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隅
田
荘
真
土
村
ー

森
　
栗
　
茂
　
一

一二三四五

は
じ
め
に

宗
教
集
落
か
ら
関
所
集
落
へ

隅
田
荘
の
な
か
で

膏
薬
と
渡
世
商
い

お

わ
り
に

　
　
　

論

文

要

旨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
つ
ち

　
隅
田
荘
の
東
の
境
界
で
あ
り
、
紀
州
の
東
端
で
あ
る
真
土
は
、
中
世
社
会
の
残
存
を
ど

の

よ
う
に
近
世
や
近
代
に
う
け
つ
い
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゅ
く

　
中
世
の
下
級
僧
侶
で
あ
る
聖
た
ち
が
住
ん
で
い
た
宿
と
、
近
世
の
紀
州
藩
が
設
営
し
た

関
所
集
落
と
は
街
道
が
動
い
て
お
り
、
地
理
的
な
連
続
性
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

近
世
檀
家
制
度
が
、
近
世
「
街
道
」
集
落
の
住
民
に
真
宗
寺
院
を
旦
那
寺
に
強
要
し
た
結

果
、
隅
田
の
村
落
社
会
は
、
神
社
の
祭
礼
な
ど
に
お
い
て
、
真
土
を
芸
能
に
奉
仕
す
る
村

に

し
た
て
て
い
っ
た
。
か
つ
て
、
こ
れ
ら
の
芸
能
は
殿
原
た
ち
が
、
交
替
で
勤
め
て
い
た

も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
の
だ
が
、
近
世
で
は
真
土
だ
け
の
任
務
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
こ
う
し
て
、
真
土
に
対
す
る
不
当
な
ま
な
ざ
し
が
、
近
世
に
成
立
し
た
。

　
も
っ
と
も
、
聖
た
ち
の
伝
え
た
膏
薬
の
技
術
は
、
近
世
の
真
土
の
人
々
に
受
け
継
が
れ

た
。
こ
の
村
の
近
世
的
特
産
品
と
し
て
生
産
さ
れ
、
と
く
に
紀
伊
半
島
の
森
林
開
発
が
す

す
む
な
か
で
、
金
物
行
商
と
の
組
み
合
わ
せ
で
各
地
の
伐
採
従
事
者
に
浸
透
し
て
い
っ
た
。

こ
う
し
て
、
境
界
の
村
は
、
外
の
世
界
と
つ
な
が
る
こ
と
で
、
旧
荘
園
内
部
に
、
広
い
農

地
を
所
有
す
る
ま
で
の
経
済
力
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

境界集落の渡世

227



国立歴史民俗博物館研究報告　第69集（1996）

一　
は
じ
め
に

　
隅
田
荘
の
研
究
は
、
殿
原
な
ど
の
政
治
経
済
の
動
向
を
検
討
す
る
こ
と
が
中
心
で

あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
隅
田
荘
の
周
辺
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
な

お

か

つ
紀
和
国
境
に
置
か
れ
た
人
々
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
寛
元
二
年
（
一
二
四
四
）

の

「
奈
良
坂
・
清
水
坂
両
宿
非
人
抗
争
」
（
『
春
日
神
社
文
書
』
）
に
「
真
土
宿
」
が
出

て

く
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、
十
分
な
記
述
も
な
け
れ
ば
、
そ
の
生
活
史
の
変

遷
を
追
っ
た
研
究
例
も
知
ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
わ
ず
か
な
歴
史
の
事

実
が
曲
解
・
誤
解
さ
れ
、
境
界
の
地
に
住
む
人
々
に
対
す
る
無
理
解
が
少
な
か
ら
ず

現
代
に
ま
で
残
っ
て
い
る
現
実
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
か
か

る
問
題
の
本
質
に
つ
い
て
は
、
も
う
少
し
一
般
論
と
し
て
議
論
す
る
べ
き
で

あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
真
土
村
の
動
向
を
、
伝
承
的
世
界
を
も
と
に
記
述
し
て
み
た

い
と
思
う
。

　

こ
の
と
き
、
明
治
＝
二
年
『
隅
田
村
村
誌
』
（
『
橋
本
市
史
』
中
巻
、
所
収
）
の
真

土
村
の
項
が
も
っ
と
も
有
効
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
も
と
に
役
場
書
記
の
中
井
信
一
氏

（明
治
一
九
年
八
月
一
〇
日
生
）
が
書
き
加
え
た
『
真
土
村
誌
』
（
私
家
版
）
に
は
、

　
　
　
　
　
　
宝
暦
検
地
帳
及
ヒ
　
ト
称
し
来
リ
シ
広
人
通
メ
此
地
ヲ
真
土
ト
云
フ

　
　
上
夙
村

　
　
　
　
　
　
本
村
諸
書
出

と
記
し
て
い
る
。
夙
は
宿
の
こ
と
で
あ
り
、
加
勢
田
荘
下
夙
村
に
対
す
る
上
夙
で
あ

る
。
す
で
に
『
紀
伊
国
名
所
図
絵
』
に
も
「
今
、
上
夙
村
に
岩
坂
と
て
海
道
に
岩
を

敷
る
小
坂
あ
る
を
」
と
あ
る
。

　
そ
の
後
、
信
一
氏
の
子
息
の
中
井
繁
信
氏
に
よ
っ
て
発
刊
さ
れ
た
『
真
土
の
歴
史
』

（平
成
六
年
刊
、
私
家
版
）
は
、
そ
う
し
た
境
界
性
の
記
述
を
控
え
て
、
こ
の
紀
和

境
界
の

風
景
に

万
葉
の

人
々

が

思
い
を
よ
せ
た
和
歌
を
丹
念
に
記
述
し
て
い
る
。
ま

た
、
境
界
の
地
で
あ
る
が
ゆ
え
に
努
力
し
た
池
田
清
助
立
志
伝
や
方
言
・
伝
説
・
僅

謡
な
ど
も
記
述
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
氏
は
『
て
く
こ
ろ
文
庫
　
4
　
万
葉
ゆ
か

り
の
地
を
た
ず
ね
て
1
橋
本
市
内
の
万
葉
歌
碑
ー
』
（
橋
本
市
文
化
財
探
訪
テ
ク
コ
ロ

ジ
ー
実
行
委
員
会
、
平
成
七
年
）
の
発
刊
に
関
わ
っ
て
お
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
中
井
父
子
が
長
年
に
わ
た
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
成
果
を
活
用
し
つ
つ
、

真
土
周
辺
の
伝
承
を
も
と
に
論
を
す
す
め
て
み
た
い
。

二
　
宗
教
集
落
か
ら
関
所
集
落
へ

O
　
宗
教
集
落
と
高
野
山

　
『
紀
伊
続
風
土
記
』
の
「
高
野
山
部
　
禿
法
師
」
に
は
、

　
　
古
老
伝
に
昔
時
大
和
待
乳
峠
に
二
人
あ
り
て
、
弘
法
大
師
行
化
し
、
一
人
に
は

　
　
膏
薬
の

製
法
を
授
け
諸
人
に
此
を
売
り
て
生
涯
を
送
る
べ
し
と
命
給
ひ
け
れ
ば

　
　
今
に
彼
所
に
其
伝
あ
り
て
待
乳
の
膏
薬
を
竃
ぐ
。
一
人
は
高
野
山
に
召
具
給
ひ

　
　
て

金
剛
草
履
を
作
り
て
売
ら
し
め
給
ふ
。
此
党
は
夏
冬
と
な
く
頭
巾
を
着
す
。

と
あ
る
。
頭
巾
を
着
し
た
高
野
山
の
禿
の
な
か
の
里
法
師
が
真
土
に
お
り
、
弘
法
大

師
秘
伝
と
い
う
膏
薬
を
製
造
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

こ
れ
に
し
た
が
っ
て
、
様
々
な
念
仏
の
宗
教
者
が
、
こ
の
紀
和
国
境
に
集
ま
っ
て
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き
た
ら
し
い
。
同
じ
項
に
、

　
　

大
和
の
待
乳
峠
に
住
居
せ
り
。
今
に
由
緒
の
も
の
あ
り
（
略
）
念
仏
の
法
を
授

　
　
給
ひ

て

阿
弥
号
を
も
許
し
給
ふ
。
其
後
日
夜
念
仏
臓
悔
し
て
往
生
を
祈
り
け
る

　
　

に
、
中
頃
明
遍
上
人
て
ふ
念
仏
の
知
識
蓮
華
谷
に
栖
息
し
給
ひ
け
れ
ば
彼
人
の

　
　
法
化
に
浴
し
て
後
に
蓮
華
谷
三
昧
院
の
指
令
に
随
ひ
奉
る
。

と
あ
る
。
こ
の
場
合
、
阿
弥
号
を
持
っ
た
念
仏
修
行
者
が
集
ま
っ
て
い
た
ら
し
い
が
、

そ
の
基
地
か
ら
高
野
山
下
の
蓮
華
谷
に
移
動
し
た
人
々
も
い
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
の

指
導
者
と
し
て
明
遍
上
人
が
い
た
。
彼
は
、
応
保
二
年
（
一
一
六
二
）
、
一
九
歳
に
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
じ
　
り

蓮
華
谷
に

棲
息
し
、
修
繊
堂
を
建
て
念
仏
の
行
を
兼
修
し
た
「
非
事
吏
の
濫
膓
」
で

あ
る
と
い
う
。
善
光
寺
・
四
天
王
寺
で
源
空
に
会
い
、
専
修
念
仏
の
行
者
と
な
り
、

空
阿
と
名
乗
っ
た
と
い
う
。

　
真
土
に

お

け
る
時
宗
念
仏
行
者
の
集
ま
り
は
、

　
　
紀
州
よ
り
大
和
国
に
修
行
せ
し
み
ぎ
り
両
国
の
さ
か
い
真
土
山
に
て
よ
み
侍
る

　
　

き
の
く
に
の
さ
か
い
を
し
る
か
真
土
山
　
よ
し
の
川
と
も
　
こ
れ
よ
り
さ
い
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
他
阿

と
い
う
歌
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
。
他
阿
（
一
二
一
二
七
年
～
一

三
一
九
年
）
は
時
宗
僧
の
歌
人
で
、
一
二
七
七
年
に
一
遍
に
帰
依
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
は
、
渡
辺
広
に
よ
れ
ば
、
中
世
の
真
土
峠
の
周
辺
に
阿
弥
号
を
持
つ
念
仏

聖

た
ち
が
止
宿
し
、
寛
元
二
年
（
一
二
四
四
）
三
月
陳
状
案
（
佐
藤
家
文
書
）
に
大

和
真
土
の

名
が
あ
り
、
真
土
に
近
江
法
師
を
頭
目
と
し
た
集
団
が
お
り
、
本
寺
（
興

福
寺
）
の
支
配
下
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
は
す
べ
て
大
和
の
真
土
山
と
あ
る
が
、
実
際
に
真
土
山
は
大
和
側
に
あ
り
、

大
和
側
の

集
落
、
五
条
市
畑
田
の
待
乳
山
法
憧
院
西
福
寺
（
真
言
宗
）
に
は
約
二
〇

〇
基
の

中
世
石
塔
群
が
あ
る
。
な
か
に
延
徳
二
年
（
一
四
九
〇
）
の
六
斎
念
仏
供
養

碑
や

六
面
地
蔵
石
瞳
が
あ
る
。
西
福
寺
に
は
、
昔
は
高
野
山
か
ら
直
接
、
住
職
が
来

て

お

り
、
寺
山
や
寺
田
が
あ
っ
て
、
住
職
一
人
く
ら
い
は
雇
え
る
く
ら
い
で
あ
っ
た

が
農
地
解
放
で
な
く
な
っ
た
。
今
は
、
無
住
で
あ
る
。

　
畑

田
は
現
在
＝
…
軒
だ
が
「
畑
田
八
軒
」
と
い
っ
て
、
昔
か
ら
竹
村
三
軒
・
平
野

二
軒
・
岡
本
一
軒
・
田
中
一
軒
・
小
池
一
軒
で
あ
る
。
な
か
で
も
、
竹
村
寿
之
家
は
、

代
々
庄
屋
で
檀
家
総
代
で
あ
る
が
、
大
覚
寺
の
立
替
え
に
つ
い
て
寄
付
を
し
た
こ
と

が
書
い
て
あ
る
天
正
の
文
書
が
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
竹
村
家
に
は
大
日
如
来
の
分

骨

と
い
わ
れ
る
箱
（
四
方
に
五
体
の
仏
を
描
く
）
が
祀
っ
て
あ
り
、
宝
暦
の
年
号
が

あ
る
と
い
う
（
未
確
認
）
。

　
こ
う
し
た
聖
の
活
動
の
う
ち
、
紀
州
側
の
動
き
に
つ
い
て
、
『
隅
田
村
村
誌
』
（
『
橋

本
市
史
』
中
巻
、
六
三
二
～
六
三
三
頁
）
は
、

　
　
古
跡
　
多
聞
院
廃
跡
　
　
（
略
）
古
時
釈
空
海
高
野
山
飛
錫
ノ
際
愛
二
休
ヒ
、
懐

　
　
病
ノ
者
ヲ
見
テ
之
ヲ
哀
ミ
一
種
ノ
薬
方
ヲ
教
へ
、
売
薬
ノ
利
ヲ
シ
テ
糊
ロ
ヲ
凌

　
　
カ
シ
ム
、
是
ヲ
世
二
真
土
膏
ト
稽
ス
。

　
　
　
（
略
）
其
陀
諸
患
二
卓
功
ア
ル
妙
法
ナ
リ
、
故
二
世
々
天
刑
病
ノ
者
各
地
ヨ
リ

　
　
此
二
集
参
シ
居
住
セ
シ
ガ
、
明
治
維
新
ノ
頃
よ
り
廃
業
シ
テ
売
薬
ノ
ミ
村
民
二

　
　
伝
へ
残
レ
リ
。

と
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
現
在
の
集
落
の
中
心
部
分
で
あ
る
「
街
道
」
と
よ
ば
れ

る
集
落
（
字
垣
内
）
か
ら
、
か
な
り
南
に
離
れ
た
山
中
の
南
谷
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ

る
。
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彼

ら
が
壊
病
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
こ
と
と
、
ア
カ
ギ
レ
の
膏
薬
を
製
造
す
る
こ

と
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
代
初
頭
に
お
い
て
膏
薬
製
造
の
伝

説
が
、
こ
の
よ
う
に
壊
病
と
伝
承
さ
れ
、
近
世
に
頭
巾
を
着
す
党
と
理
解
さ
れ
て
き

た
の
は
、
ほ
か
で
も
な
い
、
こ
れ
ら
の
念
仏
系
の
聖
の
伝
承
に
対
す
る
不
当
な
見
方

に

よ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
し
か
し
、
そ
う
し
た
宗
教
色
は
、
大
和
側
の
畑
田
村
や
真
土
村
の
は
ず
れ
の
南
谷

に

み

ら
れ
る
の
で
あ
り
、
現
在
の
真
土
の
中
心
で
あ
る
街
道
集
落
に
は
そ
う
し
た
も

の
は

み
あ
た
ら
な
い
。

⇔
　
宗
教
集
落
と
粉
河
寺

　
も
う
一
点
、
真
土
と
宗
教
と
の
関
わ
り
で
い
え
ば
、
粉
河
寺
の
伝
承
も
み
す
ご
す

ご
と
は
で
き
な
い
。

　
　
　
隅
田

町
真
土
戸
立
の

小
越
南
方
に
、
粉
河
田
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
、
約
三

　
　
〇

ア
ー
ル
の
田
地
（
現
在
国
道
二
四
号
線
の
開
通
に
あ
っ
て
反
別
減
少
）
が
あ

　
　
る
。

　
　
　
寛
平
元
年
（
八
八
九
）
秋
の
こ
ろ
だ
と
伝
え
ら
れ
る
。
夜
半
に
こ
の
田
の
稲

　
　
を
刈
り
取
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
、
百
姓
が
こ
れ
を
見
つ
け
て
矢
を
放
っ
た
と

　
　
こ
ろ
ぱ
っ
と
放
つ
不
思
議
な
光
、
驚
い
て
よ
く
見
る
と
一
匹
の
葦
毛
の
馬
で
あ

　
　
る
。
百
姓
は
恐
ろ
し
く
逃
げ
帰
っ
て
、
翌
朝
そ
の
田
に
行
っ
て
み
る
と
馬
の
姿

　
　
も
そ
の
足
跡
も
な
く
、
た
だ
二
・
三
束
の
稲
が
人
が
刈
り
取
っ
た
様
子
で
あ
っ

　
　
た
。
百
姓
た
ち
は
こ
の
不
思
議
な
出
来
事
を
見
守
っ
た
が
、
そ
の
年
に
は
も
う

　

再
び

そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
翌
年
も
、
そ
の

　
　
翌
年

も
三
年
ほ
ど
続
い
た
の
で
、
百
姓
た
ち
は
こ
の
た
た
り
を
恐
れ
て
、
そ
の

　
　

田
地
を
大
和
宇
智
郡
大
鳥
郷
逸
多
院
の
住
職
良
心
に
寄
進
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
良
心
は
事
の
実
否
を
確
か
め
よ
う
と
、
毎
夜
出
か
け
て
そ
の
正
体
を
う
か
が
っ

　
　
た
。

　
　
　

と
こ
ろ
が
あ
る
夜
の
こ
と
、
墨
染
の
衣
を
着
た
小
僧
が
稲
二
束
ば
か
り
を

　
　
担
っ
て
帰
る
様
子
で
あ
っ
た
の
で
、
良
心
は
黙
っ
て
そ
の
あ
と
を
つ
け
て
い
っ

　
　

た
が
、
小
僧
は
ひ
た
む
き
に
西
へ
西
へ
と
進
ん
で
い
っ
こ
う
に
と
ま
ら
な
い
。

　
　
一
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
余
り
も
歩
き
続
け
た
と
こ
ろ
、
彼
の
小
僧
は
粉
河
寺
の
本

　
　
堂
の

内
陣
に
入
っ
た
の
で
、
良
心
は
い
よ
い
よ
驚
い
て
寺
院
に
入
り
、
寺
僧
に

　
　
事
の
次
第
を
告
げ
た
。

　
　
　
寺
僧
も
不
思
議
に
思
い
、
本
堂
内
陣
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
御
帳
の
前
に
、
う

　
　

る
お
い
新
た
な
稲
把
二
束
が
載
せ
ら
れ
て
あ
っ
た
。
良
心
ま
す
ま
す
不
思
議
に

　
　
思
っ
た
の
で
、
こ
こ
に
参
篭
し
て
そ
の
因
縁
を
祈
念
し
た
と
こ
ろ
、
先
の
小
僧

　
　
現
れ

「我

は
大
悲
の
大
将
な
り
。
汝
は
真
言
の
行
者
な
り
。
故
に
形
を
現
わ
し

　
　
て

あ
ら
わ
れ
、
形
を
以
て
示
す
。
国
中
の
人
を
育
む
は
我
な
り
。
我
此
寺
に
住

　
　
し
て
歳
久
し
、
彼
田
は
国
の
一
の
坪
な
り
、
故
に
上
分
を
苅
召
す
。
戸
立
の
稲

　
　
穂
の

珍

し
さ
に
は
非
ず
。
国
中
の
人
民
を
憐
む
が
為
な
り
」
と
い
う
。
良
心
夢

　
　
さ
め
て
感
泣
し
な
が
ら
寺
院
を
退
出
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
（
『
粉
河
寺
縁

　
　
起
』
）
〔
『
橋
本
市
史
』
下
巻
、
六
九
六
頁
所
収
〕

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
明
治
維
新
ま
で
は
、
こ
の
田
か
ら
米
三
升
を
粉

河
寺
へ
寄
進
す
る
慣
例
で
あ
っ
た
と
い
う
。
粉
河
寺
と
真
土
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て

は
、
今
後
の
課
題
と
な
ろ
う
。
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日
　
真
言
宗
か
ら
真
宗
へ

　
真
土
村
の

西
本
願
寺
派
極
楽
寺
の
本
寺
は
紀
州
で
は
な
く
、
な
ぜ
か
大
和
国
蘇
我

光
専
寺
で
あ
る
。
本
堂
の
横
に
、
薬
師
堂
が
あ
り
、
薬
師
を
本
尊
と
し
て
右
に
十
一

面
観
音
、
左
に
毘
沙
門
天
が
祀
っ
て
あ
る
。
こ
の
三
仏
は
、
平
野
・
山
内
、
垂
井
・

真
土
の

境
界
に
あ
る
大
勝
寺
山
大
聖
寺
の
も
の
で
あ
り
、
江
戸
初
期
に
住
職
の
霊
夢

に

あ
ら
わ
れ
て
、
村
人
が
極
楽
寺
境
内
に
下
ろ
し
て
き
て
祀
っ
た
と
い
う
。
『
紀
伊
国

名
所
図
絵
』
に
よ
れ
ば
、
極
楽
寺
の
前
名
は
薬
師
寺
と
い
う
か
ら
、
も
と
も
と
山
寺

と
し
て
の
大
聖
寺
と
里
寺
と
し
て
の
薬
師
寺
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
大
勝
山

の
南
延
長
山
麓
、
真
土
集
落
の
後
ろ
の
山
を
、
人
々
は
薬
師
山
と
呼
ん
で
い
る
。

　
極
楽
寺
境
内
に
は
、
中
世
作
と
お
も
わ
れ
る
一
七
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
宝
筐
印

塔
が
あ
り
、
小
峰
寺
の
宝
筐
印
塔
と
並
ぶ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
大
聖
寺
か
ら
村

人
が
運
ん

で

き
た
の
だ
と
い
う
。
小
峰
寺
と
大
勝
山
は
峰
つ
づ
き
で
あ
る
。

　
問
題
は
、
中
世
の
真
土
に
真
言
的
念
仏
行
者
が
い
た
ら
し
い
の
に
、
な
に
ゆ
え
西

本
願
寺
派
に

な
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
近
世
檀
家
制
度
が
、
人
々
に
そ
れ
を

強
要
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
村
人
の
方
で
は
、
こ
の
薬
師
信
仰
を
捨
て
き
れ
な
か
っ

た

と
み
え
て
、
薬
師
様
を
極
楽
寺
ま
で
運
び
、
山
を
薬
師
山
と
よ
び
な
ら
わ
し
て
き

た
の
で
あ
る
。

四
　
関
所
集
落
へ
の
転
換

　
真
土
で

は
、
「
浅
野
の
殿
さ
ん
が
検
地
を
す
る
と
き
に
、
あ
ま
り
に
も
民
家
が
み
す

ぼ

ら
し
か
っ
た
の
で
十
二
軒
を
修
理
し
て
く
れ
た
」
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
経

過
を
『
真
土
村
誌
』
は

　
　
和
国
街
道
二
縁
テ
列
比
ス
ル
モ
ノ
＝
一
戸
ア
リ
、
浅
野
幸
長
本
国
封
土
以
来
官

　
　
費

ヲ
以
て
ロ
シ
民
家
ヲ
修
理
ス
　
即
チ
今
宿
ノ
原
因
ナ
ラ
ン
カ
　
今
ノ
字
垣
ノ

　
　
内
ニ
ア
リ

と
書
い
て
い
る
。
そ
の
十
二
軒
と
は
、
「
街
道
」
集
落
に
近
代
ま
で
あ
っ
た
日
待
講
の

メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
。
そ
の
家
と
は

　
　
札
場
（
屋
号
）
　
極
楽
寺
前
の
交
差
点
で
、
高
札
場
が
あ
っ
た
。
高
札
場
は
、
境

　
　
　
　
　
　
　

端
を
渡
っ
た
畑
田
側
の
田
の
な
か
に
も
あ
っ
た
ら
し
く
、
「
札

　
　
　
　
　
　
　
　
場
」
と
よ
ば
れ
る
小
さ
な
区
画
の
田
が
あ
っ
た
。

　
　
萬
屋
（
屋
号
）
　
ワ
ラ
ジ
な
ど
旅
の
品
物
を
い
ろ
い
ろ
扱
っ
て
い
た
の
で
こ
の
名

　
　
　
　
　
　
　
　
が
あ
る
と
い
う
。

　
　
餅
屋
（
屋
号
）
　
旅
人
に
餅
を
売
っ
て
い
た
と
い
う
。

　
　
中
屋
（
屋
号
）
　
木
賃
宿
で
あ
っ
た
と
い
う
。

の

ほ
か
に
、
上
野
・
堀
川
・
岩
城
が
各
二
軒
、
松
下
・
池
田
が
各
一
軒
で
あ
る
。
上

野
な
ど
八
軒
に
は
屋
号
が
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
彼
ら
は
「
街
道
」
集
落
を
横
切
る
小

さ
な
溝
よ
り
東
、
字
垣
内
の
内
に
集
ま
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
浄
土
真
宗
西
本
願
寺
派
真
土
山
極
楽
寺
に
は
、
紀
州
徳
川
の
南
龍
公
の
位

牌
が
あ
る
。
な
か
な
か
立
派
な
も
の
で
あ
り
、
藩
と
真
土
村
と
の
特
別
の
関
係
を
思

わ

せ

る
。
ま
た
、
「
街
道
」
集
落
の
南
に
そ
び
え
る
戸
立
山
に
は
、
南
龍
神
社
と
称
す

る
も
の
が
ま
つ
ら
れ
て
い
る
。
同
様
に
、
大
和
領
の
畑
田
の
竹
村
家
で
も
、
紀
州
藩

の

殿
さ
ん
を
泊
め
た
と
い
う
伝
承
を
持
っ
て
い
る
。

　
実
際
、
「
街
道
」
集
落
に
は
、
「
札
場
（
屋
号
）
」
家
が
村
の
中
心
の
極
楽
寺
の
門
前
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に

あ
り
高
札
場
が
あ
っ
た
。
東
端
の
街
道
の
両
側
に
は
黒
門
関
所
が
あ
り
、
向
か
っ

て

右
に
役
人
詰
所
、
左
に
鉄
砲
組
詰
所
が
あ
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
大
和
側
に
三
〇

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
入
っ
た
右
（
南
側
）
の
街
道
沿
い
の
田
の
一
角
が
、
大
和
側
の
「
札

場
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
。

　
つ

ま
り
、
古
代
の
真
土
山
の
峠
越
か
ら
紀
和
国
境
の
「
と
び
こ
え
」
の
岩
渡
り
を

越
え
る
道
（
地
図
中
…
）
に
は
、
大
和
側
に
も
、
紀
州
側
の
南
田
に
も
、
中
世
聖
の

宗
教
的
な
場
所
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
別
に
地
名
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
字
陀
羅
田
も
聖

と
無
関
係
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
と
近
世
街
道
（
地
図
中
…
）

の
藩
行
政
の
関
所
を
置
い
た
境
界
の
村
と
し
て
の
意
味
と
は
、
場
所
を
異
に
す
る
。

同
じ
真
土
と
い
っ
て
も
、
中
世
の
宗
教
集
落
と
近
世
の
「
街
道
」
集
落
と
は
つ
な
が

ら
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
近
世
の
「
街
道
」
集
落
は
、
浅
野
の
関
所
経
営
に
よ
っ

て

意
図
的
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
真
土

と
い
う
地
域
が
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
こ
に
住
む
人
々
が
系
統
を

ひ

く
と
い
う
こ
と
と
は
、
か
な
ら
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宿
・

夙
と
い
う
こ
と
ば
に
よ
っ
て
、
中
世
の
人
々
と
近
世
の
人
々
が
連
続
す
る
が
ご
と
き

誤
解
は
、
こ
の
際
、
訂
正
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
誤
解
は
、
近
世
の
隅
田
荘
で
は
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
き
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
次
に
み
て
み
た
い
。

十
月
十
五
日
）
に
は
、
隅
田
荘
内
か
ら
太
鼓
屋
台
が
で
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
屋

台
は
字
ご
と
に
計
＝
二
台
あ
り
、
毎
年
各
地
区
か
ら
一
台
つ
つ
出
る
こ
と
に
な
っ
て

い

る
。
地
区
は

　
　
山
手
地
区
（
平
野
、
山
内
、
霜
草
、
境
原
）

　
　
宮
本
地
区
（
芋
生
、
中
下
、
垂
井
）

　
　
下
手
地
区
（
中
島
、
下
兵
庫
、
河
瀬
）

　
　
川
南
地
区
（
恋
野
、
赤
塚
、
中
道
）

と
な
っ
て
い
る
。
担
ぎ
手
は
五
〇
人
の
若
連
中
で
あ
る
。
境
内
に
太
鼓
が
入
り
お
練

り
を
し
て
、
正
午
に
四
台
が
揃
う
。
そ
の
後
、
お
離
子
合
戦
を
し
、
二
時
に
お
旅
所

ま
で
渡
御
す
る
。
隅
田
家
代
表
を
先
頭
に
し
て
い
た
が
、
現
在
で
は
各
区
区
長
と
代

理
、
約
四
〇
人
が
薄
水
色
の
紋
付
に
祥
を
着
て
、
菅
笠
を
つ
け
て
通
る
。
続
い
て
、

　
　
太
鼓

（榊
・
神
興
・
宮
司
・
楽
人
・
御
幣
）
・
御
幣
1
・
大
幟
1
・
五
鼻
1
・
御

　
　

榊
2
・
大
御
幣
3
・
鉾
3
・
長
刀
2
・
弓
2
・
矢
2
・
太
刀
2
・
剣
1
・
唐
櫃

　
　

1
・
太
鼓
1
・
獅
子
神
楽
1

の

行
列

と
な
る
。
（
『
紀
の
川
流
域
の
民
俗
』
二
五
～
三
一
頁
）

　

こ
の
屋
台
は
近
世
に
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
楽
人
の
練
り
は
中
世
に
続
く
も

の

で

あ
る
。
文
献
に
よ
る
、
楽
人
や
猿
楽
・
相
撲
・
伶
人
な
ど
は
、
表
の
と
お
り
で

あ
る
。

境界集落の渡世

三
　
隅
田
荘
の
な
か
で

隅
田
八
幡
の
祭
（
明
治
四
〇
年
頃
ま
で
は
旧
八
月
一
五
日
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
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隅

田
・
葛
原
家
文
書
「
隅
田
八
幡
宮
放
生
会
頭
人
差
定
」
に
よ
る
頭
一
覧

文
書
番
号

葛
三
四
　
　
　
　
隅
四
三
　
　
　
　
隅
四
四
　
　
　
　
隅
四
八

年

不
詳
　
　
　
　

不
詳
　
　
　
　

不
詳
　
　
　
　
　
一
三
三
五

南
庄
分

1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー

御
供
頭

○
　
　
　
　
　
　
○
　
　
　
　
　
　
○
　
　
　
　
　
　
タ
ケ
ノ
シ
タ

費
頭

カ

ツ
ラ

ワ
ラ

＋

α
　
山
内
ハ
シ
タ
ニ
走
井
　
境
原
　
　
　
　
シ
フ
ク
サ
・
ハ
シ
ヤ
・
山
内

猿
楽
頭

シ
フ

ク
サ
㊥
　
　
山
内
㊥
　
　
　
　
　
　
　
　
山
内

相
撲
頭

山
内
　
　
　
　
境
原
　
　
　
　
○
　
　
　
　
　
山
内

御
酒
頭

山
内
　
　
　
　
○
　
　
　
　
　
○
　
　
　
　
　
サ
カ
イ
ハ
ラ

楽
頭

山
内
　
　
　
　
大
名
　
　
　
　
大
名
　
　
　
　
○

四
斗
三
百
頭

ヒ
ク
チ
　
　
　
○
　
　
　
　
　
○
　
　
　
　
　
○

伶
人
頭

ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー

舞
童

流
鏑
馬

－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

文
書
番
号

葛
三
一
　
　
葛
三
二
　
　
隅
四
五
　
　
隅
四
六
　
　
隅
四
七

年

二
二
二
二
　
　
＝
二
二
三
　
　
一
三
二
九
　
　
＝
二
三
二
　
　
＝
二
三
一
二

南
庄
分

南
　
　
　
　
南
　
　
　
　
南
　
　
　
　
南
　
　
　
　
南

御
供
頭

○
　
　
　
　

○
　
　
　
　

イ
モ
ヲ
　
　
ア
カ
ツ
カ
　
イ
モ
フ

費
頭

ア
サ

ウ
タ
ニ
　
カ
ウ
セ
　
　
ヤ
マ
ト
　
　
ヤ
マ
ダ
　
　
上
田

猿
楽
頭

小
法
師
㊥
　
　
チ
ウ
ケ
　
　
上
田
　
　
　
中
下
　
　
　
上
瀬

相
撲
頭

○

　
　
　
　
ウ
エ
タ
　
　
カ
ウ
セ
　
　
○
　
　
　
　
中
下

御
酒
頭

ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
i
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
l

楽
頭

四
斗
三
百
頭

キ

タ
イ
モ
フ
　
ア
サ
ウ
タ
ニ
　
イ
モ
ウ
　
　
上
瀬
　
　
　
○

伶
人
頭

ミ
ナ
ミ
イ
モ
フ
ウ
エ
タ
　
　
　
ハ
シ
リ
井
　
○
　
　
　
　
南
イ
モ
フ

舞
童

○

　
　
　
　
イ
モ
フ
　
　
○
　
　
　
　
○
　
　
　
　
○

流
鏑
馬

○

　
　
　
　
○
　
　
　
　
○
　
　
　
　
○
　
　
　
　
○

0
1
1
記
述
あ
り
　
ー
ー
記
述
な
し

㊥
1
1
田
楽
　
　
名
字
1
1
地
名
に
関
係
す
る
姓

　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
真
土
が
屋
台
を
出
し
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
真
土
は
隅
　
3
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

田
荘
の
内
で
あ
り
な
が
ら
、
隅
田
八
幡
の
祭
礼
に
お
い
て
は
そ
の
外
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
ま
っ
た
く
隅
田
荘
と
は
無
関
係
か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。

　
隅
田
八
幡
の
祭
礼
や
紀
元
節
（
二
月
十
四
日
）
・
天
長
節
（
四
月
二
十
九
日
）
・
明

治
節

（十
一
月
三
日
）
に
は
、
楽
人
と
し
て
お
練
り
の
最
初
を
真
土
村
の
人
々
が
歩

い

た
。
シ
ョ
ウ
・
ヒ
チ
リ
キ
・
ホ
ウ
テ
キ
・
大
太
鼓
・
横
笛
の
五
人
を
出
し
た
が
、

最
近
で
は
シ
ョ
ウ
を
演
奏
す
る
北
脇
氏
を
中
心
に
お
練
り
の
先
頭
を
歩
い
て
い
た
。

表
に

よ
れ
ば
、
中
世
で
は
北
荘
の
う
ち
山
内
な
ど
の
殿
原
や
「
大
名
」
と
称
す
る
人
々

が
お

こ
な
っ
て
い
た
楽
人
を
、
近
代
で
は
真
土
村
の
人
々
が
独
占
的
に
お
こ
な
っ
て

い
た
。

　

こ
の
楽
人
の
役
に
つ
い
て
は
、
特
定
の
家
柄
で
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
役
に
つ
い
て
は
、
晴
れ
が
ま
し
い
と
い
っ
た
感
じ
で
は
な
く
、
「
真
宗
の
村
だ
か

ら
越
天
楽
を
や
ら
せ
ら
れ
る
の
か
な
あ
」
と
い
っ
た
感
じ
で
あ
っ
た
。
戦
後
は
や
め

て
、
テ
ー
プ
演
奏
と
な
っ
た
。

　
つ

ま
り
、
近
世
寺
檀
制
の
な
か
で
真
宗
寺
院
地
域
に
さ
れ
た
真
土
が
、
真
宗
寺
院

檀
家

で
あ
る
が
ゆ
え
に
楽
を
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
　
膏
薬
と
渡
世
商
い

O
膏
薬

先
に
『
紀
伊
続
風
土
記
』
の
「
高
野
山
部
禿
法
師
」
の
項
に
、
弘
法
大
師
か
ら



境界集落の渡世

膏
薬
の

製
法
を
教
え
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
の
膏
薬
作
り
に
つ
い
て
は
、
「
泣
い
て
い
る

嬰
児

を
抱
い
て
い
る
所
へ
弘
法
大
師
が
来
て
、
地
面
に
杖
を
立
て
る
と
水
が
湧
き
だ

し
た
。
そ
の
水
は
乳
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
伝
説
が
あ
り
、
真
土
（
待
乳
）
の
地

名
の
由
来
と
し
て
い
る
」
と
い
う
伝
説
が
あ
る
。
（
『
和
歌
山
の
研
究
5
』
一
五
九
頁
）

　
『
紀
伊
続
風
土
記
』
に
は
、

　
　
街
道
に

あ
る
十
四
剣
は
万
治
年
中
（
一
六
五
八
～
）
よ
り
造
ら
し
め
給
ふ
所
な

　
　
り
と
い
ふ
。
村
の
南
端
切
通
し
を
な
し
道
を
通
す
。
是
を
戸
立
山
と
い
ふ
。
村

　
　
中
に
膏
薬
を
売
買
す
。
不
動
石
の
辺
巌
下
の
清
水
を
汲
み
て
煉
る
。
弘
法
の
加

　
　
持
水
と
い
ふ
。

と
あ
る
。
一
四
軒
と
い
う
の
は
一
二
軒
の
誤
り
で
は
な
い
か
と
思
う
が
、
近
世
の
膏

薬
製
造
販
売
を
記
述
し
て
い
る
。

　
山
ノ
井
岩
吉
編
『
和
歌
山
県
薬
業
史
刊
行
会
』
（
一
七
四
～
一
七
五
頁
）
に
よ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
に
ゆ
う
つ
け

ば
、
奈
良
県
五
条
市
上
野
の
山
形
氏
（
現
当
主
勇
氏
）
の
祖
先
が
弘
法
大
師
か
ら
処

方

を
授
け
ら
れ
た
と
い
い
、
施
業
し
て
い
た
。
「
昔
、
乳
の
痛
む
婦
人
あ
り
た
ま
く

弘
法
大
師
が
通
ら
れ
て
松
脂
に
種
油
を
ま
ぜ
て
煮
て
膏
薬
と
せ
よ
」
と
い
わ
れ
、
実

際
に

や

っ

て

み

る
と
こ
れ
に
よ
り
快
癒
し
た
と
の
話
が
あ
り
、
後
、
あ
か
ぎ
れ
薬
に

な
っ
た
と
い
う
。

　
山
形
勇
氏
家
は
、
昔
、
真
土
峠
で
「
四
国
ま
い
り
の
よ
う
な
人
（
巡
礼
）
が
泊
ま

る
よ
う
な
ハ
ナ
ヤ
と
い
う
旅
館
」
〔
木
賃
宿
〕
を
し
て
い
た
。
峠
に
は
別
に
ナ
カ
ヤ
と

い

う
旅
館
も
あ
っ
た
。
旅
館
で
膏
薬
を
売
っ
て
い
た
。
ナ
カ
ヤ
で
も
膏
薬
を
売
っ
て

い

た
ら
し
い
。
当
時
の
膏
薬
販
売
の
看
板
は
処
分
し
た
の
に
、
い
ま
で
も
、
自
宅
の

前
に
バ
ス
が
停
ま
り
、
膏
薬
を
ほ
し
い
と
い
う
人
が
や
っ
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
て
ん
じ
よ

　
峠
の
上
は
、
字
天
女
と
よ
ば
れ
浄
善
寺
が
あ
る
。
こ
こ
の
檀
家
で
あ
る
。
ま
た
、

ラ
ジ
ウ
ム
温
泉
タ
イ
ヘ
イ
が
現
在
も
影
響
し
て
い
る
。
峠
の
上
に
は
、
大
師
の
杖
の

井
戸

と
い
わ
れ
る
井
戸
が
湧
い
て
お
り
、
そ
れ
を
製
造
に
利
用
し
た
。
現
在
の
自
宅

の

裏
に

も
水
が
湧
い
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
自
宅
の
仏
檀
の
隣
に
は
、
弘
法
大
師
の

大

き
な
祠
と
木
像
を
お
祀
り
し
て
い
る
。

　
昔

は
山
仕
事
が
多
く
、
手
が
あ
れ
る
の
で
、
膏
薬
は
必
需
品
だ
っ
た
。
秋
か
ら
冬

に

か

け
て
、
自
宅
の
軒
下
に
外
に
作
っ
た
竈
に
大
き
な
特
殊
な
鍋
を
し
つ
ら
え
、
松

脂

を
ゆ
っ
く
り
と
炊
く
。
沸
か
し
て
お
い
て
、
少
し
冷
ま
す
よ
う
な
形
で
種
油
を
入

れ

る
。
ま
た
沸
か
し
て
は
種
油
を
入
れ
る
。
こ
れ
を
何
度
も
く
り
か
え
す
。
朝
七
時

か

ら
夕
方
四
時
ま
で
、
チ
ョ
ロ
チ
ョ
ロ
と
炊
い
て
い
た
。
煮
詰
め
て
、
適
当
に
ま
る

め

て
、
筍
の
皮
で
包
ん
で
各
地
に
出
荷
し
た
。
戦
前
ま
で
あ
っ
た
。

　
同
様
の
あ
か
ぎ
れ
膏
薬
の
製
造
販
売
は
、
真
土
村
の
岩
坂
三
松
氏
も
待
乳
膏
と
し

て

古
く
か
ら
お
こ
な
っ
て
い
た
。
岩
坂
氏
は
戸
立
山
の
山
際
、
近
世
の
大
和
街
道
の

戸
立
山
の
峠
に
あ
り
、
『
紀
伊
国
名
所
図
絵
』
に
い
う
「
岩
坂
と
て
海
道
に
岩
を
敷
る

小
坂
」
の
際
に
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
膏
薬
の
製
造
販
売
は
真
土
で
は
多
く
の
人
々
が
や
っ
て
い
た
が
、
儲
か

る
場
合
も
多
い
ら
し
く
、
隅
田
荘
内
の
中
下
村
の
青
木
理
助
氏
の
祖
先
も
天
明
年
間

か

ら
製
造
し
て
い
た
と
い
う
。
青
木
氏
の
場
合
は
、
明
治
初
期
に
免
許
を
受
け
、
あ

か

ぎ
れ
膏
薬
で
は
な
く
「
吸
出
膏
」
と
し
て
広
く
九
州
方
面
ま
で
販
路
を
持
っ
て
い

た
。　

青
木
家
は
代
々
理
助
を
名
乗
っ
て
い
た
中
下
村
の
庄
屋
で
あ
っ
た
。
中
下
村
は
み

な
大
高
能
寺
の
檀
家
で
あ
り
、
自
宅
に
は
弘
法
大
師
か
ら
授
け
ら
れ
た
五
鈷
が
あ
り
、

235
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青
木
家

の
一
軒
墓
は
大
僧
正
の
名
が
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
文
書
類
は
す
べ
て
散

逸
し
、
現
在
隅
田
家
文
書
に
入
っ
て
お
り
、
一
部
は
県
史
に
載
っ
て
い
る
と
い
う
。

伝
承

に
、
か
つ
て
女
兄
弟
が
多
く
て
、
皆
出
家
し
て
尼
と
な
り
、
芋
生
・
中
島
、
そ

れ

に
上
野
の
浄
善
寺
に
青
木
の
位
牌
を
持
っ
て
出
て
い
っ
た
。
浄
善
寺
の
釣
鐘
に
は

青
木
の
名
前
が
あ
る
と
い
う
。
上
野
の
浄
善
寺
と
い
え
ば
、
先
の
ハ
ナ
ヤ
（
山
形
氏
）

や
ナ

カ
ヤ
が
宿
屋
が
て
ら
に
膏
薬
の
製
造
販
売
を
し
て
い
た
字
天
女
の
真
土
峠
に
あ

る
。
こ
の
関
連
で
、
薬
製
造
を
始
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
先
の
山
形
氏
と
い
い
こ
の
青
木
氏
と
い
い
、
真
土
峠
に
い
た
弘
法
大
師
に
関
係
し

た
一
種
の
宗
教
者
的
な
（
ま
た
は
宗
教
的
立
場
を
主
張
す
る
）
人
々
の
な
か
に
、
こ

の

膏
薬
作
り
で
成
功
し
た
人
々
が
い
た
の
で
あ
る
。
中
下
村
の
青
木
家
の
伝
承
に
よ

れ
ば
、
昔
、
祖
先
が
隅
田
荘
の
岩
倉
池
を
作
る
お
り
に
、
世
話
頭
を
し
て
苗
字
帯
刀

を
許
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
が
、
そ
の
工
事
の
と
き
に
、
人
夫
の
人
々
に
膏
薬
を
ひ
ろ

め
た
の
だ
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
別
伝
で
は
、
青
木
の
祖
先
は
疫
病
が
は
や
っ

た
お
り
、
救
済
に
他
国
へ
出
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

　
青
木
氏
の

製
造
販
売
し
て
い
た
「
で
き
も
ん
」
に
効
く
吸
出
膏
は
「
注
下
膏
」
（
中

下
村
を
も
じ
っ
た
か
？
）
と
い
わ
れ
、
そ
の
い
わ
れ
を
書
い
た
巻
物
が
あ
る
。
（
現
物

未
確
認
）
そ
の
巻
物
に
は
、
ゴ
マ
油
を
ベ
ー
ス
に
四
八
種
を
二
斗
釜
で
炊
い
て
、
漉

し
て
、
光
明
丹
（
鉛
の
粉
）
や
松
脂
を
い
れ
て
練
り
、
そ
れ
を
ハ
マ
グ
リ
の
貝
の
な

か
に

つ

め
る
と
製
造
法
が
記
述
し
て
あ
る
。
ま
た
、
大
阪
か
ら
蟹
の
甲
羅
の
黒
焼
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
び

購
入

し
、
ハ
ッ
ソ
ウ
（
蛇
の
骨
）
の
粉
を
混
ぜ
て
、
肺
病
や
で
き
も
ん
を
内
部
か
ら

治
す
飲
み
薬

も
い
ろ
い
ろ
研
究
し
て
作
っ
た
。
青
木
氏
の
商
品
は
、
紀
ノ
川
筋
の
薬

局

は
言
う
に
及
ば
ず
北
は
北
海
道
、
青
森
、
南
は
九
州
ま
で
出
荷
さ
れ
た
。
昔
は
人

を
使
っ
て
作
っ
て
お
り
、
行
商
の
人
も
雇
っ
て
い
て
、
そ
の
得
意
先
の
帳
簿
類
が
あ
っ
　
3
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

た
。　

こ
う
し
て
薬
で
設
け
た
青
木
氏
の
田
地
は
広
く
、
隣
村
へ
行
く
の
に
他
人
の
田
を

通
ら
ず
と
と
も
い
け
た
と
ま
で
い
わ
れ
る
。

⇔

膏
薬
と
商
い

　
真
土
村
の
場
合
、
村
中
に
平
田
は
少
な
い
。
慶
長
検
地
目
録
で
は
村
高
一
七
九
石

余
に

対
し
て
、
慶
安
四
年
（
一
六
五
一
）
上
組
在
々
田
畑
小
物
成
控
に
、
家
数
二
七
、

一
〇
四

人

と
あ
り
、
近
世
初
期
の
生
活
は
、
大
変
苦
し
い
状
況
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
明
治
頃
ま
で
は
隅
田
荘
中
心
部
の
芋
生
よ
り
北
、
垂
井
や
中
島
の
あ

た

り
に
は
、
真
土
村
住
民
所
有
の
土
地
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
奈
良
県
側
の

畑

田
に
も
入
作
し
て
い
た
。
特
に
大
地
主
が
多
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
平
均

し
て
村
外
に
多
く
の
耕
作
田
を
持
ち
、
場
合
に
よ
っ
て
は
ネ
ン
グ
（
小
作
料
）
を
と
っ

て

生
活

し
て
い
る
者
も
い
た
。
戦
後
の
農
地
改
革
ま
で
、
北
脇
・
琴
谷
・
中
谷
・
ヤ

ブ

モ

ト
・
西
田
な
ど
は
村
外
に
耕
地
を
多
く
所
有
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
資
力
は

ど
の
よ
う
に
し
て
手
に
入
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
れ
は
、
出
稼
ぎ
を
し
て
よ
く
働
い
た
か
ら
で
あ
る
。
吉
野
山
中
へ
分
け
入
り
、

鋸
・
錠
・
包
丁
・
馨
・
鉋
・
鎌
の
新
品
を
売
っ
た
り
、
そ
の
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
と
し
て

使
い
古
さ
れ
た
刃
物
を
天
秤
棒
で
集
め
て
き
て
、
真
土
村
で
目
立
て
や
打
ち
直
し
を

し
た
。
『
隅
田
村
村
誌
』
（
明
治
二
二
年
）
を
み
て
も
、
「
五
四
戸
の
う
ち
、
医
師
一
、

商
一
、
農
商
四
六
、
鋸
鍛
冶
二
」
と
あ
る
。
商
と
は
、
大
阪
や
堺
に
働
き
に
出
た
後
、

地
元
に

戻
っ
て
刃
物
を
取
り
寄
せ
て
い
た
問
屋
的
な
機
能
を
し
た
商
店
で
あ
ろ
う
か
。
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こ
れ
に
対
し
て
、
農
商
四
六
と
い
う
大
人
数
は
、
農
閑
期
に
吉
野
の
山
中
へ
行
商
に

出
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
記
憶
に
あ
る
最
近
で
も
、
数
軒
が
尾
鷲
や
新
宮
ま
で
出
掛
け
て
い
た
。
目
立
て
を

し
た
鋸
な
ど
を
郵
便
局
止
め
で
送
り
、
（
紀
勢
線
が
な
か
っ
た
の
で
）
和
歌
山
か
ら
の

船
便
で
現
地
へ
い
っ
た
と
い
う
。
と
く
に
、
瀞
川
の
と
こ
ろ
の
玉
置
山
の
お
祭
り
に

は
、
多
く
の
杣
が
集
ま
る
の
で
、
店
を
出
し
て
新
品
を
売
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、

刃
先
の

切
れ
味
の
悪
く
な
っ
た
の
を
集
め
て
、
自
宅
へ
郵
便
で
送
っ
た
。
村
に
は
鋸

鍛
冶
が
二
軒
古

く
か
ら
あ
っ
た
が
、
明
治
以
降
で
も
、
川
上
村
で
山
道
具
鍛
冶
の
仕

事
を
な
ら
っ
て
き
た
人
が
、
真
土
の
村
中
で
い
ろ
い
ろ
な
道
具
直
し
を
し
て
い
た
。

こ
の
真
土
の
鍛
冶
屋
に
、
刃
物
を
な
お
し
て
も
ら
っ
て
い
た
。

　
こ
う
し
て
、
刃
の
再
生
を
し
た
山
道
具
を
配
る
と
き
に
、
山
仕
事
で
ヒ
ビ
・
ア
カ

ギ
レ
が
で
き
る
人
々
に
、
真
土
膏
薬
を
持
っ
て
い
っ
て
喜
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

⇔
　
地
質
・
地
形
と
仕
事

　
真
土

は
、
国
境
の
傾
斜
地
で
あ
り
、
耕
地
は
少
な
い
。
し
か
し
、
地
質
の
変
換
点

で
あ
る
の
か
、
湧
き
水
が
豊
か
で
あ
っ
た
。
そ
の
硬
水
を
利
用
し
た
、
膏
薬
作
り
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
奈
良
県
側
に
は
上
野
と
い
う
地
名
が
あ
り
、
断
層
破
砕
帯
に
お

け
る
ニ
ュ
ウ
、
す
な
わ
ち
丹
（
水
銀
）
の
生
産
の
可
能
性
が
あ
り
そ
う
だ
が
、
今
後

の

課
題
で
あ
ろ
う
。

　
真
土
の
北
の

薬
師
山
は
、
サ
サ
ユ
リ
が
多
く
自
生
し
て
お
り
、
粉
河
寺
周
辺
と
同

様
に
、
蛇
紋
岩
地
帯
が
北
に
延
び
て
き
て
い
る
。
サ
サ
ユ
リ
地
帯
に
は
、
銅
な
ど
の

複
合
鉱
床
の
可
能
性
が
あ
る
が
、
大
勝
山
の
ふ
も
と
で
、
何
か
掘
っ
て
い
た
形
跡
が

あ
っ
た
と
い
う
以
外
に
は
、
何
も
聞
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
奈
良
県
側
の

畑

田
村
で
は
、
字
樋
の
口
の
フ
ケ
田
の
所
は
、
昔
、
鉄
の
掘
っ
た
所
だ
と
い
わ
れ
て

お

り
、
金
糞
が
で
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
多
く
を
聞
き
出
す
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
。

五
　
お
わ
り
に

　
水
田

を
中
心
と
し
た
隅
田
荘
の
周
辺
に
、
街
道
の
商
売
や
硬
水
を
生
か
し
た
薬
生

産
を
持
ち
な
が
ら
、
吉
野
や
大
阪
を
に
ら
ん
だ
商
売
を
し
て
い
た
人
々
が
、
近
世
末

か

ら
近
代
に
か
け
て
、
隅
田
荘
の
中
心
部
に
多
く
の
耕
地
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
は

興
味
深
い
。

　
近
世
の
隅
田
荘
を
み
る
場
合
、
こ
う
し
た
境
界
集
落
の
人
々
の
経
済
力
は
無
視
で

き
な
い
。
し
か
し
、
真
宗
檀
家
と
い
う
立
場
が
隅
田
荘
の
な
か
で
は
、
な
か
な
か
微

妙
な
点
で
あ
る
。
歴
史
的
に
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
谷
間
の
こ
の
美
し
い
村
も
、
今

は

京
奈
和
高
速
道
の
予
定
地
が
せ
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
景
観
も
一
変
す
る
も
の
と
お

も
わ
れ
る
。

　
代
々
の
役
場
の
書
記
で
も
あ
っ
た
中
谷
氏
は
、
村
の
万
葉
か
ら
の
由
緒
あ
る
歴
史

と
、
境
界
・
真
宗
村
で
あ
る
が
ゆ
え
の
苦
し
い
歴
史
、
施
い
耕
地
の
な
か
で
の
歴
史

を
考
え
た
と
き
、
村
が
村
と
し
て
な
り
た
っ
て
い
く
た
め
に
、
京
奈
和
道
の
予
定
地

変
更

や
、
村
景
観
の
維
持
を
主
張
し
た
が
、
村
内
の
大
部
分
は
諦
め
が
強
か
っ
た
と

い
う
。

　
周
辺
の
台
地
の
宅
地
開
発
が
す
す
む
な
か
で
、
こ
の
境
界
の
村
の
人
々
の
渡
世
の
　
却
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努
力
は
、
単
な
る
歴
史
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
し
か
す
ぎ
な
く
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

界
の
村
に
対
す
る
誤
解
を
残
し
た
ま
ま
…
。
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　　　　　　　　The　Lifbstyle　of　a　Border　Hamlet：

People　Who　Lived　on　the　Borders　of　the　Suda　Estate

MORIKuRI　Shigekazu

　　This　paper　discusses　how　Matsuchi，　a　hamlet　located　on　the　eastern　border　of　the

Suda　estate　and　the　easternmost　edge　of　Kii　province，　passed　on　traditions　ofmedieval

times　in　the　early－modern　and　modern　periods．

　　In　medieval　Matsuchi　there　was　aぷ吻ム，　or　dwelling　quarters　fbr乃びカ∫（low－

ranking　Buddhist　priests），　but　this　place　had　no　geographical　continuity　to　the

barrier－station　settlement　later　set　up　by　the　Wakayama　domain　in　the　early－modern

period，　because　the　highway　that　passed　by　the　5加κμwas　dif丘rent　f㌃om　the　one

running　through　the　barrier　station（ぷθん励o）．　However，　the　early－modern　4αη磁

system（requiring　people　to　belong　to　a　Buddhist　temple）負）rced　the　Matsuchi

residents　to　become　parishioners　of　a　local　temple　of　the　Shinshu　s㏄t．　As　a　result，

the　Suda　rural　community　made　Matsuchi　a　sp㏄ial　village　assigned　to　provide

theatrical　perfbrmances　at　religious　rituals．　Earlier　the　perfbrmances　had　been

conducted　by　turns　by　lay　low－ranking　of丘cials，　but　in　the　early－modern　period　they

became　an　obligation　of　the　people　of　Matsuchi．　In　this　way，　discrimination　against

Matsuchi　emerged　at　that　time．

　　Techniques　of　making　ointments　and　plasters　were　transmitted　by　the　medieval

妨か∫priests　to　the　people　of　Matsuchi，　and　these　medical　products　b㏄ame　a　local

specialty，　which　were　widely　sold　by　itinerant　tinkers　as　the　fbrests　in　the　Kii

Peninsula　were　opened　up　to飴rming．　By　linking　itself　to　the　outside　world　in　this

manner，　the　border　village　came　to　possess　a　large　expanse　of　farming　land　within　the

fbrmer　Suda　estae．
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