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〈
特
集
〉
太
平
山
を
め
ぐ
る
歴
史
と
文
化

　

太
平
権
現
別
当
坊
連
祥
院
は
安
政
五
年
（
一
八
五
九
）
か
ら

同
六
年
に
か
け
、
社
頭
修
復
の
た
め
に
勧
進
を
行
っ
た
。『
太

平
山
社
頭
惣
修
復
縁
起
』
は
そ
の
際
に
当
院
が
板
行
し
た
勧
進

帳
で
あ
る
。
管
見
で
は
、
安
政
五
年
板
行
の
版
（
本
学
図
書
館

所
蔵
）
及
び
本
誌
に
翻
刻
す
る
同
六
年
版
（
筆
者
蔵
）
が
あ
る

（
図
１
）。
こ
の
他
、
未
調
査
の
た
め
に
刊
年
不
明
で
あ
る
が
、

天
理
図
書
館
所
蔵
『［
縁
起
・
来
由
書
等
合
綴
集
］』
第
一
四
冊

所
収
の
一
本
が
確
認
さ
れ
る
。
な
お
こ
の
合
綴
集
同
冊
に
は
当

山
の
略
縁
起
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
当
山
で
、近
世
後
期
、折
々

に
こ
う
し
た
摺
物
が
出
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
今
後
も
同
種

の
摺
物
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

伊
　
藤
　
慎
　
吾

『
太
平
山
社
頭
惣
修
復
縁
起
』

　
　
　
　
　
　
―
翻
刻
と
解
題
―



『太平山社頭惣修復縁起』 134

　

次
に
安
政
五
年
版
と
同
六
年
版
の
書
誌
を
簡
単
に
記
す
。

【
安
政
五
年
版
】

書　

型　

仮
綴

　
　
　
　

た
て
二
四
・
〇
㎝
×
よ
こ
一
七
・
〇
㎝

　
　
　
　

綴
じ
穴
の
幅　

七
・
一
㎝

料　

紙　

楮
紙
（
本
文
・
表
紙
共
）

外　

題　

太
平
山
社
頭
惣
修
復
縁
起
（
打
付
・
中
央
・
双
辺
）

　
　
　
　

た
て
一
五
・
五
㎝
×
よ
こ
二
・
三
㎝

内　

題　

太
平
山
社
頭
惣
修
復
縁
起
（
一
オ
）

丁　

数　

二
丁

柱　

刻　

丁
付
「
一
」「
二
」

行　

数　

一
〇
行

本　

文　

漢
字
平
仮
名
交
じ
り
文

刊　

記　

な
し
。

印　

記　
「
國
學
院
／
蔵
書
記
」（
一
オ
右
下
・
朱
長
方
印
・
陽
刻
）

所
蔵
者　

國
學
院
大
學
栃
木
学
園
図
書
館

〈
図
１
〉
表
紙

安
政
五
年
版
（
右
）・
同
六
年
版
（
左
）
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【
安
政
六
年
版
】

書　

型　

仮
綴

　
　
　
　

た
て
二
四
・
六
㎝
×
よ
こ
一
六
・
八
㎝

　
　
　
　

綴
じ
穴
の
幅　

二
・
三
㎝

料　

紙　

楮
紙
（
本
文
・
表
紙
共
）

外　

題　

太
平
山
社
頭
惣
修
復
縁
起
（
打
付
・
中
央
・
双
辺
）

　
　
　
　

た
て
一
五
・
四
㎝
×
よ
こ
二
・
三
㎝

内　

題　

太
平
山
社
頭
惣
修
復
縁
起
（
一
オ
）

丁　

数　

三
丁

行　

数　

一
〇
行

本　

文　

漢
字
平
仮
名
交
じ
り
文

刊　

記　

な
し
。
た
だ
し
次
の
通
り
本
奥
書
あ
り
。

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

野
州
太
平
山
別
當

　

安
政
六

丑
未
歳　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

連 
祥 
院　

」

印　

記　

な
し
。

所
蔵
者　

伊
藤
慎
吾

〈
図
２
〉
巻
首

安
政
五
年
版
（
右
）・
同
六
年
版
（
左
）
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て
い
る
点
で
あ
る
（
図
３
）。
な
お
、
仮
綴
の
綴
じ
穴
の
幅
も

大
差
が
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
当
山
で
は
、
こ
れ
に
先
行
し
て
文
政
六
年
（
一
八

二
三
）に
も
大
規
模
な
修
復
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は『
太

平
山
石
垣
新
建
拝
殿
再
建
募
縁
起
』
の
存
在
か
ら
知
ら
れ
る

（『
栃
木
市
史
』
史
料
編
・
近
世
に
は
「
太
平
大
権
現
縁
起
」
と

題
し
て
翻
刻
）。

　

本
文
を
比
較
す
る
に
、『
惣
修
復
縁
起
』
が
『
募
縁
起
』
を

参
照
し
た
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
共
通
す
る
文
が
認
め
ら
れ

な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
本
文
構
成
も
『
募
縁
起
』
は
冒

頭
に
当
該
社
殿
の
縁
起
を
置
か
ず
、勧
進
対
象
の
箇
所
（
石
垣
・

拝
殿
）
の
実
情
の
説
明
を
唐
突
に
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
伝
統

的
な
勧
進
帳
の
本
文
構
成
を
踏
ま
え
た
も
の
と
は
言
え
な
い
。

起
草
者
が
何
ゆ
え
先
例
を
無
視
し
た
本
文
を
作
成
し
た
の
か
解

し
か
ね
る
。手
本
と
な
る
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は『
惣

修
復
縁
起
』
の
先
例
に
則
っ
た
構
成
を
見
れ
ば
想
像
が
つ
く
と

こ
ろ
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、本
勧
進
帳
は
『
募
縁
起
』

か
ら
直
接
影
響
を
受
け
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
翌
安
政
六
年
度
の
改
刻
の
際
に
は
売
僧
に
対
す
る

注
意
書
き
が
加
筆
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、外
題
左
傍
の「
當

　

さ
て
、
安
政
五
年
、
同
六
年
両
版
を
比
較
す
る
に
、
次
の
三

点
に
大
き
な
違
い
が
み
ら
れ
る
。
一
つ
は
同
筆
と
判
断
さ
れ
る

が
、
安
政
六
年
版
は
改
刻
本
で
あ
る
点
。
本
文
に
異
同
は
見
ら

れ
な
い
も
の
の
、
使
用
す
る
表
記
に
異
な
る
仮
名
を
使
う
箇
所

が
あ
り
、
ま
た
振
り
仮
名
の
異
同
が
確
認
さ
れ
る
（
図
２
）。

次
に
外
題
の
左
側
や
本
文
末
尾
に
加
筆
し
た
注
記
が
あ
る
点

（
後
述
）。
そ
し
て
安
政
六
年
版
に
は
連
祥
院
の
円
印
が
摺
ら
れ

〈
図
３
〉
安
政
六
年
版
巻
末



『太平山社頭惣修復縁起』137

山
ゟ
諸
勧
物
請
取
人
一
切
差
出
不
申
候
」
と
本
文
末
尾
の
次
の

但
し
書
き
で
あ
る
。

但
し
當
山
よ
り
右
勧く

わ
ん
も
つ物

金
銭
出
先
に
て
一
切
請
取
不
申
候

萬
一
請
取
候
者
は
偽に

せ
も
の物

に
候
間
御
渡
し
被
成
間
敷
候

　
『
募
縁
起
』
に
は
表
紙
の
添
え
書
き
は
な
い
が
、
本
文
末
尾

に
次
の
よ
う
な
一
文
が
あ
る
。

　

附　

近
年
紛
敷
族
当
山
名
前
相
偽
り
勧
化
巡
行
有
之
趣

相
聞
へ
候
間
、
少
々
の
勧
物
成
共
決
而
当
人
江
は
御
渡
被
レ

下
間
敷
候

　

同
文
で
は
な
い
が
、同
趣
旨
の
注
意
を
喚
起
し
た
文
で
あ
る
。

こ
れ
を
も
っ
て
直
接
関
係
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、

安
政
五
年
に
続
い
て
六
年
に
加
筆
さ
れ
た
勧
進
帳
が
す
ぐ
さ
ま

刊
行
さ
れ
た
の
は
、
安
政
五
年
の
勧
進
活
動
に
当
て
込
ん
だ
売

僧
が
紛
れ
る
自
体
に
及
ん
だ
た
め
に
摺
り
直
し
た
の
だ
ろ
う
と

い
う
見
方
も
で
き
る
。

　

さ
て
、
天
正
一
六
年
（
一
五
九
七
）
書
写
に
な
る
『
太
平
大

権
現
鎮
座
記
』（『
新
道
大
系　

神
社
編　

上
野
・
下
野
國
』
所

収
）
は
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
神
社
縁
起
で
、
創
建
の
由
来
か
ら

は
じ
め
て
、
慈
覚
大
師
円
仁
に
ま
つ
わ
る
説
話
な
ど
が
記
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
天
正
一
二
年
の
戦
火
に
よ
る
焼
亡
、
同
一

四
年
の
再
興
に
関
す
る
言
及
は
な
い
。

　

こ
れ
に
対
し
て
寛
永
一
二
年
の
奥
書
を
も
つ『
太
平
山
伝
記
』

（
同
書
所
収
）
は
こ
の
時
の
焼
亡
を
当
山
の
転
換
期
と
し
て
そ

れ
以
前
（
天
正
一
二
年
の
兵
火
に
よ
る
焼
失
前
）、そ
の
後
（
同

一
四
年
の
再
興
後
）を
意
識
し
た
記
述
を
行
っ
て
い
る
。『
伝
記
』

で
注
目
し
た
い
の
は
熊
野
権
現
に
関
す
る
言
説
が
あ
る
こ
と
で

あ
る
。

　
『
鎮
座
記
』
で
は
、
慈
覚
大
師
が
日
光
権
現
と
並
ん
で
本
山

に
お
け
る
「
別
社
」
と
し
て
熊
野
権
現
を
建
て
た
と
一
言
す
る

に
過
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、『
伝
記
』
で
は
「
古
法
太
平
三
所
」

と
し
て
太
平
大
権
現
・
熊
野
大
権
現
・
日
光
大
権
現
を
挙
げ

る
。
そ
し
て
熊
野
は
本
地
が
大
日
で
あ
り
、「
伊
弉
冊
尊
／
日

輪
」
と
も
記
す
。「
当
山
旧
跡
烏
沢
之
事
」
と
い
う
条
に
よ
る

と
、
こ
こ
は
天
正
年
中
ま
で
熊
野
権
現
の
社
地
で
あ
り
、
こ
こ

で
慈
覚
大
師
と
対
面
し
た
の
だ
と
い
う
。
託
宣
の
後
、「
忽
チ

日
輪
ノ
影
像
ヲ
現
ジ
玉
フ
、
是
ヲ
以
テ
御
神
躰
日
輪
也
」
と
あ
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べ
き
よ
し
宣
英
の
筆
記
に
見
え
へ
た
り
」
と
い
う
（
一
ウ
）。

　

つ
ま
り
、
こ
の
熊
野
権
現
の
霊
験
譚
は
宣
英
の
記
録
し
た
書

に
載
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
本
勧
進
帳
の
本
文
作
成
に
そ
れ

を
利
用
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

こ
の
勧
進
帳
が
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
た
か
は
直
接
的
な
資

料
が
見
出
さ
れ
て
い
な
い
現
段
階
に
あ
っ
て
は
分
か
り
か
ね

る
。
た
だ
し
、
文
政
六
年
度
の
『
募
縁
起
』
が
参
考
に
な
る
。

要
点
を
ま
と
め
る
と
、

１
「
為
二
御
勧
発
一
当
山
よ
り
回
村
の
人
差
出
候
」

２
「
町
々
村
々
其
役
元
に
於
て
御
組
下
の
衆
中
へ
勧
発
被
レ

下
」

３
「
奉
納
金
相
集
」

４
「
奉
納
金
別
当
所
迄
御
持
参
被
下
候
へ
は
、
請
取
書
付
差

出
申
候
」

　

ま
ず
当
山
か
ら
使
者
が
各
町
村
を
回
り
（
１
）、
村
役
か
ら

組
下
へ
伝
達
（
２
）、
さ
ら
に
集
金
を
依
頼
（
３
）、
奉
納
金
を

当
山
別
当
所
に
持
参
し
、
請
取
の
書
付
を
発
行
す
る
（
４
）
と

い
う
流
れ
で
勧
進
が
行
わ
れ
た
。
勧
進
帳
は
使
者
が
各
町
村
を

回
る
際
に
配
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

売
僧
が
介
入
す
る
の
は
、
奉
納
金
を
別
当
所
に
持
参
す
る
前

り
、
熊
野
権
現
を
日
輪
で
表
す
理
由
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
に

熊
野
信
仰
が
古
く
か
ら
根
付
い
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

天
正
一
四
年
の
当
山
再
興
に
は
別
当
坊
宣
英
が
尽
力
し
た
の
で

あ
る
が
、『
伝
記
』
に
は
そ
の
こ
と
を
つ
ぶ
さ
に
記
す
こ
と
は

し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
祭
神
や
末
社
の
説
明
を
一
通
り
終
え

た
後
に
記
さ
れ
る
次
の
一
節
が
注
目
さ
れ
る
。

当
時
神
社
造
立
、
天
正
十
四
丙
戌
ノ
年
也
、

大
檀
主
山
城
守
藤
原
廣
照

別
当
坊
宣
英

此
ノ

節
希
異

ノ
山
伏
来

テ
棟
梁

ス
、
恐

ク
ハ

熊
野
権
現
之
応
化

歟
ト

云
也
、

　

す
な
わ
ち
、
天
正
一
四
年
の
再
興
時
、
奇
異
の
山
伏
が
や
っ

て
き
た
。
こ
れ
は
熊
野
権
現
の
化
身
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
安
政
度
の
勧
進
帳
で
は
、
こ
の
山
伏
を
「
修
験
の
形
な

る
ひ
と
り
の
異
人
」
と
し
て
描
く
（
一
オ
）。
そ
し
て
、
意
気

消
沈
し
て
落
涙
す
る
宣
英
を
励
ま
す
だ
け
で
な
く
、
七
日
の
う

ち
に
資
材
を
調
達
し
、
百
日
で
再
興
を
実
現
さ
せ
た
様
子
を
説

い
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
全
く
熊
野
権
現
化
現
の
御
作
成
る
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の
段
階
だ
ろ
う
。
当
山
か
ら
の
使
者
だ
と
名
乗
っ
て
各
戸
を
回

る
わ
け
で
あ
る
。
村
役
の
屋
敷
に
は
当
山
か
ら
直
接
注
意
さ
れ

て
い
る
だ
ろ
う
が
、
全
戸
に
周
知
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
売
僧
の
具
体
的
な
活
動
記
録
が
今
後
見
出
さ
れ
る
こ
と
に

期
待
し
た
い
。

【
翻
刻
】

太
平
山
社
頭
惣
修
復
縁
起　
（
外
題
・
中
央
）

　

當
山
ゟ
諸
勧
物
請
取
人
一
切
差
出
不
申
候

 

」（
前
表
紙
）

　
　

太
平
山
社
頭
惣
修
復
縁
起

抑そ
も
〳
〵

當た
う
さ
ん山

御
社し

や
と
う頭

は
従よ

り
二

開か
い
び
や
く闢

一
天
正
十
四
年
迄
三
所
各か

く

別べ
つ

の
宮み

や

建だ
て

に

勧か
ん
じ
や
う請

候
處
其
比
の
別べ

つ
た
う當

中
興か

う

十
一
代
宣せ

ん

英ゑ
い

は
皆み

な
が
は川

山や
ま
し
ろ城

守
廣ひ

ろ

照て
る

の
叔し

ゆ
く
ふ父

た
る
の
間
同
年
皆
川
城し

ろ

攻ぜ
め

合か
つ
せ
ん戦

の
砌

み
ぎ
り

廣
照
に
合が

つ
た
い對

の
故
為た

め
に

二

兵へ
い
く
わ火

一
三
所
の
宮き

う
で
ん殿

始
坊ぼ

う
し
や舎

迄
不の

こレ
残ら

ず

灰
烬じ

ん

と
な
り
ぬ
宣せ

ん

英ゑ
い

滅め
つ
ぼ
う亡

の

後
同
十
六
年
に
至
潜ひ

そ
かに

立た
ち
も
ど戻

り
當
時
は
御
相あ

い

殿で
ん

熊く
ま

野の

権ご
ん
げ
ん現

の
旧き

う

跡せ
き

字あ
ざ

烏か
ら
す
ざ
は

沢
に
来
り
残ざ

ん

烬じ
ん

分ふ
ん
さ
ん散

し
て
千せ

ん
そ
う
ぼ
う
〳
〵

草
芒
々
た
る
有
様
に
不ふ

か
く覚
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の
落ら

く
る
い涙

に
及お

よ

ひ
黙も

く
ね
ん然

と
し
て
彳

た
ゝ
ず
む

處
に
御
僧そ

う

は
何
を
歎た

ん
そ
く息

し

給
ふ
と
問と

は
れ
宣
英
吃び

つ
く
りと

し
て
是
を
見
れ
は
修し

ゆ
げ
ん験

の
形か

た
ちな

る

一ひ
と
り箇

の
異い

じ
ん人

也
彼
人
曰
く
我わ

れ

は
驚

お
ど
ろ
く

者
に
あ
ら
ず
當た

う
ざ
ん山

再さ
い
こ
う興

の
志

こ
ゝ
ろ
ざし 

」
一
オ

あ
ら
ば
我わ

れ
堂ど

う
し
や社

の
作さ

く
ゐ為

誠ま
こ
とに

妙み
や
うを

得ゑ

た
り
宣
英
立た

ち
も
ど
り戻

再さ
い

興か
う
い
た
す

致
の
旨む

ね

を
觸ふ

れ

し
ら
す
べ
し
異い

じ
ん人

共
々
是
を
觸ふ

れ
つ
ぐ告

る
に
四
捨
二

郷が
う

五
里
四
方
は
元
よ
り
淳じ

ゆ
ん
な和

天て
ん
わ
う皇

御
寄き

ふ附
の
社し

や
と
う頭

殊こ
と

更さ
ら

氏う
じ

子こ

た
る
の
間
思
ひ
〳
〵
に
十
方
よ
り
良

り
や
う
ざ
い材

運う
ん
そ
う送

寄き
し
や捨

し
て
僅わ

つ
かに

一
七
日
に
し
て
材ざ

い
よ
う用

満ま
ん
そ
く足

し
彼か

の

異い

人
一
人
昼ち

う
や夜

匠し
や
う
こ
う

工
を
な
し
三

所
御
相あ

い

殿で
ん

に
造ぞ

う
り
う立

一
百
日
に
し
て
成じ

や
う
じ
ゆ就

し
一
夜や

の
中
に
御
神し

ん
た
い躰

幷
霊れ

い
ぶ
つ佛

霊れ
い
ぞ
う像

不の
こレ

残ら
ず

安あ
ん

置ち

し
其
侭ま

ゝ

異い

人
の
行ゆ

く

衛ゑ

を
不
レ
知
依
レ
之

見こ
れ
をレ

之み
れ

ば
全ま

つ
たく

熊く
ま

野の

権ご
ん
げ
ん現

化け

現げ
ん

の
御
作さ

く

可な
るレ

成べ
き

よ
し
宣
英
の
筆ひ

つ

記き

に
見
へ
た
り
即

す
な
は
ち
い
ま

今
の
本ほ

ん
し
や社

本ほ
ん

地ぢ

堂ど
う

是こ
れ

也
か
ゝ
る
奇き

瑞す
い

の
宮き

う

社し
や

凡ぼ
ん
り
や
う

量
を
以
難い

ろ
ひレ

綺が
た
しと

雖い
へ
ど
も天

正
年
間
よ
り
は
三
百
年
近ち

か

く
相 

」
一
ウ

成
候
故
自
然
と
傾け

い
ふ
く伏

し
扉と

び
らの

開
か
い
へ
い
よ
ろ
し
か
ら
ず

閉
不
宜
雖

こ
れ
を
う
れ
う
と
い
へ
と
も

憂

之
建
起
し
候

に
は
家や

ね根
の
裏う

ら
い
た板

よ
り
初
羽は

め目
板
敷
板
其
外
惣す

べ
而

所と
り
か
へ替

候
ら
は

で
は
難た

も
ちレ

持が
た
く乍さ
りレ

去な
か
ら近

邊
に
清せ

い
じ
や
う浄

の
良

り
や
う

木ぼ
く

乏と
ぼ

敷し
く

無せ
ん
か
た
な
く

詮
方
黙も

だ
し
お
き

止
置
候

然
ル

に
去

ル
辰
の
八
月
風ふ

う
さ
い災

に
依
て
存
外
の
良り

や
う
ざ
い材

を
得
候
故
時
に

執と
り
ての

轉て
ん

禍く
わ

為ゐ

福ふ
く

誠
に
御
本
社
建け

ん

起き

の
時
至
候
故
今
般
令こ

ん

懇
ぐ
わ
ん
せ
し
め願

御
社
頭
向
惣
修し

ゆ
ふ
く復

致
し
度
就つ

き
て

而
は
山
上
の
事
に
て
大
風
雨
雪
の

砌
は
毎
度
神じ

ん
じ
し
や
し
き

事
社
式
に
も
差

さ
し
つ
か
へ支

難な
ん
じ
う渋

不
少
猶
右み

ぎ

等ら

の
時じ

せ
つ節

に
は
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参さ
ん
け
い詣

の
諸
人
難
儀
に
及
候
故
御
本
社
廻
り
へ
霧き

り
よ
け除

大
板
家
根
新し

ん

造ぞ
う

致
度
尚な

を

又
御
供
處
も
元
禄
已い

ら
い来

追
々
に
継つ

ぎ
た足

し
根
繾
等

度
々
に
相
成
持
難
く
候
故
再
建
致
し
宮み

や

建た
ち

地ぢ
ぎ
や
う形

の
儀
も
殊こ

と

之
外 

」
二
オ

前
下
り
故
大
雨
長な

が
じ
け滋

等
の
節
は
自し

ぜ
ん然

土
手
崩く

づ
れ

等
多
く
候
故
是

亦
地ぢ

め
ん面

平へ
い
き
ん均

に
相
成
候
様
致
置
候
第
一
御
本
社
家
根
是
迄
は
杮

こ
け
ら

葺ぶ
き

に
候
故
八
九
ヶ
年
目
に
は
一
端た

ん

指さ
し

茅か
や

繕
つ
く
ろ
ひ

候
上
尚
十
一
弐
年
目
に
は

是ぜ

ひ非
共
葺
替
に
相
成
其
度
々
屋
根
板
料
立り

う
ぼ
く木

買
入
に
も

御
案あ

ん
な
い内

も
可
レ
有
レ
之
當
山
は
殊
之
外
穢け

が
れ

不ふ

浄じ
や
う

相あ
い

忌い

み
候
故
所
々
相
尋

宜よ
ろ
し
き敷

立
木
有
レ
之
候
て
も
不
浄
所
は
難よ

う二

用
だ
ち
か
た
く立

一
甚
及
難
渋
候
依
之
今
度

は
社し

や
と
う
む
き

頭
向
惣
修
復
の
折お

り
か
ら柄

故
何
卒
赤あ

か

銅ゞ
ね

板
に
て
相
包
持
方

宜
敷
永え

い
せ
い世

不ふ
ゑ
き易

に
信し

ん
〴心〵

の
輩

と
も
が
らを

守
ら
せ
給
ふ
様
奉
レ
祝

し
く
し

候
夫そ

れ
に
つ
き就

て
も
赤
銅
葺ぶ

き

下し
た

地ぢ

は
弐
寸
程
の
大
厚
板
に
て
輔し

つ
ら
い理

候
上
を
赤
銅

板
に
て
包
候
事
に
て
是
亦
不よ

う
い二

容な
ら
ざ
る易

一
良
材
無
レ
之
て
は
難し

つ
二

出た
い
か
た
き来

一
亦 

」
二
ウ

幸さ
い
わひ

に
良
材
も
有
レ
之
旁
不と

き
をレ

可う
し
な
ふ

レ
失べ

か
ら
ず

時
乍
レ
去
何
分
大
望も

う

の
儀
に
て
難じ
レ
及

り
き
に

二

自お
よ
ひ
が
た
し

力
一
依
レ
之
偏
に
十
方
信
心
の
御
助じ

よ
せ
い成

を
あ
ふ
ぎ
候
尤
大
小
の
貧ひ

ん

福ふ
く

を

不ろ
んレ

論ぜ
ず

捨し
や
も
つ物

の
多
少
に
不か

ゝ
わレ

拘ら
ず

唯
々
信
心
の
厚か

う
は
く薄

至し
せ
い誠

の
浅せ

ん

深し
ん

を

願
候
故
御
銘
々
思
召
の
御
寄
進
相
願
候
間
御
参
詣
の
砌
別
當
所

江

御
持
来
被
下
候
共
又
は
其
所
に
お
ゐ
て
為
二
御
信
心
一
御
世
話
人
に
相
立

御
取と

り
あ
つ集

め
御
持
参
被
下
候
と
も
御
都
合
次
第
御
頼
申
候
然

ル
上
は
御
姓せ

い

名め
い
て
う帳

永
代
御
本
社
に
籠こ

め
お
き置

子
孫
長
久
家
内
繁は

ん
じ
や
う

昌
の
懇こ

ん
き祈

無た
い

二
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怠ま
ん
な
く慢

一
候
依
レ
之
心し

ん

煩ぐ
わ
ん

成じ
や
う

就じ
ゆ

の
御
助じ

よ
り
よ
く

力
を
希
而
已

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

野
州
太
平
山
別
當

　

安
政
六

丑
未
歳　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

連 

祥 

院 

」
三
オ

　
　

印
　
鑑
　「
連
祥
院
」（
正
円
印
）

但
し
當
山
よ
り
右
勧く

わ
ん
も
つ物

金
銭
出
先
に
て
一
切
請
取
不
申
候

萬
一
請
取
候
者
は
偽に

せ
も
の物

に
候
間
御
渡
し
被
成
間
敷
候

 

」
三
ウ

　
【
付
記
】
写
真
掲
載
の
許
可
を
下
さ
っ
た
國
學
院
大
學
栃
木
学
園
図
書
館
に
お
礼
申
し
上
げ
る
。


