二
乙
丑
年
五
月

八
日
よ
り
、
日
数
三
十
日
之
間
、
自
坊
ニ
お
ゐ
て
開
帳
仕

候
間
、
御
参
詣
可
被
下
候
、
以
上
」
と
い
う
開
帳
広
告
が

あ
り
、
元
治
二
年
（
一
八
六
五
）
に
本
松
寺
に
お
け
る
居

開
帳
で
出
さ
れ
た
略
縁
起
で
あ
っ
た
。
そ
の
冒
頭
は
「
抑

『頭痛消滅枕守来由記』（国立歴
史民俗博物館蔵）の表紙

『頭痛消滅枕守来由記』（国立歴
史民俗博物館蔵）の刊記
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当
山
に
安
置
し
奉
る
願
満
高
祖
大
士
と
称
し
奉
る
由
来
は
」
で
始
ま
り
、
日
蓮
聖
人
（
高
祖
大
士
）
像
が
頭
痛
を

治
し
て
く
れ
る
由
来
を
説
き
、
末
尾
は
「
頭
痛
平
愈
の
た
め
員
数
一
万
符
を
限
り
と
し
て
、
頭
痛
あ
ら
ん
方
々
え

授
与
せ
し
む
る
処
也
、
消
滅
す
る
事
疑
あ
る
へ
か
ら
す
」
と
結
ば
れ
て
い
る
。
開
帳
場
で
は
簡
潔
な
縁
起
・
由
来

の
口
演
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
れ
を
読
み
物
と
し
て
文
字
化
し
た
も
の
が
略
縁
起
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
む
と
、
開
帳

場
で
の
説
教
が
よ
み
が
え
っ
て
く
る
。

Ⅱ

−

５　
霊
跡
寺
院
と
略
縁
起

　

民
衆
は
神
仏
か
ら
利
益
を
う
け
る
た
め
に
霊
場
で
あ
る
寺
社
に
参
詣
す
る
。
霊
場
と
は
神
仏
や
高
僧
に
よ
っ
て

霊
験
が
現
さ
れ
た
聖
地
で
あ
り
、
そ
の
著
し
さ
は
霊
験
説
話
に
よ
っ
て
説
か
れ
、
そ
れ
を
証
拠
づ
け
る
さ
ま
ざ
ま

な
霊
跡
や
霊
宝
が
事
物
（
モ
ノ
）
と
し
て
示
さ
れ
た
。
近
世
に
民
衆
の
霊
場
参
詣
が
盛
ん
に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で

霊
場
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
寺
社
で
も
、
信
仰
を
広
め
て
参
詣
者
を
獲
得
し
収
入
を
得
る
た
め
に
、
そ
こ
が
霊
場

で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
由
来
と
し
て
の
物
語
を
作
り
だ
し
、
霊
宝
と
し
て
の
モ
ノ
を
用
意
し
て
い
っ
た
。
そ
の

由
来
物
語
が
略
縁
起
で
あ
り
、
物
語
の
催
し
場
が
開
帳
で
あ
っ
た
。
中
に
は
由
来
の
あ
や
し
い
開
帳
も
少
な
く
な

か
っ
た
。

　

江
戸
に
お
け
る
宗
派
別
の
開
帳
で
最
も
多
い
の
は
日
蓮
宗
で
、
日
蓮
の
生
涯
や
法
難
に
関
わ
る
霊
跡
寺
院
の
出

開
帳
が
多
く
、
祖
師
像（
木
造
日
蓮
像
）が
開
帳
本
尊
と
さ
れ
た
。
祖
師
信
仰
と
は
、
神
秘
に
満
ち
た
生
涯
で
あ
っ

た
日
蓮
の
像
を
祀
り
、
日
蓮
の
霊
性
に
よ
っ
て
現
世
利
益
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
す
る
信
仰
で
あ
る
。
開
帳
さ
れ
た
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祖
師
像
の
略
縁
起
は
、
日
蓮
の
神
秘
性
が
眼
前
の
祖
師
像
に
及
ん
で
い
る
こ
と
を
説
き
、
祖
師
像
の
霊
験
と
利
益

を
語
っ
て
い
る
。
日
蓮
が
自
ら
刻
み
開
眼
し
た
と
い
う
自
刻
自
開
眼
像
や
、
高
弟
の
六
老
僧
が
日
蓮
に
面
拝
し
て

刻
ん
だ
と
す
る
祖
師
像
は
、
日
蓮
の
霊
性
を
直
に
伝
え
る
霊
像
と
さ
れ
た
。
前
述
の
『
頭
痛
消
滅
枕
守
来
由
記
』

（
本
松
寺
）
は
祖
師
像
の
略
縁
起
で
あ
る
。
祖
師
像
は
、
厄
除
祖
師
・
旅
立
祖
師
・
開
運
の
祖
師
・
延
寿
の
祖
師
・

子
安
の
祖
師
・
満
願
の
祖
師
な
ど
と
い
う
現
世
利
益
の
別
称
が
祖
師
像
に
冠
さ
れ
て
、
霊
力
が
説
か
れ
た
。

「越後国蒲原郡酒屋町西養寺所領田上村繋榧略縁記」
（国立歴史民俗博物館蔵）

「親鸞聖人繋榧御旧跡」
（国立歴史民俗博物館蔵）
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霊
跡
巡
拝
が
盛
ん
な
の
は
浄
土
真
宗
で
あ
る
。
親
鸞
や
蓮
如
の
霊
跡
寺
院
や
親
鸞
の
弟
子
で
あ
る
二
十
四
輩
の

寺
院
を
巡
拝
し
た
。
親
鸞
は
配
流
さ
れ
た
越
後
を
は
じ
め
と
し
て
、
下
野
・
常
陸
な
ど
旅
し
て
布
教
し
た
た
め
東

国
に
霊
跡
寺
院
が
多
い
。
蓮
如
が
旅
し
て
布
教
し
た
北
陸
・
近
江
に
蓮
如
の
遺
跡
寺
院
が
あ
る
。

　

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
が
所
蔵
す
る
『
諸
国
縁
起
由
来
記
』
に
は
、
親
鸞
・
蓮
如
の
霊
跡
・
旧
跡
と
す
る
二
十

九
箇
寺
社
の
略
縁
起
が
あ
る
（
●
印　

常
陸
・
下
総
・
信
濃
・
越
後
・
越
前
・
近
江
・
山
城
）。
越
後
の
親
鸞
関

係
の　

箇
寺
社
の
略
縁
起
の
中
に
は
、
親
鸞
霊
跡
の
越
後
七
不
思
議
と
さ
れ
る
、
逆
さ
竹
・
焼
き
鮒
・
八
房
梅
・

数
珠
掛
け
桜
・
三
度
栗
・
繋
ぎ
榧
・
片
葉
の
葦
の
う
ち
の
四
つ
が
含
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
繋
ぎ
榧
霊
跡
は
、

『
越
後
国
蒲
原
郡
田
上
邑
了
玄
寺
繋
榧
略
縁
記
』（
了
玄
寺
）・『
越
後
国
蒲
原
郡
酒
屋
町
西
養
寺
所
領
田
上
村
繋

榧
略
縁
記
（
了
玄
寺
）・『
親
鸞
上
人
繋
榧
御
旧
跡
（
図
）』（
了
玄
寺
）、
逆
さ
竹
霊
跡
は
、『
祖
師
聖
人
御
杖
倒
枝

竹
略
縁
記
（
浄
光
寺
）、
三
度
栗
霊
跡
は
『
越
後
州
蒲
原
郡
保
田
の
郷
孝
順
寺
霊
宝
旧
跡
略
縁
起
（
孝
順
寺
）、
焼

き
鮒
霊
跡
は
『
焼
鮒
旧
跡
略
縁
起
』（
山
王
大
権
現
）
で
あ
る
。

Ⅱ

−

６　
略
縁
起
の
刊
行
意
図

　

寺
社
側
で
は
、
略
縁
起
の
板
行
と
頒
布
に
ど
の
よ
う
な
意
図
を
も
た
せ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
国
立
歴
史
民
俗

博
物
館
蔵
『
諸
国
縁
起
由
来
記
』
の
『
法
隆
寺
略
御
縁
由
』（
天
保
十
三
年
）
に
は
、「
此
一
冊
は
、
三
国
無
双
の

霊
宝
名
数
聊
い
さ
さ
かを

書
顕
わ
し
、
拝
見
の
諸
人
、
見
仏
聞
法
の
利
益
を
得
せ
し
む
た
め
な
り
」
と
あ
り
、
開
帳
さ
れ
た

霊
仏
と
の
結
縁
の
利
益
を
得
る
た
め
に
略
縁
起
を
頒
布
し
た
と
す
る
。略
縁
起
は
本
尊
と
同
体
で
、略
縁
起
に
よ
っ



49

略縁起への招待
久野　俊彦・小池　淳一

て
参
詣
と
同
じ
功
徳
を
授
か
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

参
詣
者
は
、
旅
先
で
略
縁
起
を
授
か
る
と
、
折
り
た
た
ん

で
持
ち
帰
っ
た
ら
し
く
、
縦
横
の
折
跡
が
付
け
ら
れ
て
い
る

も
の
が
多
い
。
略
縁
起
は
御
影
や
御
守
と
同
様
に
扱
わ
れ
、

家
の
仏
壇
や
神
棚
に
収
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
略
縁
起
に
は
振

り
仮
名
や
挿
画
が
加
え
ら
れ
て
読
み
易
く
さ
れ
て
い
た
の

で
、
土
産
話
と
し
て
読
み
聞
か
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
略
縁

起
は
近
世
と
い
う
出
版
の
時
代
の
文
学
と
関
わ
り
な
が
ら
、

大
量
に
刷
り
頒
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
な
り
広
く
読

ま
れ
、
民
衆
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
。
ま
た
、
寺
社
参

詣
を
好
ん
だ
識
者
は
、
手
許
に
集
ま
っ
た
「
略
縁
起
」
を
合

冊
し
、「
縁
起
集
」
と
し
て
保
存
し
た
。
ま
さ
に
略
縁
起
は
、

民
衆
を
神
仏
に
結
縁
さ
せ
て
広
く
諸
人
に
知
ら
し
め
、
利
益

と
な
ら
し
め
た
刷
り
物
で
あ
る
。

『法隆寺略御縁由』（国立歴史民俗博物館蔵）の巻末 『法隆寺略御縁由』（国立歴史
民俗博物館蔵）の巻頭
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Ⅱ

−

７　
流
動
す
る
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
略
縁
起

　

略
縁
起
が
本
縁
起
を
縮
小
し
た
だ
け
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
価
値
は
あ
ま
り
高
く
な
い
。
し
か
し
、
寺
社
へ
の

信
仰
を
広
め
参
詣
者
を
獲
得
す
る
の
を
目
的
に
し
て
、
新
た
に
霊
験
を
強
調
し
て
書
か
れ
た
説
話
で
あ
る
の
が
略

縁
起
で
あ
る
。
略
縁
起
は
、
時
代
や
社
会
の
変
化
に
応
じ
て
ゆ
く
寺
社
縁
起
の
流
動
態
で
あ
り
、
物
語
に
よ
っ
て

信
仰
に
み
ち
び
く
唱
導
文
学
が
略
縁
起
と
い
う
形
態
で
大
量
生
産
さ
れ
て
、
寺
社
と
民
衆
を
媒
介
す
る
マ
ス
メ

デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
本
縁
起
を
超
え
た
価
値
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
潜
在
し
て
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
寺
社
の

伝
承
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
新
た
に
考
案
さ
れ
た
霊
験
譚
に
は
、
信
仰
の
内
容
と
実
態
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　

略
縁
起
は
、
近
世
の
出
版
時
代
の
文
学
と
同
様
に
、
そ
れ
を
要
求
す
る
人
々
の
手
許
に
運
ば
れ
て
読
ま
れ
た
。

縁
起
を
主
張
す
る
寺
社
と
現
世
利
益
を
要
求
し
て
縁
起
を
受
け
入
れ
た
民
衆
と
の
間
に
略
縁
起
が
存
在
す
る
。
そ

の
説
話
が
民
衆
の
間
に
定
着
す
る
と
、
寺
社
伝
説
と
な
っ
て
民
間
に
伝
承
さ
れ
た
。
都
市
で
の
寺
社
伝
説
の
伝
播

に
は
略
縁
起
の
流
布
が
影
響
し
て
い
た
。
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）『
甲
斐
国
志
』、
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）

『
江
戸
名
所
図
会
』、
天
保
十
一
年
『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』
な
ど
の
地
誌
は
、
略
縁
起
に
取
材
し
て
記
述
さ

れ
て
お
り
、
近
世
後
期
の
地
誌
類
の
寺
社
記
事
は
略
縁
起
に
依
拠
す
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。
略
縁
起
は
収
集
さ

れ
て
「
略
縁
起
集
」
と
し
て
綴
じ
て
保
存
さ
れ
た
。
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
『
諸
国
縁
起
由
来
記
』
の
略
縁
起

の
う
ち
、
★
印
を
付
し
た
八
点
は
、
現
在
で
は
単
冊
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
に
は
同
じ
綴
じ
跡
が
あ
り
、
個

別
に
収
集
し
て
合
冊
し
て
「
略
縁
起
集
」
と
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。「
略
縁
起
集
」
は
寺
社
資
料
集
と

し
て
と
て
も
有
益
で
あ
る
。
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略縁起への招待
久野　俊彦・小池　淳一

　

略
縁
起
は
寺
社
の
本
源
と
変
遷
を
語
り
、
現
在
の
民
衆
に
過
去
の
事
蹟
や
霊
験
を
結
び
つ
け
る
と
い
う
近
世
の

人
々
の
歴
史
認
識
で
も
あ
っ
た
。
略
縁
起
の
作
中
で
年
代
・
地
名
・
寺
社
名
・
人
名
等
が
特
定
さ
れ
て
物
語
が
展

開
す
る
と
、い
っ
そ
う
荒
唐
無
稽
さ
が
目
立
つ
た
め
、
近
代
に
は
略
縁
起
を
か
え
り
み
な
く
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、

文
字
資
料
で
あ
り
な
が
ら
歴
史
学
や
古
典
文
学
か
ら
は
遠
ざ
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
近
世
に
お
び
た
だ
し
く
展
開
し
た
略
縁
起
は
、
寺
社
経
営
の
社
会
的
機
能
を
直
接
的
に
担
い
な
が
ら
、

民
衆
の
手
中
に
至
っ
て
受
容
さ
れ
た
縁
起
説
話
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
近
世
に
高
揚
し
た
寺
社
信
仰
の
具
体
的

な
言
説
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
当
時
の
さ
ま
ざ
ま
な
信
仰
対
象
と
そ
の
利
益
を
は
じ
め
、
在
地
の
伝
承
や
伝
説
を

記
し
た
民
間
の
地
誌
資
料
、
伝
説
資
料
、
伝
承
資
料
と
し
て
、
多
く
の
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
さ
ら
に
、
略

縁
起
は
、
中
世
・
近
世
の
由
来
書
・
由
緒
書
・
祭
文
・
偽
文
書
の
類
型
と
し
て
、
民
衆
の
信
仰
観
と
歴
史
認
識
を

知
る
手
が
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
。	

（
久
野
俊
彦
）	
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◇
略
縁
起
に
関
す
る
お
も
な
参
考
文
献

　

矢
代
和
夫
・
宮
本
瑞
夫
・
志
村
有
弘
編
『
略
縁
起
集
』
宮
本
記
念
財
団
、
一
九
九
〇
年

　

中
野
猛
編
『
略
縁
起
集
成
』
一
～
六
、
勉
誠
社
、
一
九
九
五
～
二
〇
〇
二
年

　

中
野
猛
編
『
説
話
と
伝
承
と
略
縁
起
』
新
典
社
、
一
九
九
六
年

　

略
縁
起
研
究
会
編
『
略
縁
起　

資
料
と
研
究
』
１
～
３
、
勉
誠
社
、
一
九
九
六
～
二
〇
〇
一
年

　

簗
瀬
一
雄
編
『
社
寺
縁
起
の
研
究
』
勉
誠
社
、
一
九
九
八
年

　

稲
垣
泰
一
編
『
寺
社
略
縁
起
類
聚
』
Ⅰ
、
勉
誠
社
、
一
九
九
八
年

　

堤
邦
彦
・
徳
田
和
夫
編
『
寺
社
縁
起
の
文
化
学
』
森
話
社
、
二
〇
〇
五
年

　

石
橋
義
秀
・
菊
池
政
和
編
『
近
世
略
縁
起
論
考
』
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
七
年

　

久
野
俊
彦
『
縁
起
と
絵
解
き
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
』
森
話
社
、
二
〇
〇
九
年

　

堤
邦
彦
・
徳
田
和
夫
編
『
遊
楽
と
信
仰
の
文
化
学
』
森
話
社
、
二
〇
一
〇
年

　

中
野
猛
（
山
崎
裕
人
・
久
野
俊
彦
編
）『
略
縁
起
集
の
世
界
―
論
考
と
全
目
録
―
』
森
話
社
、
二
〇
一
二
年

　

久	

野
俊
彦
「
歴
史
の
証
人
『
諸
国
縁
起
由
来
記
』
―
略
縁
起
に
見
る
寺
社
め
ぐ
り
―
」『
歴
博
』
第
二
一
四
号
、

（
財
）
歴
史
民
俗
博
物
館
振
興
会
、
二
〇
一
九
年
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お
わ
り
に

　

本
冊
子
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
第
四
展
示
室
で
開
催
さ
れ
た
特
集
展
示
「
お
化
け
暦
と
略
縁
起
―
く
ら
し

の
な
か
の
文
字
文
化
―
」（
二
〇
一
八
年
四
月
二
四
日
～
一
〇
月
二
八
日
）
の
後
半
部
分
を
そ
の
後
の
調
査
研
究

の
成
果
を
ふ
ま
え
て
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
第
Ⅱ
部
で
は
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
が
所
蔵
し
て
い
る

略
縁
起
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
「
諸
国
縁
起
由
来
記
」
全
体
を
検
討
し
、
略
縁
起
と
い
う
資
料
の
可
能
性
に
つ
い
て
述
べ

て
み
た
。

　

略
縁
起
は
近
世
の
寺
社
が
、そ
の
由
来
や
関
連
す
る
宝
物
類
に
関
す
る
説
話
、
伝
承
を
簡
便
な
か
た
ち
で
記
し
、

印
刷
刊
行
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
地
域
に
お
け
る
歴
史
や
文
化
に
関
す
る
情
報
が
そ
こ
に
は
表

現
さ
れ
て
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
か
ら
の
利
用
が
可
能
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
歴
史
文
化
研
究
の
ア
ク

セ
ス
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
の
略
縁
起
を
、こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
て
き
た
文
学
研
究
の
視
点
に
加
え
て
、
歴
史
や
民
俗
、

宗
教
お
よ
び
信
仰
な
ど
の
研
究
資
料
と
し
て
も
活
用
で
き
る
こ
と
を
述
べ
て
み
た
。本
冊
子
を
通
し
て
略
縁
起
が
、

ち
い
さ
い
な
が
ら
も
歴
史
文
化
研
究
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
優
れ
た
資
料
群
で
あ
る
こ
と
が
御
理
解
い
た
だ
け
る

と
思
う
。

　

ま
た
近
世
に
生
ま
れ
た
略
縁
起
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
が
近
代
に
入
っ
て
少
し
ず
つ
か
た
ち
を
変
え
て
現
在
に
つ
な

が
っ
て
い
る
と
い
う
点
も
、
歴
史
文
化
研
究
拠
点
の
変
遷
の
問
題
と
し
て
、
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

本
書
を
手
に
取
ら
れ
た
方
が
略
縁
起
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
き
、
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
情
報
を
出
発
点
に
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し
て
、
地
域
の
歴
史
や
文
化
を
考
え
て
い
く
作
業
に
参
加
し
て
い
た
だ
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
に
過
ぎ
る
喜
び

は
な
い
。

　

本
書
の
構
想
は
、
特
集
展
示
の
内
容
が
そ
の
終
了
と
と
も
に
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
を
惜
し
ん
で
、
何
か
次
の
ス

テ
ッ
プ
に
引
き
継
げ
る
も
の
を
残
し
た
方
が
い
い
の
で
は
な
い
か
と
大
島
建
彦
先
生
（
東
洋
大
学
名
誉
教
授
）
に

御
提
言
い
た
だ
い
た
こ
と
が
出
発
点
で
あ
っ
た
。
巻
末
な
が
ら
あ
ら
た
め
て
大
島
先
生
の
御
鞭
撻
に
御
礼
申
し
上

げ
た
い
。
あ
わ
せ
て
長
年
の
調
査
研
究
の
成
果
で
あ
る
略
縁
起
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
全
面
的
に
利
用
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
中
野
猛
先
生（
都
留
文
科
大
学
名
誉
教
授
）、吉
田
家
資
料
に
つ
い
て
御
協
力
い
た
だ
い
た
水
野
道
子
氏（
西

郊
民
俗
談
話
会
会
員
）、
調
査
に
際
し
て
細
や
か
で
効
果
的
な
御
助
言
を
く
だ
さ
っ
た
加
藤
紫
識
氏
（
和
洋
女
子

大
学
特
任
教
授
）
に
も
明
記
し
て
、
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

　
　
　

二
〇
一
九
年
二
月
二
八
日
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