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長

福

寺

田
長
福
寺
の
建
立

長
福
寺
は
坂
田
正
陵
の
中
腹 、
坂
田
八
六一
番
地
の

(
字
宇
和
手)
に
あ
り、

幾
星
霜
も
の
あ
い

だ
こ
の
村
落
の
菩
提
寺
と
し
て
親
し
ま
れ
て
き
た 。
境
内
は
九
三
坪 。
「

龍
泉
山」
と
号
し 、
真
言
宗
豊

山
派
に
属
す
る 。
本
尊
と
し
て
阿
弥
陀
如
来
薬
師
如
来
地
蔵
菩
薩
を
安
置
し 、
弘
治
二
年
(一
五
五
六

年)
に
僧
隆
賢
に
よ
っ

て
開
基
さ
れ
た 。
四
二
五
年
前
の
乙
と
で
あ
る 。

し
か
し
寺
伝
に
よ
れ
ば 、
そ
の
前
身
で
あ
る
本
寺
が
あ
っ
た
と
い
う 。
そ
れ
は
現
在
の
長
福
寺
か
ら

南
東
へ
お
よ
そ
二
0
0
メ
ー
ト
ル
先 、
旧
字
五
龍
と
呼
ば
れ
た
と
乙
ろ
に
あ
り
「

龍
泉
寺L
と
称
し
た 。

『
千
葉
県
君
津
郡
誌』
に
は「
平
安
時
代
の
中
期
に
上
総
に
龍
泉
寺
と
い
う
寺
が
二
カ
所
あ
り」
と
記
さ

れ
て
い
る
が 、
そ
の一
つ
が
坂
田
の
龍
泉
寺
で
あ
っ
た 。

\ 
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そ
の
周
辺
に
は
字
名
で
東
五
龍 、
西
五
龍 、
大
龍 、
小
龍
な
ど
や
た
ら
に
「

龍」
の
文
字
を
使
用
し

た
地
名
や
圧
が
集
中
し
て
あ
る 。
目
を
転
じ
て
そ
の
周
辺
の
平
坦
地
を
見
る
と 、
船

齢

知

と
か
保

能

知

い
ん
g
か

と
呼
ば
れ
た
田
畑
も
あ
り、
寺
家
坂
と
い
う
墓
地
も
あ
る 。
い
ず
れ
も
龍
泉
寺
に
ち
な
ん
だ
地
名
で
あ

ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
が 、
そ
の
広
域
さ
か
ら
み
て
当
時
の
こ
の
寺
院
の
威
容
が
し
の
ば
れ
る 。

平
安
時
代
の
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
上
総 、
下
総
は
上
総
桓
武
平
氏
に
よ
っ

て
支
配
さ
れ
て
い
た 。

そ
の
後 、
鎌
倉
幕
府
が
聞
か
れ 、
寿
永二
年
(一
一
八
三
年)
の
十
二
月
に
上
総
国
の
御
家
人・
周
西

次
郎
助
忠
と
い
う
人
物
が
源
頼
朝
に
「

周
西
次
郎
助
忠
以
下
本
宅
に
安
堵
す
べ
し」
と
の
恩
裁
を
受
け 、

こ
の一
帯
を
支
配
し
た 、
と
い
う 。

現
在
の
長
福
寺
住
職
で
あ
る
諏
訪
祐
慶
師
に
よ
れ
ば 、

「
当
時
の
上
総
介
は
上
総
坂
太
夫
と
い
う
人
物
で 、
周
西
次
郎
助
忠
の
父
で
あ
っ
た 。
し
か
し 、

の
坂
太
夫
は
乙
の
地
に
あ
ま
り
住
も
う
と
せ
ず 、
もっ
ぱ
ら
次
郎
助
忠
に
管
理
さ
せ 、
そ
の一
族
が

菩
提
寺
と
し
て
建
立
し
た
の
が
龍
泉
寺
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か 。
ち
な
み
に
H

坂
田H
と
い
う

地
名
は
こ
の
坂
太
夫
の
H

坂
太H
の
音
が
変
わ
っ
た
と
い
う

説
も
あ
る」

と
い
う 。
し
か
し 、

寺・神社・石造文化財

こ
れ
は
あ
く
ま
で
も

説
で
あ
り、
そ
の
真
偽
の
ほ
ど
は
定
か
で
は
な
い 。

そ
し
て
時
代
は
戦
国
時
代へ
と
突
入 、
上
総一
帯
は
相
模
の
北
条
氏
壊
と一
総
の
里
見
義
莞
の
戦
場

と
化
し
た 。
小
糸
川
畔 、
三
船
山 、
人
見
山
に
は
勇
猛
な
両
軍
が
対
峠
し 、
周
辺
の
村
落
は
乙
と
ご
と

く
乙
の
激
し
い
戦
乱
に
ま
き
込
ま
れ
た 。-
業
火
は
と
こ
ろ
か
ま
わ
ず
襲
い 、
乙
の
坂
田
の
村
落
で
も

地

獄
絵
の
ご
と
き
災
難
に
み
ま
わ
れ
た
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い 。
そ
し
て
威
容
を
誇っ
た
龍
泉
寺
も

と
う
と
う
た
る-
炎
と
煙
の
な
か
に
そ
の
姿
を
崩
壊
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た 。

第 2 草

菩
提
寺
の
焼
失
を
嘆
い
た
坂
田
の
人
々
は 、
戦
乱
の
沈
静
化
を
見
な
が
ら 、
僧
隆
賢
に
寺
院
の
再
興 乙
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ゆそ
う
な
が
し
た 。
そ
れ
が
弘
治
二
年
(一
五
五
六
年)
で
あ
り、
隆
賢
は一
念
発
起
し
て 、
現
在
の
地

に
新
た
な
寺
院
を
建
立
し
た 。
戦
国
の
世
の
は
か
な
さ
を
憂
い 、
隆
賢
は
人
々
の
長
い
幸
福
を
祈
願
し 、

そ
の
寺
院
を
「

龍
泉
山
成
願
院
長
福
寺」
と
称
し
た
の
で
あ
っ
た 。

第3編

乙
の
再
興
さ
れ
た
長
福
寺
が
当
時 、
ど
の
程
度
の
規
模
を
も
っ
伽
藍
で
あ
っ
た
か
定
か
で
は
な
い
が 、

た
だ 、
そ
の
堂
宇
が
い
く

度
か
の
天
災
地
変
に
耐
え
な
が
ら
江
戸
時
代 、
八
代
将
軍
吉
宗
の
治
政
の
こ

ろ
ま
で
存
続
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る 。
し
か
し 、
そ
の
魔
朽
ぶ
り
は
は
な
は
だ
し
く 、
見
る
も

無
残
な
も
の
と
な
っ

て
い
た 。

-
元
文
三
年
の
再
建

元
文
三
年
(一
七
三
七
年) 、
い
よ
い
よ
閣
朽
に
陥っ
た
長
福
寺
の
再
構
築
は
急
務
と
な
っ
た 。
し

か
し
時
代
が
悪
い 。
元
文
年
間
と
い
え
ば
わ
が
国
の
経
済
は
壊
滅
的
な
困
窮
に
あ
っ
た
時
代 。
甘
藷
先

生
こ
と
青
木
昆
陽
が
幕
府
に
登
用
さ
れ 、
食
糧
増
産
と
幕
府
財
政
の
立
て
な
お
し
に
あ
た
っ
た
と
き
で

あ
り、
と
り
わ
け
農
民
や
庶
民
の
生
活
は
ま
さ
に
飢
餓
の
ど
ん
底
に
あ
っ
た 。

坂
田
は
当
時 、
六
O
数一
戸
の
農
村
で
あ
っ
た
が 、
そ
の
窮
状
ぶ
り
は
決
し
て
例
外
で
な
か
っ
た
は
ず

-
で
あ
る 。

そ
の
な
が
で
の
寺
院
再
建 。
当
時
の
僧
宥
尚
の
苦
悩
は
い
か
ば
か
り
で
あ
っ
た
か 。
一
銭
た
り
と
も

余
裕
の
な
い
村
人
た
ち
を
ど
う

説
得
し
菩
提
寺
を
守
る
か 、
悩
み
に
悩
ん
だ
す
え 、
つ
い
に
宥
尚
は
お

も
だ
っ
た
人
々
を
勧
請
し
た
の
で
あ
っ
た 。
そ
の
熱
心
さ
に
心
を
動
か
さ
れ
た
人
々
は 、
身
を
切
る
思

い
で
宥
尚
氏
賛
同
し 、
そ
れ
が
村
全
体
に
広
が
り、
ど
ん
底
の
な
か
で
の
長
福
寺
再
建
が
衆
議一
決
を

み
た
の
で
あ
ろ
う 。

元
文
三
年
比
平
屋 、
茅
葺
き
の
五
六
坪
の
本
堂
が
完
成
さ
れ
た 。
総つ
が
柱
の
方
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形
作
り
で 、
当
時
の
状
況
か
ら
推
し
て
想
像
も
つ
か
な
い
よ
う
な
立
派
な
も
の
と
な
っ
た 。

幕
末
の
乙
ろ 、
屋
根
は
瓦
葺
き
に
替
わ
り、
向
拝
四
坪
半、
奥
の
院
四
坪
半
が
追
造
さ
れ
た
が 、
し

か
し
そ
の
主
要
部
は
実
に
二
世
紀
半
も
の
歳
月
を
保っ
た
の
で
あ
っ
た 。

阿
弥
陀
如
来
薬
師
如
来
像
は
宝
暦
十一
年
(一
七
六一
年)
に
献
納
さ
れ
た 。
発
願
人
は
富
左エ
門

御
袋 、
喜
左エ
門
内
万
な
ど
婦
人
が
中
心
と
な
り、

地
頭・
小
笠
原
熊
之
助 、
家
老・
大
草
三
郎
左エ

門
を
は
じ
め 、
名
主 、
年
寄
な
ど
お
も
だ
っ

人
を
説
得
し
寄
付
を
あ
お
い
で
実
現
さ
せ
た 。
そ
し
て
昭

和
の
は
じ
め
ま
で 、
こ
の
長
福
寺
は
人
見
に
あ
る
青
蓮
寺
の
門
末
に一
楼
格
と
い
う
格
式
で 、
末
寺二

五
カ
寺
の
首
位
に
位
置
し
て
い
た
の
で
あ
る 。

-
戦
後
の
再
建

星
移
り
住
む
人
々
も
代
わ
っ

て
昭
和
四
十
四
年 、
長
福
寺
は
二
度
目
の
大
改
築
が
行
な
わ
れ
た 。
建

設
委
員
長
に
小
野
近
之
助 。
坂
田
か
ら一
O
名
の
委
員
が
選
ば
れ 、
総
工
費一
0
0
0
万
円
が
あ
て
ら

れ
て
新
構
築
さ
れ
た 。
建
設
費
は
寺
有
山
林
の
処
分
お
よ
び
坂
田
漁
業
協
同
組
合
を
は
じ
め
檀
家
の
寄

付
に
よ
っ

て
あ
て
ら
れ
た 。

寺 ・神社・石造文化財

そ
の
後 、
昭
和
四
十
九
年
の
七
月
七
日 、
長
福
寺
は
夜
来
の
集
中
豪
雨
を
被
り、

庭
内
の
南
面
土
手

が
約二
0
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
っ

て
崩
壊
し
た 。
乙
の
復
旧
に
費
や
し
た
費
用
は
三
三
O
万
円 、
寺
所
有

の
山
林
の一
部
を
君
津
市
に
売
却
し
て
そ
の
資
金
に
あ
て
た 。

長
福
寺
墓
苑
ば
昭
和
五
十
五
年
九
月
に
本
堂
裏
手
の
眺
望
絶
佳
の
高
台
に
七
六
区
画
が
完
成
し 、
た

だ
ち
に
檀
信
徒
の
入
園
申
し
込
み
の
受
付
け
を
開
始 。
第二
期
工
事
も
計
画
中
で 、
待
望
久
し
か
っ

た

第2章

「
長
福
寺
墓
苑」
も
い
ま
よ
う
や
く
緒
に
つ
い
た
と
こ
ろ
だ 。

長福寺墓苑
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な
お
昭
和
五
十
六
年
秋
に
は
本
堂
西
側
に
二
五
坪
の
客
殿
兼
厨
房
が
新
築
さ
れ 、
住
民
の
激
増
に
対

応
す
べ
く
努
力
が
続
け
ら
れ
て
い
る 。
坂
田
土
地
区
画
整
理
組
合
を
中
心
に
檀
信
徒
の
寄
付
に
よ
っ

て

約一
0
0
0
万
円
を
投
入
し
完
成
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た 。

第3編

坂

田

八

幡

神

社

「
坂
田
八
幡
神
社」
は
境
内
の
面
積
が
約
三
O
O
坪 、
誉
田
別
尊
を
祭
神
と
し
て
元
和二
年
(一
六一

六
年)
二
月
十
三
日
に
創
建
さ
れ
た 。

旧
君
津
郡
下
に
は
誉
回
別
尊 、
す
な
わ
ち
応
神
天
皇
を
祭
神
と
す
る
神
社
が
実
に
五一
社
も
あ
る
と

い
う 。
上
総
の
地
の
支
配
者
た
ち
は
応
神
天
皇
を
よ
ほ
ど
尊
崇
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が 、
坂
田

八
六
三
番
地
(
長
福
寺
の
上
手)
に
あ
る
八
幡
神
社
も
そ
の一
つ
で
あ
っ
た 。

古
文
書
に
よ
れ
ば 、
八
幡
神
社
が
創
建
さ
れ
る
以
前
に
も

神
社
ら
し
き
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う 。

字

古
八
幡
と
い
う
と
こ
ろ
に
置
か
れ
た
よ
う
だ
が 、
そ
の
由
緒
や
規
模
の
ほ
ど
は
定
か
で
な
い 。
と
も
か

く
徳
川
家
康
が
没
し
た
乙
ろ 、
乙
の
坂
田
で
も

神
社
建
立
の
熱
が
あ
が
っ

て
お
り、
社
殿
ら
し
き
も
の

も
な
い
ま
ま
に
元
和
二
年
を
創
建
の
年
と
定
め
た
の
で
あ
っ
た 。

社
殿
が
建
立
さ
れ
た
の
は
そ
れ
か
ら一
O
年
後
の
三
代
将
軍
家
光
の
寛
永
年
間
(一
六
二
四
l一

六

二
八
年)
の
頃
に
下
る 。
明
治
末
年
ま
で
の
社
殿
は
茅
葺
き
屋
根
の
簡
素
な
も
の
で
あ
っ
た
が 、
そ
の

聞
に
も
幾
度
の
風
雪
に
さ
ら
さ
れ
朽
廃
し
て
は 、
再
建
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う 。
大
祭
は
秋
の
十
月
十

七
日
(
の
ち
に
十
月
十
五
日
と
な
っ
た)
に
行
な
わ
れ
た 。

文
化
文
政
の
年
代
だ
と
思
わ
れ
る
が 、
古
文
書
に
は 、
乙
の
八
幡
神
社
に
ま
つ
わ
っ

て一
つ
の
事
件
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が
起
こ
っ
た
と
い
うエ
ピ
ソ
ー
ド
が
記
さ
れ
て
い
る 。

八
幡
神
社
に
は
秋
の
大
祭
の
ほ
か
に
夏
の
八
月
十
五
日
(
陰
暦)
に
も

氏
子
だ
け
の
小
規
模
な
祭
礼

乙
の
と
き 、
村
の
若
い
衆
が
お
上
の
許
し
が
な
い
の
に
内
宮
を
か
つ
ぎ
出
し 、
本
名
輪
海

岸
ま
で
勇
ん
だ
の
で
あ
っ
た 。
神
社
の
再
築
が
完
成
し 、
そ
れ
を
祝つ
て
の
行
動
で
あ
っ
た
ら
し
い 。

が
あ
る
が 、

し
か
し 、
若
い
衆
た
ち
は
興
に
乗っ
た
の
か
「

神
馬」(
秋
の
大
祭
の
み
出
馬
す
る)
ま
で
か
り
出
し
て 、

あ
た
か
も
大
祭
の
と
き
の
よ
う
に
村
中
を
ね
り

歩
い
た
の
で
あ
る 。

み

こ
し

し
か
も
そ
の
内
容
が
ま
た
神
輿
と
そ
っ
く
り。
村
の
お
も
だ
っ
た
人
や
氏
子
代
表
な
ど
は
さ
す
が
に

気
に
な
っ

て
注
意
し
た
が 、
も
う

走
り
出
し
た
若
衆
の
耳
に
は
入
る
も
の
で
は
な
い 。
時
な
ら
ぬ
神
輿

行
列
は
た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
御
陣
屋
に
知
ら
さ
れ
て
し
ま
っ
た 。
い
う
ま
で
も
な
く 、
当
時
は
幕
府
や

支
配
者
の
統
制
を
侵
害
す
る
よ
う
な
集
団
行
動
は
い
っ
さ
い
御
禁
制
で
あ
っ
た
か
ら
た
ま
ら
な
い 。
さ

っ
そ
く
村
役
人
た
ち
は
江
戸
の
御
陣
屋
役
所
に
呼
び
出
さ
れ
て
し
まっ
た
の
で
あ
る 。
乙
と
の
て
ん
末
を

調べ
ら
れ 、
さ
ん
ざ
ん
絞
り
あ
げ
ら
れ「
今
後
は
神
輿
と
ま
ぎ
ら
わ
し
い
勇
み
は
固
く
い
た
し
ま
せ
ん」

と
い
う
誓
書
を
差
し
出
し
て 、
よ
う
や
く

解
放
さ
れ
た
と
い
う 。

ち
な
み
に 、
神
輿
の
古
い
格
納
庫
か
ら
発
見
さ
れ
た
板
額
に
よ
れ
ば 、
神
輿
は
文
化
十
四
年
(一
八

寺 ・神社・石造文化財

一
七
年)
八
月
に
上
飯
野
村
の
大
工・
忠
五
郎
に
依
頼
し
て
再
造
成 、
さ
ら
に
弘
化二
年
(一
八
四
五

年)
八
月
に
再
修
理
が
行
な
わ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る 。

明
治
四
十
三
年
に
は
西
五
龍
に
あ
っ
た
「

祇
園
神
社」 、
「

厳
島
神
社」
を
八
幡
神
社
に
合
併
し 、
ま

た
昭
和
十
八
年
ご
ろ
海
軍
道
路
の
新
設
に
と
も
な
い 、
字一
の
壷
に
あ
っ
た
「
白
山
神
社L
を
境
内
に

こ
の
「
白
山
神
社」
は
井
祐
吉
久
家
の
持
ち
も
の
で
あ
っ
た
が 、
か
つ
て
は
H

白
山
さ
まH

移
寵
し
た 。

第2章

と
呼
ば
れ 、
坂
田
の
人
々
に
親
し
ま
れ 、
崇
敬
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た 。
「

坂
田
八
幡
神
社」
の
別

本殿内部と宮司宮崎正男氏

-

祇

園

神

社

と

厳

島

神

社

祇
園

神
社
(
無
格
社)

は
間
口一

間
三
尺 、

奥
行
一

間
二
尺
で 、

西
五
龍
八
六
九
番
地
に
所
在 。

厳
島

神
社
(
祭
神
市
杵
島
姫
命)

は
間
口
一

閥 、

奥

行
一
問 。
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当
寺
は
い
う
ま
で
も
な
く
「

長
福
寺」
で
あ
っ
た 。
昭
和
五
十
六
年
時
の
宮
司
は
宮
崎
正
男
で
あ
る 。

ち
な
み
に 、
八
幡
神
社
は
大
正
年
聞
に
村
社
に
昇
格
し
た
が 、
終
戦
後 、
こ
れ
は
廃
止
さ
れ
た 。

-
境
内
の
小
洞
三
棟

第3編

昭
和
五
十
四
年
ま
で「
坂
田
八
幡
神
社」
境
内
西
側
に
は
二
棟
の
小
耐
が
東
を
向
い
て
建っ
て
い
た 。

い
ず
れ
も

奥
行
き 、
間
口
が一
間一(一
・

八
メ
ー
ト

ル)
で 、
そ
れ
に
関
す
る
文
献
は
い
っ
さ
い
な
い。

た
だ
そ
の
な
か
を
覗
き
込
む
と 、
北
側
の
小
一刺
は
左
右
に
仕
切
ら
れ 、
向
か
っ

て
右
側
に
は一
片
の
小

板
が
あ
り、
そ
れ
に
よ
る
と
「

古
八
幡
神
社」
を
再
興
し
た
と
い
う

形
跡
が
う
か
が
わ
れ
る 。
明
治
二

十
三
年
庚
寅二
月
口
日 、
人
見
の
大
工
石
井
桂
造
が
当
た
り、

世
話
人
と
し
て
青
沢
吉
弥 、
苅
込
兼
治

郎 、
安
藤
仁
平 、
安
藤
半
九
郎
の
名
が
墨
書
さ
れ 、
他
面
に
は
「

古
八
幡
神
社一
宇
右
為
天
下
泰
平
殊

郷
中
安
全
也」
と
記
さ
れ
て
い
る 。
向
か
っ

て
左
側
の
小
嗣
に
は
朱
塗
り
の
天
狗
面
(
縦
二
三
セ
ン
チ 、

横一
六・
五
セ
ン
チ 、
台
付 、
木
彫)
が
安
置
さ
れ
て
お
り、
「

牛
頭
天
王」
と
書
か
れ
た
小
木
片
に 、

「
明
治
七
庚
寅
歳二
月
大
吉
祥
日
上
総
周
准
郡
坂
田
村
惣
願
主」
と
記
さ
れ
た
も
の
が
置
か
れ
で
あ
っ
た 。

ま
た
南
側
の
小
嗣
に
は
三
猿
(
み
ざ
る 、
き
か
ざ
る 、
い
わ
ざ
る)
の
小
さ
な
木
彫
像
が
安
置
さ
れ

て
お
り、
ほ
か
に
装
飾
用
の
木
彫
も
二
つ
付
置
さ
れ
て
い
る
が 、
乙
れ
は
庚
申
信
仰
の
あ
ら
わ
れ
と
見

る
べ
き
で
あ
ろ
う 。

し
か
し 、
五
十
四
年
秋
の
二
O
号
台
風
で
こ
の
二
つ
の
小
嗣
は
倒
壊
し
て
し
ま
い 、
い
ま
は一
つ
の

小
嗣
堂
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る 。

ま
た
社
務
所
の
近
く 、
後
述
の
「

浅
間
神
社」
に
登
る
石
段
下
の
西
側
に
も
小
嗣一
棟
が
あ
り、
御

神
体
と
お
ぼ
し
き
も
の
と
し
て
「

天
照
皇
大
神
宮」
の
御
幣
が
祭つ
で
あ
る 。
そ
の
由
来
は
ま
っ
た
く
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�一
不
明
で
あ
る
が 、
嗣
内
に
は
か
な
り
古
い
木
彫
の
獅
子
頭
二
つ
が
蔵
さ
れ
て
あ
り、
「

天
照
皇
大
神」
を

奉
祭
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る 。

そ

の

他

の

神

社

と

御

堂

-
坂
田
浅
間
神
社

「
坂
田
八
幡
神
社」
の
端
を
登
る
と
小
高
い
圧
の
頂
き
に
「

坂
田
浅
間
神
社」
が
あ
る 。
万
延
元
年(一

八
六
O
年)
庚
申
年
六
月
吉
日
に
篤
信
者
た
ち
に
よ
っ

て
奉
祭
さ
れ
た
と
い
う 。
そ
の
二
年
前
の
安
政

五
年
(一
八
五
八
年)
は
日
本
の
国
中
に
は
悪
疫
が
大
流
行
し 、
こ
の
坂
田
に
お
い
て
も

例
外
で
は
な

さ
ま
ざ
ま
の
祈
願
の
す
え 、
よ
う
や
く
納
ま
っ
た
と
古
文
書
に
は
記

さ
れ
て
あ
る 。
そ
乙
で
篤
信
者
た
ち
が
相
寄
り、
相
談
の
結
果 、
駿
河
国
富
士
山
頂
普
賢
岳
の
岩
石
を

く
村
人
た
ち
は
非
常
に
困
惑
し 、

請
い
奉っ
て
と
神
体
と
し 、
「

坂
田
浅
間
神
社」
を
新
設
し
た
わ
け
だ 。
こ
れ
に
帰
依
信
敬
す
る
者
は 、

悪
事
災
難
を
除
け 、
五
穀
成
就
で
き
る
と
い
わ
れ
る 。

寺 ・ 神社・石造文化財

乙
の
奉
祭
に
つ
い
て
は 、
別
当
寺
を
「

長
福
寺」
と
し 、
施
主
は
村
中
と
な
っ

て
お
り、
当
時
の
名

主・
坂
井
四
郎
兵
衛
が
金
二
朱
を
寄
進
し
た
の
を
は
じ
め 、
一
朱 、
二
O
O
文 、
一
四
八
文 、
一
O
O

文 、
四
八
文 、
二
四
文
な
ど
と
村
中
船

人
々
が
そ
れ
に
続
き 、
そ
の
な
か
に
は
「

長
福
寺」
入
口
の
共

同
墓
地
の
中
央
あ
た
り
に
あ
っ
た
地
蔵
堂
の
堂
守
ま
で
四
八
文
を
拠
出
し
て
い
る 。

当
時
の
村
の
お
も
だ
っ
人
々
が
次
の
よ
う
に
名
を
連
ね
て
い
る 。

第2 章

名
主

四
郎
兵
衛
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坂田の生活と文化

組
頭

市
右
衛
門

発
願
人

秋
元
治
右
衛
門

組
頭

六
郎
右
衛
門

組
頭

甚
左
衛
門

組
頭
/

五
郎
兵
衛

百
姓
代
忠

七

な
お
「

大
草
喜

右
衛
門
様」
よ
り
金一
朱
と
酒一
斗
を
御
肴
料
と
し
て
奉
納
さ
れ
た」
と
あ
り、
乙

の
人
が
お
そ
ら
ι
当
時
の
家
老
役
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る 。

第3編

-
西
五
龍
の
「
薬
師
堂」

古
老
た
ち
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば 、
字
西五
龍
の
安
藤
喜一
郎
旧
宅
と
そ
の
西
隣
り
の
安
藤
史
郎

宅
の
裏
山
裾
の
と
こ
ろ
に
「

鎮
守
八
幡
大
神
宮
薬
師
堂」
が
建っ
て
い
た
と
い
う 。
そ
の
近
辺
に
は
堂

守
+そ
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
人
た
ち
の
墓
石
が、
北
側
の
宇
古
八
幡
と
の
境
界
を
な
す
山
道
の
あ
た
り

に
四
基
ひ
っ
そ
り
と
建っ
て
い
る 。
そ
の
墓
石
に
刻
ま
れ
て
い
る
年
号
を
見
る
と
か
す
か
に
「

延
宝・:

」
主
あ
り、
お
よ
そ
三
O
O
年
前
の
こ
ろ
の
も
の
と
思
わ
れ
る 。

ま
た 、
こ
の
墓
石
の一
五
メ
ー
ト

ル
ば
か
り

東
方
に
は
小
さ
な
塚
ら
し
き
も
の
が
こ
ん
も
り
と
盛
り

あ
が
っ

て
お
り、

人
々
は
H

行
人
塚H
と
呼
ん
で
い
た 。
そ
し
て 、
そ
の
西
側
に
は
小
池
の
く
ぼ
み
の

跡
が
わ
ず
か
に
し
の
ば
れ
る 。
こ
の
「

薬
師
堂」
は
「

長
福
寺」
の
住
職
諏
訪
祐
慶
師
に
よ
れ
ば
「

お

そ
ら
く
戦
国
時
代
に
創
建
さ
れ
た」
と
推
定
し
て
い
る
が、
相
当
に
立
派
な
建
築
様
式
で
五
間
四
方
も

あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る 。

そ
れ
は
明
治
の
末
ご
ろ
ま
で
残
さ
れ
て
お
り、
そ
の
こ
ろ
は
も
う
村
の
若
衆
た
ち
の
格
好
の
遊
び
場
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に
化
し
て
い
た 。

田
坂
田
の
「
弁
天
宮」

文
政
二
年
に
作
成
さ
れ
た
古
絵
図
を
み
る
と 、
字
宇
和
手
の

殿
か
ら一
0
0
メ
ー
ト
ル
ば
か
り

西
方
の
小
高
い
と
乙
ろ
に
弁
天
宮
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い

「
長
福
寺」
本
堂
裏
山
の
八
幡
神
社
本

る 。
そ
れ
に
は
「

池
之
内
弁
天
宮」
と
書
か
れ
て
い
る
が、
ほ
か
は
な
ん
ら
の
説
明
も
付
記
さ
れ
て
い

な
い 。
現
場
に
立
っ

て
も
そ
こ
に
は
礎
石
の
跡
も
見
当
ら
な
い
た
め 、
さ
し
ず
め
「

ナ
ゾ
の
弁
天
宮L

と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が、
古
絵
図
に
わ
ざ
わ
ざ
記
載
し
て
あ
る
と
乙
ろ
か
ら
判
断
し
て 、
決
し
て

「
幻
の
弁
天
宮」
で
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る 。

-
五
龍
神
社

字
東
五
龍
の
牧
野
小一
郎
宅
の
東
側
山
裾
に
「

五
龍
様」
と
呼
ば
れ
る
小
洞
が
祭
ら
れ
て
い
る 。
伝

承
に
よ
れ
ば 、
そ
の
昔 、
家
号
「

善
兵
衛L
家
の
者
が
海
で
手
繰
り
漁
を
し
て
い
た
と
き 、
木
の
切
株

が
網に
か
か
っ
た 。
と
こ
ろ
が、
そ
れ
は
捨
て
て
も

捨
て
て
も
か
か
っ

て
き
て 、
不
思
議
に
思っ
た
そ

寺・神社・石造文化財

の
男
が
つ
い
に
拾
い
上
げ 、
そ
の
木
の
切
株
を
と
本
体
と
し
て
肥っ
た
と
い
う 。
昔
の
人
た
ち
の
素
朴

な
信
仰
心
が
し
の
ば
れ
る
言
い
伝
え
だ
が、
こ
の
と
き
村
人
た
ち
が、
ど
ん
な
動
作
で
何
を
語
り

合つ

た
か
を
想
像
し
て
み
る
と
興
味
は
っ
き
な
い 。

-
坂
田
の
「
山
神
さ
ま
」

第2章

山
神
さ
ま
の
由
来
が
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
不
明
だ
が、
お
そ
ら
く

原
始
的
な
山
岳
信
仰
が

-

五

飽

神

社

の

小

石

柱

こ
の
神
社
の
小
柄
の
前
万
左
右
に
は
小
石
柱
が
建
て

ら
れ
で
あ
る 。

右
側
の
も

の
に
は
「

天
明
七
年
九
月
吉

日」

と
あ
り 、

左
側
に
は
「

願
主
大
前
氏L

と
刻
ま
れ

て
い
る
が 、

大
前
と
は
大
牧
新
左
ヱ
門
の
乙
と
で
あ
ろ

，
「ノ 。

五龍神社
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し
か
ら
し
め
た
も
の
で
あ
ろ
う 。

坂
田
の
山
神
さ
ま
は
四
つ
あ
る 。

一
つ
は
字
当
神
免
の
茂
田
方
の
山
林
頂
上 。
高
さ
八
0
セ
ン
チ
ほ
ど
の
伊
豆
石
の
よ
う
な
も
の
に「
寛

第3編

政
四
子
年
十一
月
吉
日」
と
「

山
神
宮」
と
の
刻
字
が
入っ
て
お
り、
そ
こ
に
山
の
形
を
し
た
笠
石
が

載
せ
ら
れ
τ
い
る 。

二
つ
目
は
字
原
の
平
野
竹
治
宅
(
家
号
「

喜
左
え
む」)
の
裏
山
頂
上 。

二
つ
目
は
字
仲
町
の
色
部一
郎
宅
(
家
号
「

嘉
え
む」)
裏
山
山
頂 。

四
つ
目
が
同
じ

仲
町
の
栗
原
治
次
宅
(
家
号
「

治
郎
左
え
むし)
の
裏
山
山
頂 。

五
つ
目
は
字
蔚
ケ
作
の
水
越
賢
次
(
屋
号
谷
新
宅)
所
有
山
林
内 。

こ
の
う
ち
当
神
免 、
仲
町
あ
た
り
か
ら
は
縄
文
早
期
に
属
す
る
土
器
片
が
採
取
さ
れ
て
お
り、
縄
文 、

弥
生
期
な
ど
太
古
に
人
間
生
活
が
営
ま
れ
て
い
た
と
こ
ろ
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る 。
一
説
に
は 、

の
あ
た
り
に
は
鎌
倉
時
代
に
武
士
の
見
張
所
が
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
が、
い
ず
れ
に
し
て
も
素

朴
な
集
落
の
人
た
ち
が
山
と
生
活
を
守
る
た
め
に
祭っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る 。

-
坂
田
の
「
水
神
さ
ま」

字
花
の
井
の
坂
田
青
年
館
西
側
の
裏
山
の
裾
に
は
「

水
神
さ
ま」
が一
基
祭
ら
れ
て
い
る 。

坂
田
は
山
水
が
多
く 、
出
水
の
と
き
は
村
人
た
ち
を
困
ら
せ
た
も
の
で
あ
る
が、
そ
の
災
害
を
守
る
こ

と
と 、
生
活
の
用
水
神
と
し
て
安
置
し
た
と
推
定
さ
れ
る 。
創
ら
れ
た
年
代
は
明
ら
か
で
は
な
い 。
し

か
し 、
周
辺
の
様
相
か
ら
か
な
り
古
く 、
江
戸
時
代
の
ζ
と
と
推
察
さ
れ
る 。
現
在
で
も
そ
の
辺
り
か .

ら
引
水
し
て
飲
料
水
に
使
用
し
て
い
る
家
庭
も
あ
る 。

こ
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石

造

文

化

財

-
道
祖
神

道
祖
神
は 、
塞
の
神 、
ド
ウ
ロ
ク
神
な
ど
と
呼
ば
れ 、
外
敵
の
侵
入
を
防
ぐ
力
が
あ
る
と
し
て
杷
ら

れ
た 。釜

神 、
中
野
方
面
か
ら

字
高
坂
を
経
て
畑
沢
に
通
じ
る
か
つ
て
の
房
総
街
道 。
そ
の
高
坂
口
に
あ
る

議
貝
久
太
郎
宅
の
西
側
道
路
に
面
し
た
大
樹
の
根
元
に
小
嗣
が
あ
り、
そ
の
中
に
は一
躯
の「
道
祖
神L

が
杷
ら
れ
て
い
る 。
高
さ一
八
セ
ン
チ
の
台
石
に
像
高
七・
五
セ
ン
チ
の
小
さ
な
仏
像
が
二
体
刻
ま
れ

て
い
る 。
明
和
三
年
四
月
吉
田
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら 、
武
蔵
上
野
あ
た
り
で
百
姓一
撲
が
発
生
し
た

時
代
に
安
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る 。
そ
の
ほ
か
に
像
高
二
四
セ
ン
チ
の
石
造
り
の
地
蔵
が一
体
問
ら
れ

て
い
る
が、
い
ず
れ
も

穏
や
か
な
愛
ら
し
い
風
貌
で
あ
る 。

-
お
地
蔵
さ
ま

寺・神社・石造文化財

お
地
蔵
さ
ま
は
釈
迦
が
入
滅
後 、
弥
勤
仏
の
出
現
す
る
ま
で
の
問 、
い
わ
ば
仏
の
な
い
暗
黒
時
代
に

登
場
し 、
迷
い
の
世
界
を
訪
ね
ま
わ
っ

て
は
衆
生
を
救
う
仏
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る 。
地
蔵
信
仰
は

平
安
時
代
ご
ろ
か
ら
広
く
普
及
し 、
江
戸
時
代
に
な
り
ま
す
ま
す
盛
ん
に
な
り、
と
り
わ
け
庶
民
の
深

い
信
仰
を
得
て
道
端
に
ま
で
杷
ら
れ
る
よ
う
に
なっ
た 。

こ
こ
坂
田
に
も
六
カ
所
に
お
地
蔵
さ
ま
が
点
在
し 、
人
々
に
崇
敬
さ
れ
て
い
る 。
人
々
を
極
楽
に
導

第2章

き 、
病
気
を
治
し 、
火
災
や
盗
難
か
ら
守
る
な
ど
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
願
い
ご
と
を
叶
え
る
と
い
う
有
難

道祖神
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い
仏
さ
ま
と
い
う
こ
と
で 、
今
日
ま
で
根
強
い
信
仰
が
続
い
て
い
る 。

-

坂
田
海
岸
の
六
地
蔵

坂
田
の
海
岸
が
生
き
て
い
た
乙
ろ 、
漁
師
た
ち
の
憩
い
の
場
と
し
て
栄
え
た
家
号
「

安
さ
ん」

第3編

側
道
路
端
に
あ
る
六
地
蔵 。
海
苔
養
殖
が
全
盛
の
こ
ろ
は
村
の
人
々
に
親
し
ま
れ 、
お
要
銭
が
あ
げ
ら

れ
た
が、
漁
業
権
放
棄
以
降
は
あ
た
か
も一
人
と
り
残
さ
れ
た
よ
う
に
淋
し
そ
う
に
立
っ

て
い
る 。
高

さ
八
四
セ
ン
チ 、
横
四
0・
五
セ
ン
チ 、
厚
さ一
四
セ
ン
チ
と
立
派
な
も
の
で 、
そ
こ
に
は
「

宝
永
八

辛
卯
天
三
月
(
注
・
あ
る
い
は
二
月
か)

吉
日

施
主
坂
田
村
講
中」
と
刻
ま
れ
て
い
る 。
宝
永
年
間
と
い

え
ば
六
代
将
軍
家
官一
の
時
代 。
富
士
山
が
噴
火
し
て
宝
永
山
が
で
き
た
り、

将
軍
の
命
令
で
新
井
白
石

が
「

武
家
諸
法
度」
を
起
草
し
て
諸
大
名
の
ぜ
い
た
く
を
戒
め 、
通
貨
改
革
に
努
力
し
た
時
代
で
あ
り、

そ
れ
か
ら
約二
七
O
年
の
あ
い
だ 、
こ
の
海
岸
の
六
地
蔵
は
坂
田
の
漁
師
た
ち
の
変
遷
を
見
つ
め
て
き

た
と
い
う
わ
け
で
あ
る 。

-

滝
の
前
六
地
蔵

字
滝
の
前
に
あ
る
本
間
家
墓
地
入
口
に
は
六
体
の
六
地
蔵
が
あ
る 。
大
き
い
の
は
高
さ
四
六
セ
ン
チ

で 、
一川
番
小
さ
い
の
が
三
六
セ
ン
チ 。
ζ
れ
も

宝
永
五
成
子
(一
七
O
八
年)
十一
月
九
日
と
刻
字
が

見
ら
れ
る
が、
村
の
人
々
の
安
全
と
死
者
の
冥
福
を
祈
願
し
て
奉
納
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る 。

-

寺
家
坂
土
堤
上
の
六
地
蔵

乙
の
地
蔵
さ
ま
は
寺
家
坂
を
南
か
ら
北へ
あ
が
っ
た
右
側 、
道
路
か
ら
約
五
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
の
ぼ

っ
た
と
こ
ろ
に
静
か
に
立っ
て
い
る 。

左
か
ら
「

お
は
つ

長
七
お
い
ぬ」「
施
主
坂
田
村
中」「
金
蔵
い
ぬ
ふ
ち
お
た
け」
「
×
×
×

× 
(
不
明)」
「

千
代

お
ふ
い

卯
三
女」
「

事
保
庚
子
五
年
(一
七
二
O
年)
二
月
十
二
日

お
あ
き

の
北

J 
P 
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-

宇

和

手

の

地

蔵

堂

長
福
寺
下
の
共
同
墓
地
の
中
央
辺
り
に
明
治
四
十
四

年
ま
で
地
蔵
堂
が
あ
っ
た 。

そ
れ
は
鎌
倉
時
代
に
創
建

さ
れ
た
も

の
と
い
わ
れ
て
い
た 。

江
戸
幕
末
C
ろ
ま
で

は
堂
守
が
常
住
し 、

村
人
と
の
交
流
を
示
す
寄
付
金
な

ど
を
山
摘
し
た
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る 。



い
お
き
七
之
助」
と
六
体
そ
れ
ぞ
れ
に
刻
字
さ
れ
て
い
る 。
苔
む
し
た
石
仏
は
何
を
語
ろ
う
と
し
て

い
る
の
か 、
往
時
の
人
々
の
信
仰
心
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
よ
う
だ 。

-

長
福
寺
六
道
地
蔵
尊
と

六
面
地
蔵

「
長
福
寺」
境
内
に
上
が
る
と 、
右
側
に
あ
る
僧
侶
墓
地
入
口
の
と
こ
ろ
に
六
道
地
蔵
尊一
基
が
あ
る

高
さ
五
三・
五
セ
ン
チ
で 、
吉子
保
四
年
(一
七一
九
年)
に
作
ら
れ 、
願
主・
隆
慶
と
刻
ま
れ
て
い
る 。

坂
田
で
は
い
ち
ば
ん
立
派
な
地
蔵
さ
ま
で
あ
ろ
う 。

ま
た
境
内
に
あ
が
っ

て
す
ぐ
右
側
に
「

六
面
地
蔵」
が
あ
り、
こ
れ
は
元
禄
十
二
年(一
六
九
九
年)

と
あ
る
か
ら 、
こ
の
村
で
は
い
ち
ば
ん
古
い
地
蔵
さ
ま
の
よ
う
だ 。
高
さ
八
二
セ
ン
チ
の
六
角
石
で 、

か
す
か
に
「

教
道
法
×
宥
×

大
牧
新
左
衛
門
五
兵
衛
七
良
左
衛
門
五
良
兵
衛
杢
兵
衛
奉
納

損

日
結」
な
ど
の
文
字
が
見
い
出
せ
る 。
か
つ
て
は
地
蔵
堂
墓
地
入
口
に
奉
和
さ
れ
て
い
た
も
の
を 、

後
年 、
現
在
の
場
所
に
移
転
し
た
と
い
う 。

-

坂
田
新
納
戸
地
蔵

高
坂
霊
園
の
北
側
道
路
を
距
て
た
新
納
戸
共
同
墓
地
入
口
の
と
こ
ろ
に

プ両
堂
が
あ
り、
こ
こ
に
は

二
体
の
地
蔵
が
奉
配
さ
れ
て
い
る 。

寺・神社・石造文化財

一
体
は
高
さ一
・

二
メ
ー
ト
ル
の
立
像
(
像
高
は
八
七
セ
ン
チ)

二
壬
成
歳」{一
七
四
二
年)「
坂
田
村
講
中」
と
あ
り、
そ
の
年
の
十一
月
吉
日
に
杷っ
た
よ
う
で
あ
る 。

で 、
そ
の
台
座
正
面
に
は
「

寛
保

も
う一
体
は
高
さ
が一
・

0
メ
ー
ト
ル
で 、
像
高
だ
け
を
計
れ
ば
五
五
セ
ン
チ 。
そ
の
正
面
に
は「
寒

山
承
椿
信
士」「
全
陸
霜
銭信
士」「
芳
春
童
子」
な
ど
の
文
字
が
刻
ま
れ 、「
安
永
八
巳
亥」(一
七
七
九
年)

三
月
吉
日
と
あ
る 。

第2章

ま
た 、
も
う一
体
は
台
座
二
個
の
上
に
像
高
三
七
セ
ン
チ
の
地
蔵
が
安
置
さ
れ 、
台
座
に
は 、「
宝
蓮

長福寺の六画地蔵
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法
子
位
天
保
八
丁
酉
四
月
廿
四
日」「
施
主

坂
田
村
久
保
村」
と
刻
ま
れ
て
い
る 。
両
村
が
施
主

と
い
う
の
は
珍
し
い
が、
こ
れ
は
両
村
の
村
境
に
あ
る
た
め
と
思
わ
れ
る 。

-

谷
地
蔵

第3編

谷
墓
地
の
入
口
左
側
に
は
ブ
ロ
ッ

ク
塀
に
固
ま
れ
て
四
体
の
地
蔵
が
あ
る 。

西
側
か
ら
見
て
い
く
と 、
ま
ず
高
さ
四
三・
五
セ
ン
チ 、
幅
二
三・
五
セ
ン
チ
の
三
面
六
地
蔵 。

次
は
高
さ一
メ
ー
ト
ル
に
お
よ
ぶ
立
派
な
彫
刻
の
あ
る
石
造
物 、
幅
は一一
八
セ
ン
チ
も
あ
る 。

そ
の
東
隣
は
高
さ
三
八
セ
ン
チ 、
幅一
五
セ
ン
チ
の
地
蔵
だ
が、
肩
か
ら
上
部
は
欠
損
し
て
い
る 。

そ
し
て一
番
東
端
は
高
さ
三一一
セ
ン
チ 、
幅
二
三
セ
ン
チ
で 、
三
面
の
像
が
刻
ま
れ
て
い
る 。

• 
塔

-

花
の
井
の
供
養
塔

字
花
の
井
角
の
西
側
に一
基
の
供
養
塔
が
建っ
て
い
て 、
村
人
た
ち
の
信
仰
を
集
め
て
い
る 。
台
座

の
上
に
高
さ一
-

二
メ
ー
ト
ル 、
巾
七
二
セ
ン
チ 、
奥
行
二
四
セ
ン
チ
で 、
表
面
に
は
「

西
国
三
拾
三

所
供
養
塔」
と
あ
る 。
裏
面
を
み
る
と
「

天
保
十
五
年
田
辰
倉
四
月二
十
日

名
主
坂
井
四
郎
兵
衛

長
福
寺
宥
阿」
の
刻
字
が
記
さ
れ 、
見
る
か
ら
に
見
事
な
石
造
塔
で
あ
る 。

-

長
福
寺
の
宝
僅
印
塔

境
内
の
本
堂
に
向
か
う
と 、
そ
の
右
手
に
は
高
さ
五
メ
ー
ト
ル
に
も
お
よ
ぶ
立
派
な
作
り
の
宝
僅
印

塔一
基
が
そ
び
え
建っ
て
い
る 。
塔
に
は
「

寛
永
十一
年
四
月
十
二
日L
に
建
立
さ
れ
た
こ
と
が
は
っ

き
り
と
記
さ
れ 、
そ
こ
に
は
「

刊
妙
清
禅
定
尼」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら 、
そ
の
尼
僧
を
供
養
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る 。
宝
僅
印
塔
は
も
と
も
と
イ
ン
ド

で
発
生
し
た
も
の
で 、
わ
が
国
に
は
平
安
中
期
に
伝
わ
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り、
石
造
物
と
し
て
各
所
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
鎌
倉
時
代
後
期
か
ら
だ 。

塔
の
作
り
は 、
ま
ず
基
壇
の
上
に
基
礎
が
積
ま
れ 、
塔
身 、
笠 、
相
輪
と
あ
が
っ

て
行
く 。

普
通
は

塔
身
の
四
面
に
四
仏
の
種
子
を
彫
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
「

長
福
寺」
の
宝
芭
印
塔
は
ほ
と
ん
ど
供
養

塔
の
意
味
を
もっ
て
建
て
ら
れ
た
よ
う
だ 。

-

坂
田
の
庚
申
塔

「
長
福
寺」
下
の
地
蔵
堂
墓
地
入
口
に
高
さ
九
八
セ
ン
チ 、
幅
四
二
セ
ン
チ
の
三
猿
を
刻
ん
だ
庚
申
塔

が
奉
納
さ
れ
て
い
る 。
庚
申
塔
は
数
百
年
の
伝
統
に
支
え
ら
れ
た
信
仰
の
あ
ら
わ
れ
で 、
祖
先
の
生
活

の一
端
を
物
語
る
も
の
で
あ
る 。
室
町
時
代
の
中
ご
ろ
か
ら
庚
申
の
礼
拝
本
尊
が
考
え
出
さ
れ 、
江
戸

時
代 、
こ
と
に
元
禄
年
聞
に
広
く

庶
民
の
聞
に
浸
透
し 、
念
仏
講
や
月
待
講
で
供
養
塔
が
建
て
ら
れ
た

よ
う
に 、
庚
申
塔
も
こ
れ
に
な
らっ
た
も
の
と
推
定
し
て
い
い 。
別
名
「

三
猿
塔」
と
も
呼
ば
れ
て 、

猿
を
神
格
化
さ
せ
た
も
の
で
あ
る 。

• 
道

標、

字
東
五
龍
と
西
五
龍
の
聞
の
寺
家
坂
上
り
口
に
は一
基
の
見
事
な
道
標
が
あ
る 。
高
さ
九
四
セ
ン
チ 、

寺・神社・石造文化財

横
二
九
セ
ン
チ 、
奥
行
二一
セ
ン
チ
の
硬
質
岩
で 、「
天
保一
五
辰
亥

嘉
左

施
主
村
中
甚
左
ヱ
門

兵
右ヱ
門

二E

門

作
右
ヱ
門
治
右ヱ
門
金
兵
ヱ」
の
名
前
が
刻
ま
れ 、

東
か
の
う
山
江

り
半

西
富
津
江

一一
り
半

北
木
更
津
江

り

第2章

と
太
字
で
刻
ま
れ
て
い
る 。
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ま
た 、

発
の
際
に
地
下
に
埋
没
し
て
し
ま
っ
た
の
か 、

こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
道
標一
基
が
字
高
坂
の
畑
沢
道
入
口
に
も
あ
っ

た
が、

い
ま
は
見
当
た
ら
な
い 。

ヨ 第3編

.・

こ
の
た
び
の
開

338 

-

高

坂

霊

園

坂
田
に
は
現
在 、

長
福
寺
関
係
の
墓
地
と
は
別
に
高

坂
霊
園
が
あ
る 。

場
所
は 、

そ
の
昔 、

文
化
文
政
ご
ろ

か
ら
高
坂
堰
(
面
積
七
O
O
坪)

と
し
て
地
域
の
港
紙

に
役
立
っ

て
い
た
と
乙
ろ
だ
が 、

付
近
の
久
保
山
な
ど

の
開
発
に
呼
応
し 、

昭
和
五
十
二
年
春
に
地
主
の
坂
井

五
郎
氏
が
こ
れ
を
菩
提
寺
で
あ
る
波
岡
寺
に
寄
進
し
た 。

波
岡
寺
で
は
乙
れ
を
高
坂
霊
園
と
し
て
開
発 、

全
区
画

一
四
八
基
の
近
代
的
霊
園
を
完
成
さ
せ
た 。

宗
派
を
問

わ
ず
開
放
さ
れ
て
い
る 。

高
坂
霊
園
は
高
台
の
公
園
墓
地
で
環
境
の
す
ぐ
れ
た

場
所
で
あ
り 、

駐
車
場 、

水
道 、

休
憩
所
の
設
備
も

整

っ
て
お
り 、

多
数
の
申
込
者
が
あ
る 。

ち
な
み
に
高
坂
地
区
に
は 、

波
岡
寺
を
菩
提
寺
と
す

る
檀
家
が
六
軒
あ
り 、

こ
れ
は
そ
の
昔 、

高
坂
は
隣
り

村
で
あ
る
畑
沢
に
所
属
し
て
い
た
時
代
が
あ
っ
た
た
め

と
考
え
ら
れ
る
が 、

資
料
と
す
べ
き
も

の
は
ま
っ
た
く

見
当
た
ら
な
い 。


