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　『
作
陽
誌
』（
元
禄
四
年〈
一
六
九
一
〉刊
）

の
中
に
、
蕎
麦
尾
山
金
剛
頂
寺
（
山
城
）

に
本
尊
を
寄
進
し
た
「
角
田
弥
平
治
」
と

い
う
人
物
の
名
が
出
て
き
ま
す
。
こ
こ
に

は
、「
承
久
の
役
に
軍
功
を
以
て
薪
郷
を

領
す
」
と
書
い
て
あ
り
、
鎌
倉
時
代
に
起

こ
っ
た
承
久
の
乱
の
功
績
と
し
て
、
現
在

の
薪
森
原
一
帯
の
土
地
を
恩
賞
と
し
て
も

ら
っ
た
武
士
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
が
、
そ
れ
以
外
の
こ
と
に
つ
い
て
は
あ

ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か

し
近
年
、
埼
玉
県
在
住
の
角
田
勝
治
氏
か

ら
、
角
田
氏
の
出
自
や
動
向
に
つ
い
て
ご

教
示
い
た
だ
き
、
新
知
見
を
得
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
を
参
考
に
美
作

の
角
田
氏
に
つ
い
て
紹
介
い
た
し
ま
す
。

　
承
久
の
乱
と
は
、
鎌
倉
幕
府
成
立
後
、

京
都
の
朝
廷
と
幕
府
が
政
権
を
二
分
す
る

中
で
、
承
久
三
年
（
一
二
二
一
年
）
に
、

後
鳥
羽
上
皇
が
幕
府
の
執
権
・
北
条
義
時

の
討
伐
の
た
め
に
兵
を
挙
げ
て
敗
戦
し
、

後
鳥
羽
上
皇
は
隠
岐
島
に
配
流
と
な
る
と

い
う
兵
乱
で
、
隠
岐
配
流
の
際
に
は
、
美

作
を
通
過
し
た
と
い
わ
れ
、十
六
夜
山（
津

山
市
）
や
後
鳥
羽
公
園
（
新
庄
村
）
等
、

美
作
各
地
に
後
鳥
羽
上
皇
に
ま
つ
わ
る
伝

説
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
承
久
の
乱
に
お
い
て
上
皇
方
に
味
方
し

た
公
家
や
武
家
の
領
地
は
没
収
さ
れ
、
鎌

倉
幕
府
方
に
味
方
し
た
御
家
人
達
へ
恩
賞

と
し
て
配
分
さ
れ
ま
し
た
。
上
皇
方
の
領

地
は
西
日
本
に
多
く
あ
っ
た
た
め
、
こ
れ

を
き
っ
か
け
に
多
く
の
東
国
の
御
家
人
が

西
国
に
移
り
住
む
こ
と
に
な
り
、
幕
府
勢

力
は
西
日
本
へ
深
く
浸
透
し
て
い
き
ま

す
。
角
田
弥
平
治
も
こ
う
し
た
御
家
人
の

一
人
で
し
た
。
角
田
勝
治
氏
の
調
査
に
よ

れ
ば
、
角
田
氏
は
上
総
国
角
田
郷
（
千
葉

県
）
に
拠
点
を
置
く
一
族
で
あ
っ
た
よ
う

で
す
。

　
承
久
の
乱
の
顛
末
を
書
い
た「
承
久
記
」

（
流
布
本
）
に
よ
れ
ば
、
幕
府
軍
と
し
て

出
陣
し
た
御
家
人
の
中
に
角
田
太
郎
・
弥

平
次
の
名
が
あ
り
ま
す
。
幕
府
軍
は
、
東

海
道
・
中
部
・
北
陸
の
各
地
で
上
皇
軍
を

撃
破
し
、
京
都
へ
と
攻
め
込
み
ま
す
。
そ

こ
で
上
皇
軍
の
残
党
は
最
後
の
一
戦
を
し

よ
う
と
東
寺
へ
立
て
籠

も
り
、
抵
抗
の
末
に
敗

北
し
、
敗
走
す
る
上
皇

軍
の
将
の
一
人
、
三
浦

胤
義
を
追
撃
し
よ
う
と

角
田
太
郎
と
弥
平
次
が

馬
を
進
め
ま
す
。
そ
し

て
弥
平
次
が
胤
義
を
捕

え
よ
う
と
し
て
馬
を
寄

せ
ま
す
が
、
胤
義
は
良

い
馬
に
乗
っ
て
い
た
た

め
弥
平
次
の
追
撃
か
ら

逃
れ
、
捕
ら
え
損
ね
た
弥
平
次
に
は
、
胤

義
の
家
臣
で
あ
る
三
戸
源
八
が
襲
い
か

か
っ
て
弥
平
次
を
馬
か
ら
落
と
し
、
組
み

合
い
に
な
り
ま
す
。
お
互
い
武
勇
に
優
れ

た
者
で
あ
っ
た
た
め
、
し
ば
ら
く
は
勝
敗

が
つ
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
つ
い
に
弥
平

次
が
有
利
な
体
勢
と
な
り
、
源
八
の
首
を

討
ち
取
り
ま
し
た
。

　
こ
こ
に
登
場
す
る
弥
平
次
は
、
角
田
弥

平
治
の
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
の
で
、
弥
平

治
は
こ
の
時
の
手
柄
に
よ
っ
て
薪
郷
の
地

を
賜
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
太

郎
と
弥
平
次
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
角
田

勝
治
氏
の
調
査
に
よ
れ
ば
兄
弟
で
あ
っ
た

よ
う
で
す
。

　
で
は
、
弥
平
治
が
薪
郷
の
ど
こ
に
居
住

し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
で
す
が
、「
郷

の
村
誌
」
で
は
、
地
域
に
伝
わ
る
言
い
伝

え
と
し
て
、
薪
森
原
住
吉
の
小
学
校
の
地

（
現
郷
公
民
館
）
が
角
田
氏
の
居
館
跡
と

さ
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、薪
森
原
に
は「
角

田
」
の
小
字
も
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
こ
も

角
田
氏
と
何
ら
か
の
関
わ
り
が
あ
っ
た
場

所
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
こ
う
し
て
角
田
氏
は
美
作
に
拠
点
を
持

ち
、代
々
こ
の
地
を
支
配
し
て
い
き
ま
す
。
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