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絵
伝
と
幽
霊
画
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死
者
救
済
の
思
想
と
図
像
化
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一
　
は
じ
め
に
―
―
寺
蔵
幽
霊
画
の
位
置
付
け

　

江
戸
時
代
に
流
行
し
た
幽
霊
画
は
、
は
た
し
て
美
術
品
な
の
か
。
そ
れ
と
も
死
者
の
魂
を
慰
め
る
た
め
の
宗
教
絵
画
と
み
る
べ
き
も

の
な
の
か
。

　

確
か
に
そ
の
よ
う
な
二
者
択
一
の
見
方
は
極
端
に
過
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
。
名
の
あ
る
絵
師
の
作
品
を
寺
院
ゆ
か
り
の
宝
物
と
し
て

唱
導
の
て
だ
て
に
用
い
る
こ
と
も
、
さ
し
て
特
異
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
一
方
で
、
そ
れ
ら
の
寺
蔵
幽
霊
画
が
、
絵
の
優
劣
と
は
無
関
係
に
盆
や
彼
岸
の
儀
礼
と
深
く
関
わ
り
、
説
法
の
場
の
法
具
と
な
っ
て

機
能
す
る
あ
ま
た
の
事
例
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
死
者
図
像
の
意
味
を
美
術
史
の
評
価
に
限
定
せ
ず
、
仏
教
民
俗
な
ど
の
周
辺
事

象
と
の
絡
み
か
ら
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
従
来
の
絵
画
研
究
の
方
法
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
、
古
寺
名
刹
の

寺
宝
と
な
っ
て
今
日
に
伝
わ
る
幽
霊
画
の
全
貌
は
把
握
し
き
れ
な
い
よ
う
に
思
う
。
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た
と
え
ば
幽
霊
画
を
美
術
史
の
研
究
対
象
と
み
な
し
た
場
合
、
掛
幅
の
成
立
年
代
、
作
者
、
画
風
か
ら
作
品
の
真
贋
に
い
た
る
さ
ま

ざ
ま
な
問
題
が
重
要
な
関
心
事
と
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。そ
の
際
、ど
う
み
て
も
近
現
代
の
模
写
に
よ
る「
円
山
応
挙
の
真
筆
」

や
経
歴
未
詳
の
絵
師
の
習
作
に
研
究
者
の
目
が
向
か
な
い
の
は
当
然
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
う
し
た
雑・

・多
な
幽
霊
画
が
全
国
の
寺

堂
に
散
在
す
る
こ
と
は
動
か
し
が
た
い
事
実
で
あ
る
。
な
ら
ば
従
来
と
は
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
さ
ら
に
ま
た
、
村
里
の
幽
霊
画
を
宗
教
絵
画
と
考
え
る
立
場
に
し
て
も
、
寺
宝
の
掛
図
の
扱
い
に
苦
慮
す
る
ケ
ー
ス
が
少
な
く
な
い
。

す
な
わ
ち
、
は
る
か
昔
の
宗
祖
高
僧
の
直
作
と
称
す
る
幽
霊
画
は
、
歴
史
的
な
根
拠
に
欠
け
る
伝
承
の
産
物
と
み
な
さ
れ
、
宗
門
正
史

や
僧
伝
研
究
よ
り
除
外
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
ろ
う
。
近
代
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
あ
り
が
ち
な
〈
科
学
的
な
も
の
の
見
方
〉
に
こ
だ
わ
る
か

ぎ
り
、
日
本
各
地
に
伝
わ
る
幽
霊
画
の
本
質
に
近
付
く
の
は
、
多
く
の
困
難
を
と
も
な
う
こ
と
に
な
る
。

　

も
っ
と
も
、
そ
の
よ
う
な
混
乱
は
、
あ
く
ま
で
も
研
究
者
の
側
の
事
情
で
あ
っ
て
、
布
教
の
現
場
に
お
い
て
必
ず
し
も
不
都
合
を
生

ず
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
寺
宝
の
幽
霊
画
が
盆
・
彼
岸
の
法
会
や
、
地
域
活
性
を
も
た
ら
す
祭
礼
の
要か
な
めと
な
る
こ
と
さ
え

珍
し
く
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　

二
　
永
国
寺
の
寺
宝
と
女
霊
済
度
伝
承

　

熊
本
県
人
吉
市
の
永
国
寺
（
図
１・２
）
は
毎
年
八
月
第
一
土
曜
の
「
ゆ
う
れ
い
祭
」
で
知
ら
れ
る
曹
洞
宗
寺
院
で
あ
り
、
応
永
十
五

年
（
一
四
〇
八
）
に
こ
の
寺
を
開
い
た
実
底
超
真
（
～
一
四
二
三
）
の
作
と
さ
れ
る
幽
霊
画
一
幅
を
寺
宝
に
し
て
い
る
。（
図
３　

文
末
）

ふ
だ
ん
は
レ
プ
リ
カ
を
本
堂
に
掛
け
て
参
拝
者
に
展
観
す
る
が
、
ゆ
う
れ
い
祭
の
時
だ
け
本
物
を
開
帳
し
供
養
す
る
の
で
あ
る
。
昭
和

四
十
四
年
に
始
ま
っ
た
祭
礼
は
夏
の
恒
例
行
事
と
な
っ
て
衆
目
を
あ
つ
め
、
県
内
外
よ
り
多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
る
。

二
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二
九

図１　永国寺門前

図２　幽霊出現の池



　

幽
霊
画
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
明
治
初
年
の
西
南
戦
争
で
寺
堂
が
灰
燼
に
帰
し
た
た
め
、
縁
起
書
の
た
ぐ
い
を
残
し
て
お
ら
ず
、
説

話
の
源
泉
を
た
ど
る
こ
と
は
難
し
い
。
絵
の
方
は
、
兵
火
の
折
の
火
事
場
泥
棒
に
奪
わ
れ
た
も
の
の
、
気
味
悪
く
お
も
っ
て
後
日
返
還

さ
れ
た
、と
の
口
伝
が
残
る
。
ひ
と
ま
ず
幽
霊
画
に
ま
つ
わ
る
口
碑
の
全
体
像
を
高
田
素
次
『
木
上
村
史
―
―
木
上
村
の
民
話
と
歴
史
』

（
一
九
六
一
）
よ
り
引
い
て
み
よ
う
。

丁
度
五
百
年
ば
か
り
前
の
、
あ
る
夏
の
夜
の
こ
と
。
永
国
寺
の
実
底
和
尚
の
所
へ
、
一
人
の
こ
ぎ
れ
い
な
、
人
品
い
や
し
か
ら
ぬ
女

性
が
た
ず
ね
て
来
ま
し
た
。
青
白
い
顔
に
、
思
い
つ
め
た
ま
な
ざ
し
で
こ
う
語
り
出
し
ま
し
た
。

「
私
は
、実
は
、木
上
村
の
地
頭
平
山
弾
正
の
家
内
で
、お
き
ぬ
と
申
す
者
で
ご
ざ
い
ま
す
。
近
頃
毎
晩
現
れ
ま
す
亡
霊
の
た
め
に
、

よ
う
と
悩
ま
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
て
、
夫
は
重
病
の
床
に
伏
し
、
私
も
生
き
た
心
地
は
い
た
し
ま
せ
ん
。
つ
き
ま
し
て
は
・・・・・
」

実
底
和
尚
と
い
う
の
は
、
応
永
十
五
年
七
月
、
藩
主
相
良
前
続
公
か
ら
広
大
な
寺
領
を
頂
い
て
、
こ
の
蓬
莱
山
永
国
寺
を
創
建
し

た
人
で
す
。「
子
細
は
知
ら
ぬ
が
、
亡
霊
に
な
や
ま
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
そ
な
た
の
心
に
・
・
・
・
・
」
と
言
い
か
け
た
時
、

「
ヒ
ェ
ー
ッ
、
出
ま
し
た
」
と
の
け
ぞ
る
よ
う
な
お
き
ぬ
の
叫
び
。
和
尚
は
静
か
に
、
お
き
ぬ
の
指
さ
す
方
に
顔
を
向
け
ま
し
た
。

お
ぼ
ろ
月
夜
の
古
池
は
、
ど
ん
よ
り
と
眠
っ
た
よ
う
な
風
ひ
と
つ
な
い
静
か
さ
で
す
。
そ
の
静
か
な
池
の
向
こ
う
に
、
な
る
程
う
す

い
光
が
ゆ
れ
て
い
ま
す
。ゆ
れ
な
が
ら
白
い
光
は
二
人
の
方
へ
静
か
に
近
づ
い
て
来
ま
す
。和
尚
は
じ
っ
と
そ
れ
を
見
す
え
ま
し
た
。

近
ず
い
て
く
る
の
は
確
か
に
髪
を
ふ
り
み
だ
し
、
目
を
つ
り
あ
げ
た
女
の
亡
霊
で
す
。
亡
霊
は
涙
声
で
語
り
出
し
ま
し
た
。
―
―

私
は
、
か
つ
て
木
上
村
一
番
の
美
女
と
う
た
わ
れ
、
平
山
弾
正
の
愛
妾
と
し
て
、
誰
知
ら
ぬ
者
は
な
か
っ
た
女
で
ご
ざ
い
ま
す
。
弾

正
は
、
こ
の
お
さ
ん
を
、
心
か
ら
愛
し
て
い
ま
し
た
が
、
お
き
ぬ
の
嫉
妬
の
は
げ
し
さ
に
、
い
つ
か
つ
め
た
く
な
り
、
と
う
と
う
い

び
り
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
が
う
ら
め
し
う
て
な
り
ま
せ
ぬ
・
・
・
。
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和
尚
は
う
な
ず
き
な
が
ら
、「
ま
こ
と
に
、
聴
け
ば
気
の
毒
な
こ
と
だ
が
、
そ
な
た
は
な
る
程
美
し
い
ひ
と
の
よ
う
だ
。
ひ
と
つ

拙
僧
に
、
そ
な
た
の
美
貌
を
描
か
せ
て
く
れ
ま
い
か
。
本
堂
に
掲
げ
て
日
夜
供
養
し
、
そ
な
た
の
成
仏
を
祈
っ
て
し
ん
ぜ
よ
う
。

　

そ
の
晩
か
ら
和
尚
は
七
夜
に
一
度
、
池
の
端
に
現
れ
る
亡
霊
の
姿
を
写
し
と
り
、
四
十
九
日
目
に
縦
四
尺
九
寸
五
分
、
横
一
尺
六
寸

五
分
の
掛
幅
を
完
成
さ
せ
た
。
髪
を
ふ
り
乱
し
目
を
ひ
き
つ
ら
せ
た
画
中
の
醜
い
姿
に
驚
い
た
お
さ
ん
は
、
一
目
見
る
な
り
お
の
れ
の
妄

執
を
悟
り
、
二
度
と
こ
の
世
に
舞
い
戻
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
こ
の
絵
の
ほ
か
に
、
庫
裏
の
う
し
ろ
の
古
池
（
図
２
）
が
亡
霊
得
脱
の
霊

跡
と
な
っ
て
現
在
に
至
る
。

　

掛
幅
じ
た
い
が
五
百
年
も
昔
の
作
品
で
な
い
こ
と
は
、
図
様
の
特
色
よ
り
明
白
で
あ
っ
た
。
両
手
を
胸
の
高
さ
に
垂
れ
、
薄
が
原
に

佇
む
足
の
な
い
女
霊
の
描
き
方
は
、
江
戸
後
期
か
ら
明
治
に
か
け
て
し
ば
し
ば
登
場
す
る
無
足
幽
霊
画
の
様
式
を
示
し
て
い
る
。

　

だ
が
、
こ
の
一
点
を
根
拠
に
永
国
寺
の
絵
を
贋
作
と
み
な
し
、
お
さ
ん
の
得
脱
を
後
世
の
訛
伝
と
決
め
つ
け
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い

か
な
い
。
問
題
の
所
在
は
、
む
し
ろ
唱
導
説
話
と
し
て
の
話
の
構
造
そ
の
も
の
に
あ
る
か
ら
だ
。
土
地
の
有
力
者
の
妻
妾
を
め
ぐ
る
愛

憎
と
憤
死
、
池
の
端
に
化
現
し
て
嘆
く
女
霊
、
そ
し
て
高
僧
に
よ
る
救
済
へ
と
展
開
す
る
基
本
モ
チ
ー
フ
に
こ
だ
わ
る
な
ら
ば
、
永
国

寺
の
怪
異
談
は
中
世
、
近
世
の
仏
教
説
話
に
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
幽
霊
救
済
譚
の
常
套
的
な
パ
タ
ー
ン
を
踏
ま
え
て
い
る
と
考
え
て
差
し

支
え
な
い
。

　

と
り
わ
け
曹
洞
宗
寺
院
の
開
創
縁
起
に
し
ば
し
ば
語
ら
れ
た
〈
女
霊
救
済
の
高
僧
伝
〉
に
着
目
し
、
類
例
を
ひ
ろ
く
鳥
瞰
し
て
い
く

と
、
永
国
寺
の
幽
霊
画
由
来
に
対
す
る
新
た
な
視
点
が
浮
き
彫
り
に
な
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
教
団
規
模
の
幽
霊
済
度
譚
の
流
布
と
浸
透

に
照
ら
し
て
み
た
、
永
国
寺
縁
起
の
位
相
研
究
と
い
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
本
稿
の
め
ざ
す
寺
蔵
幽
霊
画
の
解
析
方
法
は
、
お
よ
そ
そ
の

よ
う
な
考
え
方
か
ら
出
発
し
て
い
る
。

三
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三
　
通
幻
派
高
僧
伝
の
常
套
話
型

　

幽
霊
画
を
描
い
た
と
さ
れ
る
実
底
超
真
は
、
肥
後
国
求
磨
郡
原
田
の
出
身
で
、
若
く
し
て
丹
波・永
沢
寺
（
現
兵
庫
県
三
田
市
母
子
）

の
一
径
永
就
の
門
弟
と
な
る
。
の
ち
に
大
本
山
総
持
寺
に
出
世
し
、
退
い
て
因
幡
の
景
福
寺
（
鳥
取
市
）
に
住
す
る
こ
と
五
年
、
郷
里

に
帰
っ
て
山
鹿
郡
回
猿
峰
の
清
潭
寺
に
居
た
と
こ
ろ
を
、
求
磨
城
主
相
良
氏
の
帰
依
を
受
け
て
永
国
寺
の
開
山
と
な
っ
た
（『
日
本
洞
上

聯
燈
録
』）。　

実
底
の
伝
記
や
師
弟
関
係
に
注
目
し
な
が
ら
、
こ
と
の
全
体
像
を
捉
え
よ
う
と
す
る
際
、
幽
霊
済
度
の
霊
験
を
生
む
下

地
が
実
底
に
い
た
る
通
幻
派
の
法
脈
に
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。

　
一
径
の
師
で
あ
る
通
幻
寂
霊
（
一
三
二
二
～
九
一
）
は
、
自
身
の
奇
し
き
墓
中
出
生
（
子
育
幽
霊
譚
）
で
知
ら
れ
る
高
僧
で
あ
り
、
能

登
総
持
寺
・
峨
山
門
下
の
五
哲
の
一
人
と
し
て
全
国
に
あ
ま
た
の
洞
門
寺
院
を
建
立
し
て
い
る
。
丹
波
の
永
沢
寺
、
因
幡
の
景
福
寺
は

い
ず
れ
も
通
幻
派
の
活
動
拠
点
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
縁
起
や
寺
誌
に
取
り
込
ま
れ
た
「
神
人
化
度
」
の
説
話
に
こ
と
欠
か
な
い
。

　

中
世
の
曹
洞
宗
・
総
持
寺
教
団
に
お
い
て
、
土
地
の
神
霊
、
邪
神
、
浮
か
ば
れ
な
い
死
霊
な
ど
に
禅
の
教
え
を
示
し
、
釈
迦
牟
尼
よ

り
続
く
系
譜
を
書
い
た
「
血
脈
」
を
授
け
る
方
法
を
用
い
て
邪
悪
な
神
霊
を
仏
弟
子
に
す
る
神
人
化
度
の
説
話
が
、
開
堂
の
い
わ
れ
に

絡
め
て
さ
か
ん
に
語
ら
れ
て
い
た注
１

。
そ
の
よ
う
な
洞
門
縁
起
の
民
談
化
、
文
芸
化
の
軌
跡
に
つ
い
て
は
、
旧
著
『
近
世
説
話
と
禅
僧
』

（
一
九
九
九
、
和
泉
書
院
）
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る注
２

。

　

さ
て
、
通
幻
―
一
径
―
実
底
の
法
脈
を
た
ど
る
と
、
永
沢
寺
の
旧
跡
「
蛇
池
」
に
ま
つ
わ
る
妖
婦
救
済
の
因
縁
が
通
幻
・
一
径
の
師

弟
二
代
に
わ
た
る
高
僧
伝
承
と
な
っ
て
山
内
に
流
布
し
た
事
実
に
行
き
あ
た
る
。
景
福
寺
所
伝
の
写
本
『
一
径
禅
師
行
略注
３
』
は
、
諸
国

を
巡
る
一
径
が
永
沢
寺
の
通
幻
に
師
事
し
て
厳
し
い
修
行
の
す
え
に
寺
を
任
か
さ
れ
る「
都
寺
」の
位
に
就
い
た
こ
と
を
し
る
し
た
あ
と
、

三
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方
丈
に
毎
晩
現
れ
る
妖
婦
の
話
に
筆
を
す
す
め
る
の
で
あ
っ
た
。

服
勤
ス
ル
コ
ト
多
年
、時
ニ
有
二リ
一
女
兒
一
薄
暮
或
ハ
乗
二シ
風
雲
一ニ
来
リ
或
ハ
深
更
潜
ニ
来
リ
上
二テ
方
丈
一ニ
反
二テ
天
明
一ニ
帰
ル
コ
ト
数
回
、衆
皆
ナ
訝
レル
焉
ヲ
。

師
携
レテ

杖
ヲ
候
下テ

女
ノ
自
二ヨ
リ
方
丈
一
回
上ヲ

打
レコ
ト
之
数
下
シ
テ
云
ク
、
清
浄
ノ
伽
藍
不
レ
容
二
恁　
ノ
汚
穢
一ヲ

重
テ
来
バ
驀
面
ニ
打
殺
サ
ン
。女
ノ
云
ク
、

我
ハ
非
人
ナ
リ
、久
ク
屈
二
蟠
ス
干
池
中
一ニ
投
二シ
テ
和
尚
一ニ
求
二ム
作
仏
一ヲ
、有
二テ
何
ノ
罪
過
一
打
レツ
ヤ
我
ヲ
耶
、向
後
護
二シ
師
ノ
法
一ヲ
去
ル
コ
ト
在
ン
。
師
云
ク
、

無
上
ノ
大
法
、
人
天
不
レ
能
レハ
測
ル
コ
ト
、呵
叱
、子
、畜
生
、護
二セ
ン

箇
ノ
甚　
一ヲ
カ
。又
打
コ
ト
数
下
、女
、温
顔
ニ
シ
テ
退
出
セ
リ
。一
日
黎
ア
ク
ル
コ
ロ
ヲ
イ

明

雲
霧
尽
二
覆
シ
干
池
上
一ニ
驚
濤
怒
鼓
、大
蛇
横
二
趨
シ
テ
於
山
門
頭
一ニ
拝
二
謁
シ
幻
公
一ニ
洗
滌
二シ
テ
罪
垢
一ヲ
受
二ク
法
脈
帰
戒
一ヲ
、忽
チ
脱
二シ
テ
蛇
鱗
一ヲ
昇

天
シ
去
ル（
其
ノ
蛇
鱗
至
レテ
今
ニ
留
メ
テ
鎮
二ス
山
門
一ヲ
）
後
来
名
二ク
ル
コ
ト
蛇
池イ
ケ

一ト
者
起
二レ
リ
干
此
一
。
於
レ
是
師
ノ
之
道
声
洋
二
益
ス
於
四
表
一ニ
。

　

女
の
正
体
は
池
の
深
淵
に
久
し
く
蟠
踞
す
る
悪
龍
で
あ
り
、
一
径
の
教
化
を
受
け
て
寺
を
退
く
。
し
ば
ら
く
経
っ
た
あ
る
日
の
明
け

方
、
池
の
主
は
大
蛇
の
本
性
を
あ
ら
わ
し
て
山
門
の
前
に
身
を
横
た
え
、
通
幻
に
拝
謁
し
て
法
脈
帰
戒
を
授
か
る
と
、
蛇
の
鱗
を
脱
し

て
天
に
昇
っ
た
。
こ
の
と
き
の
鱗
九
枚
と
蛇
池
が
邪
神
救
済
の
証あ
か
し
と
な
っ
て
今
も
永
沢
寺
の
山
内
に
伝
わ
る
。

　

龍
女
の
成
仏
と
幽
霊
済
度
、
あ
る
い
は
蛇
鱗
と
幽
霊
画
と
い
っ
た
目
に
見
え
る
寺
宝
の
違
い
か
ら
、
永
沢
寺
の
説
話
と
永
国
寺
の
そ

れ
は
、
一
見
別
々
の
伝
承
の
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
迷
霊
の
導
き
と
禅
旨
の
勝
利
を
話
の
中
心
に
置
く
点
は
、
い
ず
れ
も
曹
洞
宗
教

団
に
行
き
わ
た
っ
た
神
人
化
度
の
思
想
を
逸
脱
し
て
い
な
い
。

　

昔
話
に
話
型
が
あ
る
よ
う
に
、
唱
導
説
話
に
は
布
教
の
目
的
に
か
な
う
語
り
口
の
定
型
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
重
視
し
て
い
え
ば
、

永
国
寺
の
幽
霊
済
度
が
通
幻
―
一
径
―
実
底
と
連
な
る
法
脈
に
流
伝
し
た
説
話
の
伝
統
と
無
関
係
に
着
想
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

永
国
寺
の
幽
霊
画
は
、
開
創
の
時
代
よ
り
は
る
か
に
時
を
経
た
作
風
で
あ
り
な
が
ら
、
由
来
語
り
の
枠
組
み
じ
た
い
は
通
幻
、
一
径
の

三
三

麿公

麿公



往
古
に
さ
か
の
ぼ
る
神
人
化
度
の
ス
タ
イ
ル
を
踏
ま
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
訛
伝
の
よ
う
で
い
て
、
存
外
に
古
風
な
洞
門
縁
起
の

特
徴
を
示
す
と
考
え
た
方
が
、
幽
霊
画
由
来
談
の
本
質
に
近
付
け
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

　

な
お
、
一
点
留
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
永
国
寺
の
幽
霊
画
を
め
ぐ
る
口
伝
で
、
救
済
の
対
象
が
地
頭
の
愛
妾
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ

る
。
中
世
以
前
の
神
人
化
度
説
話
の
多
く
が
寺
域
に
棲
み
つ
い
た
土
着
の
神
霊
（
山
神
・
水
神
）
の
帰
伏
を
語
る
の
に
対
し
て
、
時
代

が
下
が
り
十
六・七
世
紀
に
近
づ
く
に
し
た
が
っ
て
、
生
身
の
妻
妾
の
幽
魂
を
鎮
め
る
女
人
済
度
譚
の
色
彩
が
強
ま
っ
て
い
く注
４
。

　

た
と
え
ば
東
海
地
方
の
拠
点
寺
院
で
あ
る
可
睡
斎
（
静
岡
県
袋
井
市
）
の
開
創
由
来
は
、
信
長
の
命
で
誅
さ
れ
た
築
山
御
前
（
徳
川

家
康
正
室
）
の
怨
霊
鎮
圧
を
中
興
の
機
縁
と
す
る
。
十
一
世
等
膳
禅
師
は
、
横
死
の
の
ち
蛇
形
と
な
っ
て
家
康
に
祟
る
奥
方
の
亡
魂
を

弔
祭
し
、
幕
府
の
手
厚
い
外
護
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
（
元
禄
一
三
年
・
一
七
〇
〇
写
『
龍
泉
源
皎
歴
志
』、『
江
戸
幕
府
寺
社
奉
行
裁

許
状
』）。
徳
川
政
権
開
闢
の
前
史
に
起
き
た
歴
史
の
暗
部
を
扱
う
伝
承
だ
け
に
内
容
そ
の
も
の
に
興
味
を
お
ぼ
え
る
。
い
ず
れ
に
し
て

も
可
睡
斎
の
怨
霊
譚
は
、
禅
僧
の
神
人
化
度
が
土
着
の
神
か
ら
女
霊
の
救
済
に
遷
移
す
る
転
換
点
を
示
唆
す
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
一
方
、
江
戸
は
女
霊
の
時
代
で
あ
っ
た
。
折
し
も
女
訓
思
想
を
下
敷
き
と
し
た
、
妬
み
、
怨
み
、
化
け
る
女
の
妖
異
が
江
戸
怪
談
や

芝
居
の
怨
霊
事
に
潤
色
さ
れ
て
世
俗
に
ひ
ろ
ま
っ
て
い
っ
た
。「
累
」
の
解
脱
（『
死
霊
解
脱
物
語
聞
書
』）
か
ら
『
東
海
道
四
谷
怪
談
』

の
「
於
岩
」
へ
と
展
開
す
る
祟
る
女
の
系
譜
は
そ
の
典
型
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
近
世
文
芸
の
流
行
色
を
反
映
し
て
、
唱
導
説

話
の
世
界
に
お
い
て
も
女
霊
救
済
譚
へ
の
傾
斜
が
顕
在
化
す
る
の
で
あ
る
。

　

江
戸
中
期
の
曹
洞
宗
教
団
に
あ
っ
て
、
宗
祖
・
道
元
の
伝
記
に
絡
め
た
女
霊
済
度
の
因
縁
が
、
大
本
山
永
平
寺
の
開
創
縁
起
の
体
裁

で
僧
俗
の
あ
い
だ
に
四
散
し
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
時
代
変
遷
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
「
血
脈
池
の
度
霊
」
と
し
て
知
ら

れ
る
説
話
は
中
世
以
前
の
道
元
伝
記
に
記
載
を
見
な
い
。
激
し
い
怨
嗟
の
念
ゆ
え
に
こ
の
世
を
さ
ま
よ
う
女
霊
と
い
う
、
江
戸
怪
談
に

も
あ
い
通
ず
る
話
材
が
同
時
代
の
僧
坊
に
許
容
さ
れ
、
道
元
伝
記
の
一
景
に
取
り
込
ま
れ
る
に
い
た
っ
た
経
緯
と
は
い
か
な
る
も
の
で
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あ
っ
た
の
か
。
永
国
寺
の
幽
霊
画
伝
承
の
成
立
背
景
を
、
近
世
の
禅
林
を
と
り
ま
く
広
汎
な
説
話
の
環
境
よ
り
読
み
解
く
た
め
、
近
世

の
道
元
伝
に
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
血
脈
池
伝
説
の
あ
り
よ
う
に
話
を
す
す
め
よ
う
。

　
　
　

四
　
道
元
と
血
脈
池
の
女

　

福
井
県
永
平
寺
町
の
吉
祥
山
永
平
寺
の
開
創
（
寛
元
二
年
・
一
二
四
四
）
に
あ
た
り
、
鎌
倉
の
御
家
人
で
越
前
志
比
庄
を
領
し
た
波

多
野
義
重（
～
一
二
五
八
）の
手
厚
い
援
助
が
あ
っ
た
こ
と
は
歴
史
的
事
実
で
あ
っ
た
。宗
門
の
正
統
的
な
道
元
伝
記
で
あ
る『
建
撕
記
』（
応

仁
二
年
・
一
四
六
六
～
文
明
四
年
・
一
四
七
二
頃
）
も
義
重
の
外
護
を
得
た
永
平
寺
の
開
堂
に
言
及
し
て
お
り
、
大
檀
那
・
波
多
野
氏
の

存
在
は
教
団
の
公
式
見
解
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
一
方
、
永
平
寺
周
辺
の
民
談
に
は
、
義
重
の
愛
妾
の
横
死
霊
に
ま
つ
わ
る
血
脈
池
の
因
縁
が
語
ら
れ
て
い
た
。
杉
原
丈
夫
の
『
越
前

若
狭
の
伝
説
』（
一
九
七
〇
）
は
『
福
井
県
の
伝
説
』
か
ら
の
引
用
と
注
記
し
て
次
の
民
談
を
載
せ
て
い
る
。

血
脈
池
は
、
お
き
ち
が
池
と
も
い
う
。
寛
元
の
こ
ろ
（
一
二
四
三
こ
ろ
）
当
地
の
地
頭
波
多
野
義
重
の
愛
妾
に
お
き
ち
と
い
う
者
が

あ
っ
た
。
本
妻
の
ね
た
み
を
受
け
、花
見
の
た
め
池
の
ほ
と
り
を
通
っ
た
と
き
、突
き
落
と
さ
れ
て
死
ん
だ
。
そ
の
亡
霊
が
現
わ
れ
、

日
夜
本
妻
を
苦
し
め
た
の
で
、
妻
は
道
元
禅
師
に
救
い
を
求
め
た
。
禅
師
は
池
の
ほ
と
り
へ
行
き
、
仏
祖
か
ら
伝
わ
っ
た
血
脈
を

投
じ
て
供
養
し
た
の
で
、
亡
霊
は
成
仏
し
て
、
現
わ
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
池
を
荒
ら
す
と
大
雨
が
降
る
と
い
う
。

　
「
血
脈
」
と
は
、
密
教
や
禅
宗
で
師
か
ら
弟
子
に
与
え
ら
れ
る
相
承
の
系
図
を
謂
い
、
釣
書
き
の
最
初
を
釈
迦
牟
尼
仏
よ
り
書
き
起
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こ
す
。す
な
わ
ち
憤
死
し
た
お
き
ち
の
亡
魂
は
道
元
の
し
た
た
め
た
血
脈
を
授
か
る
こ
と
に
よ
り
、仏
弟
子
と
な
り
成
仏
し
た
の
で
あ
る
。

　

現
代
の
民
話
で
は
、
と
く
に
永
平
寺
の
開
創
に
触
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
亡
霊
の
血
脈
受
戒
を
語
る
俗
説
の
源
流
を
遡
っ
て
み
る
と
、

ど
う
や
ら
十
六
世
紀
末
の
口
碑
に
、
領
主
の
妾
霊
を
鎮
め
た
功
績
に
よ
り
寺
が
開
か
れ
る
と
い
っ
た
、
女
霊
済
度
型
の
神
人
化
度
が
非

公
式
に
語
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。

　

血
脈
池
伝
説
の
初
出
と
み
ら
れ
る
永
平
寺
の
開
創
譚
が
中
世
末
の
天
正
年
間
（
一
五
七
三
～
九
二
）
に
成
立
し
た
一
色
直
朝
の
『
月

庵
酔
醒
記
』
下
巻
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。「
道
元
禅
師
永
平
寺
建
立
之
根
本
同
血
脈
」
と
題
す
る
章
段
の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

越
前
の
あ
る
じ
「
永
平
」
の
寵
姫
が
本
妻
の
た
め
に
池
に
沈
め
ら
れ
て
怨
霊
と
な
る
。
亡
婦
は
諸
国
行
脚
の
僧
に
お
の
れ
の
正
体

を
あ
か
し
て
血
脈
授
戒
に
よ
る
成
仏
を
願
い
、
紅
の
衣
を
脱
い
で
永
平
に
渡
し
て
欲
し
い
と
託
け
る
。
在
京
の
永
平
は
証
拠
の
小

袖
に
愁
嘆
の
涙
を
流
し
、
愛
す
る
女
の
た
め
に
道
元
和
尚
の
血
脈
を
送
り
弔
祭
供
養
す
る
。
こ
の
一
件
に
因
り
越
前
の
地
に
永
平

寺
が
開
か
れ
た
。

    

　

亡
婦
の
言
告
け
を
モ
テ
ィ
ー
フ
と
す
る
話
型
じ
た
い
は
、
中
世
小
説
、
説
話
文
学
に
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
「
片
袖
幽
霊
譚
」
の

バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
ろ
う注
５

。
た
だ
し
、「
血
脈
授
戒
」
と
い
う
洞
門
僧
に
必
須
の
宗
教
儀
礼
を
話
の
中
心
点
に
置
き
、
永
平
寺
の
開
基

に
結
び
付
け
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
て
、
こ
の
話
が
洞
門
の
僧
坊
か
ら
発
信
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
点
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。

　

た
だ
し
、
そ
う
は
い
っ
て
も
血
脈
の
由
来
が
『
月
庵
酔
醒
記
』
に
採
録
さ
れ
た
時
点
で
は
、
い
ま
だ
非
公
式
な
俗
説
で
あ
る
こ
と
に

変
わ
り
は
な
い
。『
建
撕
記
』
は
も
と
よ
り
『
永
平
仏
法
道
元
禅
師
紀
年
録
』（
延
宝
六
年
・
一
六
七
八
）
等
の
伝
記
に
採
録
さ
れ
て
い

な
い
の
は
そ
の
証
左
で
あ
ろ
う
。
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血
脈
池
の
話
が
宗
門
の
公
的
史
伝
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
十
六
世
紀
末
か
ら
さ
ら
に
百
年
程
の
ち
の
『
永
平
開
山
道

元
和
尚
行
録
』（
延
宝
元
年
・
一
六
七
三
刊
）
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
。「
血
脈
度
霊
」
の
題
目
を
付
し
た
漢
文
体
の
伝
記
は
、
義
重
の

妾
婦
が
夫
人
の
嫉
妬
の
た
め
に
誅
殺
さ
れ
霊
異
を
な
す
こ
と
か
ら
始
ま
り
。
妾
霊
が
旅
僧
に
証
拠
の
袖
を
託
し
た
こ
と
、
道
元
の
血
脈

を
池
に
投
ず
る
方
法
に
よ
り
女
の
怨
嗟
を
封
じ
仏
果
を
得
た
こ
と
、
そ
し
て
、
義
重
を
檀
越
と
し
た
永
平
寺
の
建
立
に
言
い
及
ぶ
の
で

あ
る
。
全
般
に
『
月
庵
酔
醒
記
』
の
内
容
と
一
致
し
て
お
り
、
末
尾
に
「
池
在
二
永
平
寺
境
内
一
、
今
号
二
血
脈
池
一
」
と
注
記
し
て
い
る
。

こ
こ
に
い
た
り
血
脈
池
の
伝
承
が
教
団
公
認
の
刊
行
物
に
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
意
味
は
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。

　

や
が
て
十
九
世
紀
に
入
る
と
血
脈
度
霊
の
一
件
は
、
大
衆
向
け
の
普
及
版
道
元
伝
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
絵
解

き
説
法
の
た
め
の
道
元
絵
伝
に
図
像
化
さ
れ
、
一
般
信
徒
の
ひ
ろ
く
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
く
。

　
　
　

五
　
幽
霊
救
済
の
図
像
化
と
絵
解
き

　

折
か
ら
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
の
道
元
五
百
五
十
年
忌
を
機
に
、
教
団
全
体
に
宗
祖
の
古
風
に
立
ち
戻
ろ
う
と
す
る
復
古
の
気
運

が
高
ま
り
を
み
せ
、
在
家
向
け
の
絵
入
り
伝
記
本
の
刊
行
が
あ
い
つ
い
だ注
６
。
す
な
わ
ち
大
賢
鳳
樹
・
瑞
岡
珍
牛
編
の
『
訂
補
建
撕
記
図

会
』（
文
化
三
年
・
一
八
〇
六
刊
）、
珍
牛
選
の
『
永
平
高
祖
行
状
記
』（
同
六
年
刊
）
は
い
ず
れ
も
平
易
な
文
章
と
豊
富
な
挿
絵
を
導
入

し
た
出
版
物
で
、
図
像
文
学
と
し
て
の
道
元
伝
を
世
俗
に
流
布
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
た
と
え
ば
『
永
平
高
祖
行
状
記
』
は
血
脈
池

の
場
面
を
信
徒
の
理
解
に
適
し
た
平
仮
名
文
体
で
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。（
図
４　

文
末
）

当
時
越
前
国
に
波
多
野
出
雲
守
義
重
と
て
、
世
に
聞
え
た
る
勇
士
あ
り
。
其
妾
み
め
う
る
は
し
く
、
こ
こ
ろ
ざ
ま
、
す
な
ほ
な
る

三
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に
、
愛め
で

て
寵
い
つ
く
しみ

も
て
か
し
づ
け
ば
、
妻
女
ふ
か
く
妬
み
て
、
み
そ
か
に
従
者
を
し
て
彼
妾
を
太み
や
ま山

の
地
に
淪
め
し
む
。
し
か
る
に

亡
魂
夜
な
夜
な
あ
ら
は
れ
、
く
る
し
げ
に
叫さ
け
び喚

け
れ
ば
、
里
人
お
そ
れ
て
ゆ
き
き
も
絶
に
き
。
あ
る
僧
あ
は
れ
み
、
高
祖
の
道
徳

を
つ
た
へ
き
き
て
、
都
に
の
ぼ
り
血
脈
を
こ
ひ
帰
り
て
、
か
の
霊
に
授
け
け
る
に
、
忽
紫
雲
棚
引
妙
な
る
声
し
て
、
吾
無
上
の
正
法

を
え
し
功
力
に
よ
り
、
幽
冥
の
苦
を
ま
ぬ
か
れ
た
り
と
。
夫
よ
り
義
重
、
高
祖
を
尊
崇
せ
ら
る
る
事
い
と
も
ふ
か
し
。

　
こ
の
よ
う
な
通
俗
伝
記
の
流
れ
は
や
が
て
道
元
一
代
記
の
図
像
化
へ
と
展
開
し
て
い
く
。
木
版
手
彩
色
の
技
法
を
用
い
て
刷
ら
れ
た

掛
幅
形
式
の
『
永
平
道
元
禅
師
行
状
之
図
』（
双
幅
、
文
化
一
三
年
印
刻
）
や
『
高
祖
道
元
禅
師
行
跡
図
』（
双
幅
、
近
世
末
）
は
普
及

型
絵
伝
の
代
表
作
品
で
あ
り
、
板
木
を
所
蔵
す
る
永
平
寺
よ
り
各
末
寺
に
下
付
さ
れ
、
絵
解
き
説
法
の
助
け
と
な
っ
た
。
明
治
十
二
年

刊
の
銅
版
絵
伝
に
い
た
る
ま
で
数
多
く
の
道
元
絵
伝
が
刷
ら
れ
て
曹
洞
宗
寺
院
の
余
間
に
掛
け
ら
れ
た
。（
図
５・６　

文
末
）

　

さ
ら
に
ま
た
、
門
派
寺
院
の
な
か
に
は
、
板
木
を
用
い
ず
、
地
元
の
絵
師
に
依
頼
し
て
自
坊
独
自
の
肉
筆
道
元
伝
を
制
作
す
る
こ
と

も
あ
っ
た
。
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
に
信
州
更
級
の
絵
師
・
臨
行
斎
省
行
に
描
か
せ
た
『
道
元
一
代
曼
荼
羅
』（
全
四
幅
、
長
野
市
玄

峰
院
蔵
）
な
ど
の
絵
伝
が
い
ま
に
残
る
。（
図
７　

文
末
）

　

以
上
の
掛
幅
絵
伝
が
お
し
な
べ
て
血
脈
度
霊
の
話
を
宗
祖
一
代
記
の
名
場
面
と
し
て
扱
い
、
図
像
化
し
た
こ
と
は
、
江
戸
庶
民
の
俗

耳
に
入
り
易
い
幽
霊
成
仏
の
劇
的
結
末
を
視
覚
効
果
の
強
い
絵
解
き
に
よ
っ
て
説
き
ひ
ろ
め
た
、
こ
の
時
代
の
唱
導
の
場
の
実
状
を
如

実
に
も
の
が
た
る注
７

。

　

目
で
視
て
耳
で
聴
く
立
体
的
な
絵
解
き
説
法
の
隆
盛
は
、
い
つ
し
か
宗
門
正
史
に
則
る
中
世
ま
で
の
高
僧
伝
の
世
界
を
離
れ
て
、
信

徒
の
素
朴
な
信
仰
心
に
訴
え
か
け
る
新
た
な
宗
教
物
語
を
生
み
出
し
て
い
く
。
歴
史
考
証
の
正
し
さ
よ
り
も
生
活
感
や
共
感
性
に
充
ち

あ
ふ
れ
る
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
話
材
が
好
ま
れ
た
の
は
時
代
の
趨
勢
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

三
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か
よ
う
な
大
衆
化
の
流
れ
を
反
映
し
て
、
血
脈
池
の
霊
験
は
宗
祖
一
代
記
の
一
景
に
定
着
し
、
諸
寺
の
掛
幅
絵
伝
に
度
霊
の
大
団
円

が
視
覚
化
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

な
お
、血
脈
池
伝
説
を
し
る
す
近
世
後
期
の
通
俗
伝
記
の
な
か
に
は
、文
化
二
年
刊
『
永
平
開
山
元
禅
師
行
状
伝
聞
記
』
の
よ
う
に
、

当
節
流
行
の
浄
瑠
璃
（『
越
前
国
永
平
寺
開
山
記
』）
に
材
を
得
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
の
濃
い
も
の
さ
え
見
出
さ
れ
る注
８
。
血
脈
池
伝
説
の

広
汎
な
民
間
受
容
を
支
え
た
勧
化
の
あ
り
よ
う
が
よ
く
分
か
る
事
例
で
あ
る
。

　
　
　

六
　
他
宗
高
僧
絵
伝
の
場
合

　

も
っ
と
も
、
近
世
の
高
僧
絵
伝
に
登
場
す
る
幽
霊
済
度
の
テ
ー
マ
と
図
像
化
は
、
必
ず
し
も
曹
洞
宗
門
の
み
の
特
殊
事
情
と
は
い
え

な
い
側
面
が
あ
る
。
真
宗
に
お
い
て
は
、
親
鸞
の
旧
跡
寺
院
を
紹
介
し
た
通
俗
勧
化
本
『
二
十
四
輩
順
拝
図
会
』（
前
編
享
和
三
年
・

一
八
〇
三
刊
、
後
編
文
化
六
年
・
一
八
〇
九
刊
）
を
ひ
も
と
く
と
、
こ
こ
に
も
女
霊
救
済
の
因
縁
が
宗
祖
の
法
徳
を
称
え
る
例
話
と
な
っ

て
援
用
さ
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
。

　

す
な
わ
ち
後
編
巻
之
三「
長
島
喜
八
」の
項
は
、幽
鬼
と
化
し
て
村
里
に
祟
る
産
死
婦
の
妖
異
を
取
り
あ
げ
る
。
関
東
を
布
教
中
の
親

鸞
は
、
小
石
に
経
文
を
書
き
付
け
弔
う
方
法
に
よ
り
幽
鬼
を
鎮
め
る
の
で
あ
っ
た
。
上
方
の
浮
世
絵
師
・
竹
原
春
泉
斎
の
挿
絵
は
、
女

霊
に
怖
れ
お
の
の
く
里
人
の
あ
り
さ
ま
を
克
明
に
描
き
出
し
、親
鸞
伝
説
の
一
部
始
終
を
リ
ア
ル
に
再
現
し
て
み
せ
る
。（
図
８　

文
末
）

　

版
本
に
載
る
産
死
婦
の
図
像
は
、
肉
筆
の
親
鸞
絵
伝
に
も
取
り
込
ま
れ
、
女
霊
済
度
の
因
縁
を
布
宣
し
て
い
っ
た
。
静
岡
県
河
津
町・

専
光
寺
の
「
関
東
絵
伝
」
は
、
そ
の
一
例
と
い
え
る
だ
ろ
う
。（
図
９　

文
末
）

　

さ
ら
に
ま
た
『
二
十
四
輩
順
拝
図
会
』
所
収
の
常
陸
・
無
量
寿
寺
（
茨
城
県
鉾
田
市
鳥
栖
）
の
縁
起
は
、
領
主
村
田
刑
部
の
奥
方
が

三
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親
鸞
の
教
化
を
受
け
て
妄
執
よ
り
解
き
放
た
れ
た
度
霊
の
一
件
に
言
い
お
よ
ぶ
。

荒
寺
に
出
没
す
る「
産う
ぶ
め女

て
ふ
化け
し
よ
う生

」を
み
ご
と
に
得
脱
さ
せ
た
縁
に
よ
り
、
無
量

寿
寺
は
真
宗
寺
院
と
し
て
再
興
さ
れ
、
二
十
四
輩
の
名
刹
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。

い
ま
も
境
内
に
女
霊
済
度
の
旧
跡
で
あ
る「
御
経
塚
」が
伝
存
す
る
。（
図
10
）

　
こ
れ
ら
の
女
霊
済
度
譚
は
、
い
ず
れ
も
二
十
四
輩
寺
院
の
周
辺
で
制
作
さ
れ
た

江
戸
中
・
後
期
の
「
関
東
絵
伝
」
に
図
像
化
さ
れ
た
ば
か
り
か
、
縁
起
に
ち
な
む

幽
霊
の
掛
幅
絵
さ
え
描
か
れ
、
絵
伝
を
補
う
役
割
を
果
し
て
い
る
。

　

無
量
寿
寺
に
伝
わ
る
江
戸
末
か
ら
明
治
こ
ろ
の
幽
霊
画
は
そ
の
ひ
と
つ
で
あ

り
、
毎
年
お
盆
の
時
期
に
一
般
公
開
さ
れ
る
。
当
寺
の
隠
居
寺
で
あ
る
近
隣
の
無

量
寺
（
鉾
田
市
富
田
）
も
別
筆
の
掛
幅
を
寺
宝
と
し
て
お
り
、
一
軸
の
絵
が
往
時

の
霊
験
を
裏
付
け
る
証
拠
と
な
っ
て
い
る
の
が
分
か
る
。（
図
11
・
12　

文
末
）

　

村
田
刑
部
の
奥
方
の
得
脱
譚
は
、
さ
ら
に
遠
く
離
れ
た
九
州
に
伝
播
し
、
長

崎
市
・
光
源
寺
（
真
宗
本
願
寺
派
）
の
「
産う
ぶ

女め

幽
霊
」
の
伝
説
に
姿
を
変
え
て
い

る注
９

。
寺
に
は
無
量
寿
寺
の
幽
霊
画
を
正
確
に
写
し
た
掛
幅
の
ほ
か
に
、
ご
く
最
近

に
な
っ
て
県
内
外
の
関
係
者
よ
り
献
納
さ
れ
た
四
幅
の
幽
霊
画
（「
反
魂
香
」「
子

抱
き
幽
霊
」
な
ど
）
が
寺
宝
に
加
え
ら
れ
て
盆
の
十
六
日
に
「
産
女
の
木
像
」
と

と
も
に
開
帳
さ
れ
る
の
で
あ
る注1
注 

。（
図
13

文
末
）

　

高
僧
絵
伝
と
幽
霊
画
の
密
な
つ
な
が
り
と
い
う
点
で
は
、
琵
琶
湖
に
浮
か
ぶ
沖

四
〇

図10　無量寿寺の御経塚



島
（
滋
賀
県
近
江
八
幡
市
）
の
西
福
寺
に
伝
わ
る
「
幽
霊
済
度・虎と
ら
ふ斑

の
名
号
」
の
由
来
も
触
れ
て
お
く
べ
き
事
例
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

島
を
訪
れ
た
蓮
如
上
人
は
、
子
を
残
し
て
こ
の
世
を
去
っ
た
亡
婦
霊
に
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
書
き
与
え
て
死
者
の
未
練
を
断
ち

切
る
。
寺
に
は
幽
霊
成
仏
の
あ
ら
ま
し
を
し
る
し
た
文
化
三
年（
一
八
〇
六
）の
縁
起
書
の
ほ
か
に
、そ
の
内
容
を
絵
画
化
し
た
双
幅
の『
御

名
号
御
絵
伝
』
が
伝
存
す
る注注
注

。（
図
14　

文
末
）

　

さ
ら
に
は
明
治
十
二
年
に
門
徒
の
岡
田
氏
が
「
西
京
画
所
」
に
依
頼
し
て
画
か
せ
た
幽
霊
画
一
幅
も
寺
宝
に
加
え
ら
れ
、
名
号
染
筆

の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
再
現
し
て
い
る
。（
図
15　

文
末
）

　

さ
て
、
曹
洞
宗
や
真
宗
の
民
衆
教
化
活
動
に
散
在
す
る
こ
れ
ら
の
類
例
を
踏
ま
え
て
、
寺
蔵
幽
霊
画
の
意
味
を
考
え
て
み
た
場
合
、

高
僧
絵
伝
と
幽
霊
画
の
関
係
が
、
い
わ
ば
指
呼
の
距
離
を
保
つ
状
態
に
あ
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
近
世
後
期
の
僧
坊
を
に
ぎ
わ
せ

た
絵
解
き
説
法
の
場
に
宗
祖
や
開
山
僧
の
遺
徳
を
し
の
ぶ
度
霊
の
物
語
が
語
ら
れ
、
さ
ら
に
説
話
の
延
長
線
上
に
、
善
導
を
受
け
た
亡

者
の
姿
を
幽
霊
画
の
様
式
に
画
き
直
し
た
絵
画
が
派
生
し
て
寺
の
宝
物
に
加
わ
っ
て
い
く
。
幽
霊
画
が
寺
院
縁
起
を
補
完
す
る
役
割
を

担
う
よ
う
に
な
っ
た
背
景
は
、
大
衆
化
と
視
角
化
、
芸
能
化
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
す
る
宗
門
史
の
流
れ
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
に
く
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
死
者
の
図
像
を
用
い
た
唱
導
の
あ
り
よ
う
を
、
ご
く
自
然
な
も
の
と
受
け
止
め
る
土
壌
が
、
江

戸
か
ら
明
治
の
僧
坊
と
寺
参
り
の
民
衆
に
共
有
さ
れ
て
い
た
と
み
て
大
き
く
あ
や
ま
つ
ま
い
。

　
　
　

七
　
高
僧
絵
伝
か
ら
幽
霊
画
へ

　

仏
教
唱
導
を
目
的
と
し
た
幽
霊
済
度
譚
の
拡
散
と
寺
蔵
幽
霊
画
の
浅
か
ら
ぬ
連
関
を
さ
ら
に
理
解
す
る
た
め
、
い
ま
い
ち
ど
血
脈
池

伝
説
の
法
席
へ
の
浸
透
を
追
尾
し
て
み
た
い
。

四
一



　

そ
も
そ
も
禅
僧
は
実
際
に
ど
の
よ
う
な
文
脈
と
語
り
口
で
宗
祖
の
幽
霊
済
度
を
布
宣
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
あ
た
り
の
事
情
を

垣
間
見
る
こ
と
の
で
き
る
法
談
が
明
治
四
十
二
年
刊
の
『
授
戒
説
教
』
に
見
出
さ
れ
る
。

　

本
書
は
原
題
を『
戒
会
落
草
談
』と
い
い
、志
摩
の
常
安
寺
に
住
し
た
雲
欞
泰
禅（
一
七
五
二
―
一
八
一
六
）が
享
和
四
年（
一
八
〇
四
）

の
二
月
、
同
寺
の
授
戒
会
に
集
ま
っ
た
人
々
に
対
し
て
行
っ
た
説
教
の
筆
録
集
で
あ
っ
た注1
注

。
あ
ま
た
の
僧
俗
を
前
に
、
雲
欞
は
血
脈
の

功
徳
に
つ
い
て
平
明
な
言
葉
を
使
い
説
き
明
か
す
。

サ
テ
コ
ノ
血
脈
ノ
ア
リ
ガ
タ
イ
コ
ト
ハ
、
大
抵
御
存
ジ
ノ
方
モ
ア
ラ
フ
ガ
、
赤
池
千
里
野
無
二
青
草
一
ト
イ
フ
様
ニ
、
ヒ
デ
リ
ガ
ツ
ヅ

ヒ
テ
民
百
姓
ガ
雨
ヲ
ホ
シ
ガ
ル
時
分
ニ
、
海
上
ヘ
舟
ヲ
ク
リ
出
シ
テ
、
コ
ノ
血
脈
ヲ
龍
神
ニ
授
テ
ソ
ノ
礼
ニ
雨
ヲ
降
セ
タ
コ
ト
ナ
ド

ア
マ
タ
ア
リ
。

又
幽
霊
ニ
授
テ
頓
ニ
成
仏
イ
タ
シ
タ
例
シ
モ
ア
リ
、
又
ハ
活
キ
霊
死
霊
ノ
類
ヒ
ニ
授
ケ
祟
リ
ヲ
鎮
メ
タ
コ
ト
モ
ア
リ
、
ソ
ノ
外
無
縁

ノ
霊
ノ
タ
タ
リ
ヲ
収
メ
タ
ト
イ
フ
様
ナ
コ
ト
ハ
、
数
カ
ギ
リ
モ
ナ
ク
ア
ル
コ
ト
ナ
レ
バ
、
中
中
一
朝
一
夕
ニ
ハ
演
ベ
尽
サ
レ
ヌ
。　

　

旱
天
の
折
の
雨
乞
い
や
幽
霊
済
度
、
あ
る
い
は
生
霊
死
霊
の
祟
禍
を
除
く
血
脈
の
功
徳
と
い
っ
た
、
民
間
信
仰
に
直
結
す
る
呪
的
儀

礼
の
実
状
に
触
れ
な
が
ら
、
法
談
は
宗
祖
道
元
の
故
実
に
話
の
核
心
を
す
す
め
て
い
く
。

中
ニ
モ
ム
カ
シ
越
前
ニ
波
多
野
雲
州
刺
史
藤
原
義
重
ト
イ
フ
大
名
ガ
有
タ
、
サ
テ
大
名
ノ
コ
ト
ナ
レ
バ
、
勿
論
富
貴
栄
花
ニ
倣
リ
、

色
ヲ
好
ミ
多
ク
ノ
美
人
ヲ
愛
セ
ラ
レ
タ
、
ソ
ノ
内
別
シ
テ
一
人
ノ
美
女
ヲ
、
ス
グ
レ
テ
愛
セ
ラ
レ
テ
ア
ル
。

四
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義
重
の
深
い
情
愛
は
奥
方
の
嫉
妬
を
増
幅
さ
せ
る
結
果
と
な
り
、
殿
の
留
守
を
良
い
こ
と
に
、
つ
い
に
下
人
に
命
じ
て
愛
妾
を
山
中

の
深
い
池
に
は
め
て
謀
殺
す
る
。

爾
ノ
時
、
美
人
、
扨
扨
恨
メ
シ
イ
コ
ト
カ
ナ
ト
、
心
ノ
内
ニ
一
念
思
ヒ
ナ
ガ
ラ
、
ツ
イ
ニ
水
底
ニ
沈
ン
デ
仕
舞
ツ
タ
、
夫
カ
ラ
、
ソ

ノ
亡
魂
幽
霊
ト
成
ツ
テ
、処
処
方
方
カ
ケ
マ
ワ
リ
泣
キ
叫
ブ
、ソ
ノ
声
ヘ
凛
呼
ト
シ
テ
オ
ソ
ロ
シ
ク
、人
ノ
腸
ヲ
サ
ク
位
ヒ
ニ
ア
ツ
タ
、

　

そ
の
こ
ろ
一
人
の
行
脚
僧
が
旅
の
道
す
が
ら
当
地
に
杖
を
と
ど
め
た
。
荒
ぶ
る
怨
霊
の
噂
を
耳
に
し
た
僧
は
、
池
の
端
に
坐
し
て
亡

者
の
苦
し
み
を
取
り
除
き
、
京
に
上
っ
て
亡
者
よ
り
預
っ
た
証
拠
の
小
袖
を
義
重
に
渡
す
。
や
が
て
道
元
の
し
た
た
め
た
血
脈
を
池
に

投
ず
る
と
、
亡
霊
は
「
幽
冥
ノ
苦
ヲ
免
レ
」
天
に
上
っ
た
。
こ
れ
に
感
応
し
た
義
重
は
領
地
を
差
し
出
し
永
平
寺
を
開
堂
す
る
。
か
よ

う
な
話
の
顛
末
は
、
先
に
み
た
通
俗
伝
記
や
絵
伝
の
筋
立
て
と
一
致
し
て
い
る
。

　
一
方
、
こ
の
説
教
本
の
真
の
狙
い
が
血
脈
の
功
徳
を
宗
祖
の
逸
事
に
か
ら
め
て
説
き
示
す
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
章
末
の
以
下
の

法
談
を
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

ソ
ノ
女
人
ノ
法
名
ハ
如
是
精
霊
ト
イ
フ
テ
、
今
ニ
至
テ
開
基
ノ
位
牌
ガ
ア
ル
、
又
ソ
ノ
池
ハ
血
脈
池
ト
号
シ
テ
、
今
ニ
永
平
寺
ノ

境
内
ニ
ア
ル
、
爾シ
カ

レ
バ
煩
悩
業
障
ヲ
解
脱
シ
、
仏
果
菩
提
ヲ
成
就
ス
ル
ニ
ハ
、
コ
ノ
釈
迦
如
来
カ
ラ
代
代
相
続
シ
タ
ル
オ
チ
ス
ジ

ノ
系
図
、
仏
祖
正
伝
菩
薩
大
戒
ノ
血
脈
ヨ
リ
上
ノ
コ
ト
ハ
ナ
ヒ
。

　

俗
耳
に
親
し
い
口
語
調
の
法
談
は
、
血
脈
授
戒
の
最
終
勝
利
を
称
え
て
お
わ
る
。
言
を
換
え
て
い
え
ば
、
仏
祖
よ
り
連
綿
と
つ
づ
く

四
三



血
脈
の
奇
特
を
絶
対
視
す
る
例
話
と
し
て
、
血
脈
池
伝
説
が
援
用
さ
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

十
九
世
紀
初
頭
に
盛
ん
に
行
わ
れ
た
通
俗
説
教
の
潮
流
は
、
や
が
て
宗
祖
道
元
の
史
伝
の
み
な
ら
ず
、
各
地
に
教
線
を
伸
ば
し
た
洞

門
諸
流
の
中
興
派
祖
た
ち
の
伝
記
に
、
幽
霊
済
度
と
血
脈
授
戒
を
基
調
と
す
る
大
同
小
異
の
開
創
縁
起
を
派
生
し
て
い
る
。

　

峨
山
五
哲
の
ひ
と
り
太
源
宗
真
の
門
流
か
ら
は
梅
山
聞
本
（
～
一
四
一
七
）
が
出
て
、
北
陸
を
拠
点
に
布
法
活
動
を
展
開
し
た
。
梅

山
派
の
根
本
道
場
と
な
っ
た
越
前
の
龍
沢
寺
（
福
井
県
あ
は
ら
市
御
簾
尾
）
は
、
領
主
小
布
施
氏
の
愛
妾
お
笹
の
幽
霊
成
仏
に
ま
つ
わ

る
開
堂
の
因
縁
を
今
日
に
伝
え
て
い
る
。

　

奥
方
の
妬
み
を
受
け
て
母
の
形
見
の
鏡
を
奪
わ
れ
た
お
笹
は
、
深
い
淵
瀬
に
身
を
沈
め
、
恨
み
の
あ
ま
り
に
大
蛇
の
姿
と
な
る
。
あ

る
と
き
近
く
の
山
中
で
座
禅
修
行
中
の
梅
山
の
も
と
に
お
笹
の
亡
魂
が
あ
ら
わ
れ
、「
我
が
一
念
の
憤
り
に
因
り
て
苦
し
み
を
受
く
。
願

は
く
ば
血
脈
を
下
し
給
い
成
仏
な
さ
し
め
給
へ
」
と
懇
願
す
る
（『
平
田
山
龍
沢
寺
縁
起注1
注

』）。
そ
し
て
、
み
ご
と
女
霊
の
苦
患
を
救
っ
た

梅
山
の
高
徳
に
崇
敬
の
念
を
抱
い
た
小
布
施
氏
は
師
を
請
じ
て
龍
沢
寺
の
開
山
に
す
え
、
み
ず
か
ら
寺
の
大
檀
那
と
な
っ
た
。

　

現
在
、
龍
沢
寺
に
は
梅
山
の
生
涯
を
図
像
化
し
た
『
梅
山
聞
本
禅
師
御
絵
伝
』
と
、
史
伝
の
大
概
を
簡
素
に
書
き
と
め
た
『
梅
山
禅

寺
御
影
伝
略
縁
起
』
が
伝
存
す
る
。
い
ず
れ
も
梅
山
の
四
百
回
忌
に
あ
た
る
文
化
十
三
年
に
成
立
し
た
も
の
で
、
絵
伝
の
方
は
福
井
の

絵
師
・
蘭
川
の
作
画
に
よ
る
。
道
元
伝
の
血
脈
授
戒
譚
が
門
派
寺
院
の
開
創
縁
起
に
分
流
し
て
土
地
の
女
霊
救
済
説
話
を
生
み
出
す
過

程
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。（
図
16
・
17　

文
末
）

　
一
方
、
絵
画
の
形
態
と
表
現
様
式
の
面
か
ら
い
え
ば
、
道
元
絵
伝
に
源
を
発
す
る
血
脈
授
戒
譚
は
、
は
じ
め
は
お
も
に
絵
解
き
に
適

し
た
双
幅
も
し
く
は
四
幅
形
式
の
掛
幅
絵
伝
の
一
景
に
描
か
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
近
世
末
か
ら
明
治
の
こ
ろ
に
な

る
と
、
高
僧
一
代
記
よ
り
血
脈
の
場
面
を
部
分
抽
出
し
て
軸
装
す
る
形
の
も
の
が
新
た
に
作
ら
れ
、
個
々
の
寺
坊
の
宝
物
に
加
え
ら
れ

て
い
く
。
一
幅
の
掛
け
軸
に
幽
鬼
の
姿
を
象
る
と
い
う
点
で
は
、
当
時
の
浮
世
絵
師
た
ち
の
手
に
な
る
幽
霊
画
と
の
違
い
は
ほ
と
ん
ど

四
四



見
出
さ
れ
た
な
い
。
む
し
ろ
、
地
元
絵
師
の
筆
で
絵
伝
の
内
容
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
仏
教
絵
画
が
画
か
れ
た
と
み
た
方
が
正
確
か
も
し

れ
な
い
。

　

山
形
県
上
山
市
牧
野
の
曹
洞
宗
久
昌
寺
は
、
若
く
し
て
こ
の
世
を
去
っ
た
者
の
婚
礼
を
描
く
「
ム
カ
サ
リ
絵
馬
」
の
奉
納
で
知
ら
れ

る
寺
院
で
あ
る
。
こ
の
寺
の
什
物
と
し
て
伝
わ
る
「
幽
霊
之
図
」（
作
者
、
制
作
年
未
詳
）
は
、
先
に
述
べ
た
道
元
血
脈
池
の
説
話
に
も

と
づ
く
双
幅
一
対
の
絵
画
で
あ
り
、
左
幅
に
血
脈
を
授
か
る
池
中
の
女
霊
を
、
ま
た
右
幅
に
は
証
拠
の
片
袖
を
携
え
た
旅
僧
を
配
置
す

る
。（
図
18　

文
末
）

　

絵
相
の
類
似
を
み
る
か
ぎ
り
、
久
昌
寺
の
双
幅
が
、
前
掲
図
４
や
図
６
の
よ
う
な
道
元
血
脈
の
図
に
着
想
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は

ほ
ぼ
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
両
者
の
細
部
を
比
べ
て
み
た
な
ら
ば
、
僧
の
足
元
に
張
り
出
し
た
岩
場
や
、
水
面
の
陰
火
の
描
写
に
至
る

ま
で
、
一
致
を
み
る
こ
と
が
歴
然
と
な
る
の
で
あ
る
。
久
昌
寺
の
幽
霊
画
が
道
元
絵
伝
も
し
く
は
図
会
物
版
本
の
挿
絵
を
模
写
し
た
点

は
疑
い
な
い
。

　

今
日
、
地
域
の
寺
の
「
幽
霊
画
」
と
認
識
さ
れ
、
県
史
の
民
俗
篇
や
文
化
財
図
録
、
郷
土
史
な
ど
に
紹
介
さ
れ
た
死
者
図
像
が
、
じ

つ
は
宗
祖
の
遺
徳
を
称
え
る
絵
解
き
説
法
の
伝
統
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
点
は
大
い
に
注
目
す
べ
き
特
徴
で
あ
っ
た
。
古
代
・
中
世

以
来
の
高
僧
絵
伝
の
系
譜
は
、
浮
世
絵
の
全
盛
と
爛
熟
の
時
代
を
経
て
、
寺
蔵
幽
霊
画
と
い
う
新
様
式
を
派
生
し
て
い
く
。
庶
民
教
化

を
目
的
と
し
た
仏
教
唱
導
の
歴
史
に
照
ら
し
て
み
た
場
合
、
幽
霊
画
も
ま
た
広
義
の
仏
教
文
化
の
一
翼
を
担
う
存
在
と
考
え
て
大
き
く

あ
や
ま
つ
ま
い
。

　

さ
て
、
血
脈
授
戒
を
基
本
モ
チ
ー
フ
に
す
え
た
女
霊
済
度
の
縁
起
は
、
や
が
て
、
日
本
画
の
素
材
と
な
っ
て
、
寺
堂
の
余
間
を
飾
る

額
絵
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
く
。

四
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秋
田
県
大
仙
市
豊
川
の
曹
洞
宗・奠
蔵
院
の
位
牌
堂
の
入
口
に
掛
か
る「
血
脈
御
縁
の
画
」は
、絵
伝
を
媒
介
と
し
て
世
俗
に
ひ
ろ
ま
っ

た
血
脈
池
伝
説
の
終
着
点
に
、
地
元
絵
師
の
手
に
な
る
仏
教
絵
画
が
描
か
れ
る
状
況
を
も
の
が
た
る
。

　

密
教
寺
院
を
禅
宗
に
改
め
て
酋
蔵
院
の
寺
基
が
整
っ
た
の
は
近
世
後
期
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る注1
注

。
比
較
的
新
し
い
曹
洞
宗
寺
院
で
あ

る
た
め
か
、
前
掲
の
龍
沢
寺
に
比
べ
る
と
縁
起
書
の
所
伝
は
な
く
、
血
脈
伝
承
と
の
関
連
は
必
ず
し
も
明
瞭
で
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
で

い
て
、
一
幅
の
幽
霊
画
を
「
血
脈
御
縁
の
画
」
と
呼
び
「
高
僧
が
幽
霊
に
血
脈
を
授
け
て
成
仏
さ
せ
る
構
図注1
注

」
と
い
う
解
釈
が
成
り
立

つ
の
は
、
道
元
絵
伝
以
来
の
血
脈
池
伝
説
と
の
連
関
性
を
示
唆
す
る
。（
図
19　

文
末
）

　

本
図
は
右
下
に
「
慶
応
丙
寅
晩
秋
」
／
平
耘
写
／
印
」
と
あ
り
、
秋
田
角
館
の
絵
師
・
平
福
穂
庵
（
弘
化
元
年
・
一
八
四
四
～
明
治

二
三
年
・
一
八
九
〇
）
の
作
と
み
ら
れ
る注1
注

。
穂
庵
の
伝
記
を
ひ
も
と
い
て
み
る
と
、
十
七
才
の
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
に
京
都
に
遊
学

し
慶
応
二
年
（
丙
寅
・
一
八
六
六
）
の
春
に
帰
郷
し
て
い
る
の
で
、
奠
蔵
院
の
絵
の
制
作
は
二
十
二
才
で
故
里
に
錦
を
飾
っ
た
直
後
の
力

作
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

穂
庵
は
の
ち
に
石
川
鴻
斎
の
『
夜
窓
鬼
談
』
に
挿
絵
を
提
供
し
て
い
る
が
、
す
で
に
習
作
時
代
の
「
血
脈
御
縁
の
画
」
に
お
い
て
も

全
体
に
幻
妖
な
香
気
を
放
っ
て
い
る
。
鬼
火
と
と
も
に
地
中
に
化
現
し
た
女
霊
と
対
峙
し
、
払
子
を
片
手
に
白
い
血
脈
を
授
け
る
高
僧

の
勇
姿
は
図
会
物
や
肉
筆
絵
伝
に
描
か
れ
た
度
霊
の
場
面
の
構
図
と
一
致
す
る
。
あ
る
い
は
京
都
遊
学
の
折
に
目
に
し
た
血
脈
池
の
図

様
に
想
を
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
モ
チ
ー
フ
と
構
図
を
み
る
か
ぎ
り
、
こ
の
絵
が
道
元
絵
伝
の
亜
型
に
属
す
る
点
は
ほ
ぼ
疑
い
な
い

だ
ろ
う
。

　

他
方
、
唱
導
の
長
い
歴
史
か
ら
生
ま
れ
た
血
脈
授
戒
の
図
が
、
地
元
の
有
力
絵
師
の
手
で
一
枚
の
宗
教
絵
画
に
再
生
し
た
こ
と
も
目

を
ひ
く
事
実
で
あ
ろ
う
。
絵
解
き
用
の
掛
幅
が
仏
教
美
術
の
一
作
品
へ
と
変
遷
す
る
瞬
間
を
そ
こ
に
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ

る
。
奠
蔵
院
の
額
絵
は
幕
末
・
明
治
の
境
目
に
、
本
来
説
法
の
法
具
で
あ
る
は
ず
の
絵
伝
の
一
景
が
、
才
能
あ
ふ
れ
る
気
鋭
の
画
家
の

四
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個
別
作
品
に
転
換
す
る
あ
り
さ
ま
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　

八
　
絵
筆
の
呪
力

　

高
僧
の
幽
霊
済
度
は
、
い
か
な
る
宗
派
で
あ
れ
、
自
宗
の
根
幹
を
な
す
教
義
や
儀
礼
を
読
み
込
む
こ
と
を
忘
れ
て
い
な
い
。
曹
洞
宗

の
血
脈
授
戒
、
あ
る
い
は
真
宗
の
名
号
授
与
が
女
霊
の
昇
天
を
も
た
ら
す
重
要
な
モ
チ
ー
フ
に
加
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
布
教
の
方
便
と

し
て
の
説
話
の
あ
り
方
を
如
実
に
示
す
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
冒
頭
に
あ
げ
た
永
国
寺
の
幽
霊
画
由
来
で
は
、
開
山
僧
の
模
写
と

い
う
行
為
に
よ
り
、は
じ
め
て
女
の
妄
念
を
取
り
払
う
こ
と
が
出
来
る
。
亡
者
を
描
く
方
法
で
荒
ぶ
る
魂
を
鎮
め
る
禅
僧
の
機
智
と
は
、

い
か
な
る
考
え
方
か
ら
発
し
た
も
の
な
の
か
。

　

血
脈
授
戒
の
よ
う
な
宗
門
色
の
濃
い
度
霊
の
て
だ
て
が
〈
幽
霊
の
模
写
〉
に
置
き
換
わ
る
の
は
、
ど
う
や
ら
江
戸
中
期
以
降
の
奇
談

の
時
代
の
着
想
と
関
わ
る
事
象
で
あ
っ
た
。
会
津
地
方
の
奇
談
集
『
老
嫗
茶
話
』（
寛
保
二
年
・
一
七
四
二
成
立
）
巻
之
三
に
、
こ
れ
に

関
す
る
興
味
深
い
話
が
み
て
と
れ
る
。「
幽
霊
」
と
題
す
る
奇
談
の
冒
頭
は
、
次
の
書
き
出
し
か
ら
始
ま
る
。

融ゆ
つ
う
じ通

寺じ

町
に
古
館
山
城
安
寺
と
云い
う

浄
土
寺
有
。
爰こ
こ

に
女
の
幽
霊
の
像
あ
り
。
幽
霊
は
蒲
生
秀
行
の
乳う

ば母
な
り
。
其
折
は
此
に
住
僧

も
な
く
、
覚
夢
と
い
ふ
閑か
ん
し
ゆ
ぼ
う

主
坊
住
め
り
。
此
う
ば
、
そ
の
僧
に
ゆ
か
り
有
り
け
ん
、
兼か
ね

て
導
師
を
頼た
の
み
お
け置り

。
し
か
る
に
乳
母
、
罪

な
く
し
て
人
の
為
に
さ
ん
せ
ら
れ
て
、
秀
行
卿
の
御
母
公
の
御
に
く
み
を
蒙
り
、
終つ
い
に
其
つ
み
申
ひ
ら
く
事
あ
た
は
す
、
自
ら
刃
や
い
ば

に
ふ
し
て
死
た
り
。

四
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会
津
市
融
通
寺
町
の
浄
土
宗・城
安
寺
は
明
治
の
戊
辰
戦
争
の
後
に
廃
寺
と
な
り
、い
ま
は
寺
も
墓
地
も
、跡
形
も
な
く
な
っ
て
い
る
。

慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）、
会
津
に
再
封
さ
れ
て
城
主
と
な
っ
た
蒲
生
秀
行
の
乳
母
が
讒
言
の
た
め
に
自
害
し
、
寺
僧
の
覚
夢
に
葬
儀
の

導
師
の
役
目
が
ま
わ
っ
て
く
る
。
こ
の
あ
と
本
文
は
葬
別
の
棺
を
お
び
や
か
す
妖
怪
に
立
ち
向
か
っ
た
男
伊
達
の
絵
師
・
九
郎
右
衛
門

の
勇
力
を
し
る
し
、
埋
葬
の
後
も
止
む
こ
と
の
な
い
乳
母
の
怨
念
が
、
幽
霊
の
模
写
に
よ
り
鎮
静
し
た
経
緯
に
言
い
お
よ
ぶ
。

其
後
一
日
あ
り
て
、此
女
の
幽
霊
昼
夜
と
な
く
寺
中
を
ま
よ
ひ
あ
り
く
。
覚
夢
、九
郎
右
衛
門
に
件
の
由
を
語
る
。
九
郎
右
衛
門
、

密み
そ
かに

寺
へ
来
り
、
片か
た
か
げ影

よ
り
の
ぞ
き
見
て
、
此
幽
霊
の
像
を
写
た
り
と
云
り
。
年
月
を
旧ふ
り

て
幽
霊
も
出
ず
成
り
た
り
け
り
。

　

城
安
寺
の
宝
物
「
幽
霊
掛
幅
」
の
こ
と
は
、
半
世
紀
ほ
ど
後
の
『
新
編
会
津
風
土
記
』（
享
和
三
年
・
一
八
〇
三
～
文
化
六
年
・

一
八
〇
九
）
に
も
出
て
お
り
、
み
だ
り
に
絵
を
見
る
者
に
は
災
禍
が
お
よ
ぶ
凶
事
の
噂
に
触
れ
て
い
る
。

妄
執
霽は

れ
ざ
り
し
に
や
、
此
女
の
幽
霊
昼
夜
と
な
く
寺
中
に
現
は
る
。
因
て
絵
師
を
し
て
図
せ
し
め
し
と
云
。
今
も
此
画
を
見
る

も
の
は
必
妖
あ
り
と
て
浸
り
に
見
る
こ
と
を
許
さ
ず
。

　

城
安
寺
が
灰
燼
に
帰
し
た
い
ま
、
絵
の
詳
細
は
不
明
と
い
う
し
か
な
い
も
の
の
、
複
数
の
資
料
に
引
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、

九
郎
右
衛
門
作
の
幽
霊
画
の
功
力
と
禍
々
し
い
噂
が
、
近
世
後
期
の
会
津
城
下
で
人
口
に
膾
炙
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

さ
て
、
城
安
寺
の
話
の
着
目
点
は
、
幽
霊
済
度
の
導
師
が
高
僧
な
ら
ぬ
絵
師
に
変
遷
し
て
い
る
点
、
そ
し
て
何
よ
り
も
亡
者
の
姿
を

写
す
行
為
に
よ
り
女
霊
を
苦
し
み
の
深
淵
か
ら
解
き
放
つ
結
末
に
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
絵
筆
を
執
り
死
者
を
象か
た
どる
行
為
が
、
伝
統

四
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的
な
寺
僧
の
鎮
魂
儀
礼
に
取
っ
て
替
わ
る
と
き
、
絵
師
を
主
人
公
と
す
る
新
た
な
幽
霊
画
伝
承
が
胎
動
し
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

九
　
お
わ
り
に
―
画
聖
伝
説
へ
の
変
遷

　

人
並
み
外
れ
た
絵
ご
こ
ろ
の
持
ち
主
が
、
み
ず
か
ら
の
技
量
を
駆
使
し
て
異
形
の
婦
霊
を
封
じ
込
め
る
。
そ
の
よ
う
な
説
話
が
、
明

治
初
年
の
地
方
画
壇
に
名
を
と
ど
め
た
日
本
画
家
の
作
品
に
か
ら
め
て
伝
承
さ
れ
た
ケ
ー
ス
を
追
っ
て
、
最
後
に
秋
田
県
由
利
本
荘
市

館
前
の
寶
圓
寺
の
寺
宝
に
触
れ
て
お
き
た
い
。（
図
20
・
21　

文
末
）

　

寶
圓
寺
は
市
内
小
友
地
区
の
曹
洞
宗
寺
院
で
あ
り
、
旧
藩
時
代
に
は
領
内
三
十
三
番
札
所
の
第
一
番
霊
場
で
あ
っ
た
。
こ
の
寺
に
ほ

ど
近
い「
北
ノ
股
」の
老
婆
が
亡
く
な
り
、幽
霊
と
な
っ
て
橋
の
た
も
と
に
現
れ
る
。
怖
れ
お
の
の
く
村
人
の
た
め
に
、本
荘
の
町
の
絵
師・

牧
野
雪
僊
（
文
政
三
年
・
一
八
二
〇
～
明
治
三
七
年
・
一
九
〇
七
）
は
、
幽
霊
の
姿
を
描
き
寺
に
納
め
て
供
養
す
る
こ
と
を
申
し
出
た
。

近
年
の
郷
土
資
料
『
小
友
の
伝
説
と
そ
の
周
辺
』（
二
〇
一
二
）
に
そ
の
顛
末
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

村
で
は
さ
っ
そ
く
、実
際
に
幽
霊
を
見
た
と
い
う
人
を
五
、六
人
集
め
、そ
の
幽
霊
の
姿
や
人
相
を
細
か
に
雪
僊
に
話
し
て
も
ら
い
、

幽
霊
の
掛
け
物
を
作
っ
て
も
ら
っ
た
。
出
来
上
っ
た
掛
け
物
を
宝
円
寺
に
か
か
げ
、
お
寺
の
和
尚
さ
ん
は
毎
日
て
い
ね
い
に
供
養
の

た
め
の
お
経
を
あ
げ
た
。
す
る
と
そ
の
日
の
晩
か
ら
幽
霊
は
、
再
び
村
人
に
姿
を
見
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

　
い
ま
も
毎
年
お
盆
と
彼
岸
の
季
節
に
、
寺
宝
の
幽
霊
画
を
十
王
図
と
と
も
に
掛
け
て
読
経
す
る
習
わ
し
が
寶
圓
寺
の
行
事
に
組
み
入

れ
ら
れ
て
い
る
。
北
ノ
股
集
落
の
某
家
に
ま
つ
わ
る
実
話
と
さ
れ
る
右
の
話
は
、
地
方
口
碑
に
類
例
の
多
い
怪
談
話
の
よ
う
で
い
て
、

四
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他
と
は
異
な
る
独
特
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
放
つ
。
秋
田
画
壇
に
名
を
残
す
牧
野
雪
僊
の
逸
事
と
し
た
こ
と
は
、
寶
圓
寺
の
幽
霊
画
が
奥
羽

の
近
代
美
術
史
の
周
縁
に
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
か
ら
だ
。

　

本
荘
市
中
横
町
に
生
ま
れ
た
雪
僊
は
、
江
戸
の
狩
野
永
徳
に
師
事
し
た
純
狩
野
派
の
画
風
で
知
ら
れ
る
。
本
荘
藩
の
御
用
絵
師
を
勤

め
、
秋
田
の
素
封
家
の
屏
風
絵
な
ど
に
多
く
の
作
品
を
手
が
け
た
県
内
随
一
の
著
名
人
で
あ
っ
た
。

　

秋
田
画
壇
の
歴
史
的
な
情
況
に
比
定
し
て
い
え
ば
、
絵
師
と
し
て
の
雪
僊
の
名
声
を
前
提
に
、
北
ノ
股
の
老
婆
の
迷
霊
救
済
譚
が
発

想
さ
れ
た
と
み
て
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
実
力
派
の
画
聖
が
亡
者
の
あ
り
さ
ま
を
巧
み
に
写
し
取
り
、
魂
を
鎮
め
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
ま
さ
に
〈
絵
筆
の
呪
力
〉
を
め
ぐ
る
伝
承
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
僧
坊
由
来
の
度
霊
の
物
語
は
神
異
の
絵
師
の

画
徳
ば
な
し
に
融
化
し
、
新
た
な
幽
霊
画
伝
説
を
生
み
出
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
高
僧
絵
伝
以
来
の
女
霊
救
済
を
話
の
枠
組
み
に
用
い

な
が
ら
も
、
そ
こ
に
は
経
典
の
功
徳
も
、
和
尚
の
験
力
も
語
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
ひ
た
す
ら
、
見
る
者
の
心
を
奪
う
絵
筆
の
呪
力
に

目
を
み
は
り
死
者
図
像
の
い
わ
れ
を
語
る
の
で
あ
っ
た
。

　

幕
末
か
ら
明
治
の
交
に
か
け
て
、
か
よ
う
な
画
聖
伝
承
が
市
井
に
行
き
わ
た
り
、
絵
師
と
幽
霊
画
を
め
ぐ
る
個
々
の
物
語
を
世
の
語

り
草
に
し
て
い
く
。。
今
日
、
全
国
津
々
浦
々
に
点
在
す
る
円
山
応
挙
の
俗
伝
は
そ
の
典
型
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
死
ん
だ
妻
を
モ
デ
ル
に

描
い
た
無
足
幽
霊
画
を
女
の
命
日
に
あ
た
る
旧
五
月
十
八
日
の
み
開
帳
す
る
青
森
県
弘
前
市
・
久
渡
寺
の
口
伝
や
、
懐
胎
死
し
た
応
挙

の
妻
の
姿
を
写
し
た
と
伝
承
す
る
青
森
県
六
戸
町
・
海
伝
寺
の
幽
霊
画
、
あ
る
い
は
、
旅
の
応
挙
が
大
井
川
の
川
止
め
に
あ
い
宿
の
病

婦
に
想
を
得
て
描
い
た
と
い
う
静
岡
県
島
田
市
白
岩
寺
の
秘
宝
縁
起注1
注

は
、
い
ず
れ
も
絵
筆
の
聖ひ
じ
り・

円
山
応
挙
の
神
格
化
に
も
と
づ
く
近

現
代
の
伝
承
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

さ
ら
に
は
、
山
形
県
上
山
市
・
称
念
寺（
浄
土
宗
）の
円
山
応
袋
作
幽
霊
図（
文
政
六
年
）の
よ
う
に
、
応
挙
門
下
の
旅
す
る
画
聖
の

作
画
伝
承
が
全
国
の
寺
坊
に
拡
散
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
ら
口
碑
の
生
成
プ
ロ
セ
ス
に
関
し
て
は
、
稿
を
改
め
詳
し
く
考
究
し
て
み
た
い
。
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注１
．
葉
貫
麿
哉「
洞
門
禅
僧
と
神
人
化
度
の
説
話
」（『
駒
沢
史
学
』
九
、一
九
六
一・一
）。
広
瀬
良
弘「
曹
洞
禅
に
お
け
る
神
人
化
度・悪
霊
鎮
圧
」（『
禅

宗
地
方
展
開
史
の
研
究
』
一
九
八
八
、
吉
川
弘
文
館
）

２
．
堤
邦
彦『
近
世
説
話
と
禅
僧
』（
一
九
九
九
、
和
泉
書
院
）
第
一
章
Ⅰ
、
Ⅱ
。

３
．
景
福
寺
十
九
世
万
林
覚
英
の
編
ん
だ『
瑞
松
山
景
福
寿
記
』（
元
文
年
間
以
前・
～
一
七
三
六
写
）
に
収
め
た
九
種
の
史
伝
の
一
つ
。

４
．
注
２
の
資
料
一
章
Ⅱ
。

５
．
堤
邦
彦『
江
戸
の
怪
異
譚
―
地
下
水
脈
の
系
譜
』（
二
〇
〇
四
、
ぺ
り
か
ん
社
）
第
一
部
第
二
章
Ⅳ
。

６
．『
永
平
寺
史
』
下
巻（
一
九
八
二
）
一
二
二
頁
。

７
．
吉
田
道
興「
道
元
禅
師「
絵
伝
」
考
―
広
島
県
三
原
市
香
積
寺
所
蔵
本
を
中
心
に
―
」（『
宗
学
研
究
』
二
〇
〇
一
、三
）
に
道
元
伝
の
絵
解
き
に

関
す
る
考
究
が
あ
る
。

８
．
堤
邦
彦『
絵
伝
と
縁
起
の
近
世
僧
坊
文
芸
―
聖
な
る
俗
伝
―
』（
二
〇
一
七
、
森
話
社
）
Ⅰ
第
一
章「
近
世
高
僧
伝
の
虚
と
実
―
道
元
伝
記
の
受

容
を
中
心
に
」。

９
．
注
８
の
Ⅰ
第
二
章「
親
鸞
の
産
女
済
度
譚
」。

10
．
堤
邦
彦「
寺
と
幽
霊
画
―
死
者
図
像
の
機
能
を
め
ぐ
っ
て
」（『
説
話・
伝
承
学
』
二
〇
一
七・三
）。

11
．
注
８
の
Ⅰ
第
三
章「
蓮
如
上
人・
幽
霊
済
度
の
島
」。

12
．『
曹
洞
宗
全
書
』
解
題
一
四
二
頁
。

13
．
土
屋
久
雄『
越
前
龍
沢
寺
史
』（
一
九
八
三
）。

14
．
大
阪
高
昭『
秋
田
県
曹
洞
宗
寺
伝
大
要
』（
一
九
九
六
、
無
明
舎
）。
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15
．
注
14
に
同
じ
。

16
．
注
14
に
同
じ
。
な
お
、
平
福
記
念
美
術
館
の
小
松
亜
希
子
学
芸
員
の
示
教
に
よ
れ
ば
、
慶
応
三
年
の「
海
老
之
図
」
に
も「
穂
庵
耘
写
」
の
落

款
が
あ
る
と
い
う
。

17
．
箱
書
き（
慶
応
三
年
写
）
に
い
っ
さ
い
の「
他
見
」
を
禁
ず
る
文
言
が
あ
り
、
現
在
も
写
真
掲
載
等
は
出
来
な
い
。
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五
三

図３　永国寺の幽霊画

図５　『永平道元禅師行状図』（仙台
林香院蔵）第一幅

図６『永平道元禅師行状図』（仙台
林香院蔵）の血脈池

図４　珍牛選『永平高祖行状記』の
　　　血脈池



五
四

図７　玄峰院の『道元一代曼荼羅』

図８　『二十四輩順拝図会』長島喜八

図９　専光寺の関東絵伝に描かれた女霊済度

図11　無量寿寺の幽霊画 図12　富田無量寺の幽霊画



五
五

図９　専光寺の関東絵伝に描かれた女霊済度

図13　長崎光源寺の産女木像と５幅の幽霊画

図14　『御名号御絵伝』第一幅（部分）

図15　西福寺の幽霊画

図16　『梅山聞本禅師御絵伝』 図17　『梅山聞本禅師御絵伝』（部分）



五
六

図18　久昌寺の双幅図

図20　寶円寺の幽霊画

図19　奠蔵院「血脈御縁の画」（平福穂庵）

図21　寶円寺の十王図




