
十
四
、
【
大
布
の
名
号
（
大

月
町
）
】

　

真
木
間
明
野
の
名
号
堂
に

伝
わ
る
話
で
、
安
貞
年
間
親

鸞
上
人
が
諸
国
巡
教
の
折
、

笹
子
の
阿
弥
陀
海
に
来
た
際
、

白
野
の
住
人
で
佐
久
太
郎
と

い
う
者
が
、
尊
号
六
字
を
書

い
て
も
ら
お
う
と
、
白
布
三

尺
を
上
人
に
捧
げ
た
。
然
し

上
人
の
お
説
教
を
聞
く
為
、

多
勢
の
人
が
集
ま
っ
て
上
人

の
そ
ば
に
近
ず
く
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
多
勢

の
人
が
手
を
交
え
て
白
布
を

送
り
、
上
人
に
六
字
の
名
号

を
書
い
て
い
た
だ
い
た
の
が

大
布
の
名
号
で
あ
る
。

　

佐
久
太
郎
は
深
く
感
涙
に

む
せ
び
、
上
人
の
後
を
慕
っ

て
京
に
上
り
、
門
人
と
な
り

法
名
を
永
讃
坊
と
い
っ
た
が
、

上
人
の
没
後
再
び
真
木
福
正

院
に
来
て
、
開
基
玄
了
上
人

に
師
事
し
て
、
第
二
世
を
継

い
だ
と
い
う
。
寛
正
六
年

（
一
四
六
五
）
、
二
月
二
十

八
日
の
火
災
の
折
、
こ
の
名

号
は
火
中
か
ら
出
て
北
方
の

山
谷
に
飛
び
去
り
、
夜
々
光

を
放
っ
た
と
い
う
。

【
福
正
寺
の
サ
ク
ラ
（
大
月

町
）
】

　

真
木
の
福
正
寺
境
内
の
西

北
端
、
墓
地
と
の
境
界
に

立
っ
て
い
る
。
明
治
二
年
本

堂
が
全
焼
し
た
時
、
火
勢
に

よ
っ
て
東
側
が
枯
れ
て
い
る
。

根
元
の
周
囲
三
・
七
メ
ー
ト

ル
、
樹
高
約
一
〇
メ
ー
ト
ル

で
、
樹
勢
は
衰
弱
ぎ
み
で
あ

る
。

　

こ
の
樹
に
は
次
の
よ
う
な

話
が
伝
わ
っ
て
お
り
、
当
時

の
木
の
太
さ
が
想
像
さ
れ
る
。

昔
、
小
金
沢
の
奥
に
大
き
な

山
犬
が
棲
ん
で
お
り
、
葬
式

の
後
は
必
ず
墓
地
を
掘
り
返

し
人
肉
を
あ
さ
っ
た
。
部
落

の
人
達
は
み
か
ね
て
山
犬
退

治
を
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ

の
方
法
を
思
案
し
た
。
そ
れ

で
こ
の
櫻
の
幹
に
鉄
砲
を
す

え
付
け
、
あ
ら
か
じ
め
犬
の

来
る
場
所
に
目
標
を
定
め
固

定
し
て
お
き
、
布
団
を
持
参

し
て
こ
の
樹
の
分
岐
部
に
泊

ま
り
こ
ん
だ
。
葬
式
の
す
ん

だ
そ
の
晩
は
闇
夜
だ
っ
た
が
、

山
犬
の
来
た
気
配
に
引
き
金

を
引
い
た
。
犬
は
悲
鳴
を
あ

げ
て
逃
走
し
た
が
翌
日
血
痕

を
た
よ
っ
て
追
っ
た
所
、
一

〇
キ
ロ
程
点
々
と
し
て
血
痕

は
奥
山
に
続
い
た
。
途
中
で

血
痕
は
な
く
な
り
、
そ
の
周

囲
を
探
し
た
が
、
犬
の
む
く

ろ
は
遂
に
見
当
た
ら
な
か
っ

た
。
然
し
て
そ
れ
以
後
墓
地

荒
ら
し
は
ば
っ
た
り
止
ん
だ

と
い
う
。

【
彦
田
観
音
の
松
（
梁
川

町
）
】

　

網
の
上
彦
田
の
観
音
の
所

に
立
っ
て
い
た
松
で
、
周
囲

一
丈
余
り
枝
下
六
間
の
大
木

で
あ
っ
た
が
、
数
十
年
前
枯

れ
て
、
年
代
か
ら
推
定
す
れ

ば
少
な
く
と
も
四
〇
〇
年
ぐ

ら
い
前
の
も
の
で
あ
っ
た
と

い
う
。

　

天
正
一
一
年
、
武
田
勝
頼

が
自
刃
し
た
時
、
そ
の
愛
馬

を
斧
窪
を
流
れ
る
沢
の
上
流

の
仲
間
沢
に
か
く
し
て
お
い

た
が
そ
の
啼
き
声
が
、
郡
内

四
方
に
聞
こ
え
た
の
で
、
発

覚
を
恐
れ
こ
れ
を
彦
田
山
に

埋
め
、
そ
の
上
に
松
の
木
を

植
え
た
。
そ
の
後
こ
の
白
馬

が
祟
っ
て
付
近
の
作
物
に
足

跡
を
つ
け
あ
ら
し
た
ま
わ
っ

た
の
で
、
こ
こ
に
観
音
を

祀
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
後
は

荒
ら
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
と
い
う
。
こ
こ
に
馬
塚
が

造
ら
れ
て
お
り
、
馬
の
靴
を

か
り
て
翌
年
倍
に
し
て
お
返

し
す
れ
ば
養
蚕
が
当
た
る
と

信
じ
ら
れ
、
馬
の
ワ
ラ
靴
を

奉
納
す
る
オ
シ
ラ
信
仰
の
痕

が
残
さ
れ
て
い
た
。

【
築
坂
の
一
本
杉
（
賑
岡

町
）
】

　

岩
殿
山
の
西
に
あ
る
峠
で
、

岩
殿
ト
ン
ネ
ル
開
通
前
の
大

月
、
浅
利
、
か
ら
畑
倉
、
七

保
に
通
ず
る
要
路
で
あ
っ
た
。

こ
の
峠
の
上
約
五
メ
ー
ト
ル

の
高
地
に
立
っ
て
い
る
。
目

通
り
幹
囲
約
二
メ
ー
ト
ル
樹

高
約
一
六
メ
ー
ト
ル
。
下
部

は
だ
い
ぶ
損
傷
し
小
空
洞
が

幾
ケ
所
も
あ
る
。
樹
勢
は
衰

弱
ぎ
み
で
あ
る
。

こ
の
坂
は
鶖
坂
あ
る
い
は
富

士
見
勝
の
地
と
呼
ば
れ
、
往

路
の
人
々
が
こ
の
杉
を
目
標

に
登
り
つ
め
、
こ
こ
で
冨
士

を
眺
め
鶖
の
声
を
聞
き
な
が

ら
一
休
み
し
た
こ
と
が
想
像

さ
れ
る
。
「
鶖
や
朝
日
に
匂

う
月
の
冨
士
（
知
足
）
」
の

句
も
あ
り
、
旧
道
の
名
残
を

止
め
る
も
の
で
、
木
は
余
り

太
く
な
い
が
古
く
か
ら
知
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
。

【
真
木
の
直
木
（
大
月

町
）
】

　

真
木
の
徳
川
四
代
当
時
の

義
民
を
祀
る
辻
バ
ス
停
留
所

の
近
く
、
和
田
道
長
家
屋
敷

の
西
端
に
あ
っ
た
。
そ
の
下

は
急
な
斜
面
と
な
っ
て
真
木

川
に
の
ぞ
ん
で
い
る
。
こ
の

一
株
の
大
杉
は
中
天
に
咆
立

し
部
落
の
指
標
と
な
り
、
そ

の
下
に
は
泉
が
こ
ん
こ
ん
と

湧
き
出
し
尽
き
る
所
を
知
ら

ず
、
部
落
共
同
の
飲
料
泉
と

な
り
杉
は
絶
好
の
日
陰
を
提

供
し
、
人
々
は
こ
こ
に
集
い

閑
談
し
た
。

　

こ
の
杉
は
古
名
を
直
木
と

呼
び
、
直
径
九
尺
あ
っ
た
と

い
わ
れ
る
所
か
ら
推
測
す
れ

ば
、
ほ
ぼ
笹
子
の
矢
立
て
杉

に
匹
敵
す
る
杉
の
古
木
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
大
正

初
期
（
一
八
一
四
年
）
に
枯

れ
今
は
古
株
も
存
在
し
な
い
。

甲
斐
国
志
に
よ
れ
ば
「
此
所

古
の
牧
野
に
て
村
名
之
に
起

き
た
ら
ん
か
」
と
記
し
て
あ

る
。
甲
斐
は
王
朝
時
代
よ
り

名
馬
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
、

特
に
甲
斐
の
黒
駒
は
名
馬
の

誉
れ
が
高
か
っ
た
。
勿
論
当

地
は
之
に
対
す
る
史
実
の
裏

ず
け
は
な
い
が
、
東
原
、
上

原
、
下
原
等
の
地
名
が
示
す

よ
う
に
肥
沃
な
原
野
は
充
分

放
牧
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
は

う
な
ず
け
る
。
以
前
は
馬
城

村
と
い
わ
れ
て
い
た
が
、
馬

城
と
は
牛
馬
の
放
し
飼
い
の

た
め
に
設
定
し
た
地
域
と
い

い
、
先
住
時
代
よ
り
選
定
さ

れ
肥
沃
な
原
野
は
、
牧
草
の

発
育
を
促
し
名
馬
が
陸
続
と

産
出
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

時
を
経
て
人
口
の
増
加
は

原
野
を
耕
地
と
化
し
牧
野
の

面
影
は
偲
ぶ
す
べ
も
な
く
、

だ
だ
源
泉
の
地
に
立
つ
杉
だ

け
が
昔
を
伝
え
る
よ
す
が
と

な
り
、
寛
文
年
間
に
至
っ
て

部
落
の
象
徴
で
あ
る
直
木

（
杉
の
古
名
）
に
あ
や
か
り
、

遂
に
馬
城
村
は
真
木
村
と
改

称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
る
。

【
花
咲
の
サ
ク
ラ
（
大
月

町
）
】

　

甲
斐
国
志
巻
三
十
九
に

「
供
養
橋
の
東
に
花
折
と
云

う
地
あ
り
土
人
相
伝
う
古
櫻

の
大
木
あ
り
て
枝
葉
四
方
に

は
び
こ
り
花
の
頃
は
往
来
の

旅
人
の
あ
る
い
は
木
陰
に
憩

い
技
を
手
折
か
ざ
し
け
る
故

に
花
折
と
云
い
村
名
も
こ
れ

よ
り
起
き
る
と
ぞ
」
と
記
さ

れ
、
櫻
の
花
に
ち
な
ん
で
花

咲
と
村
名
が
な
ず
け
ら
れ
た

と
い
わ
れ
て
い
る
。
花
折
地

番
は
上
花
と
前
沢
の
中
間
、

現
中
央
道
陸
橋
の
下
の
周
辺

を
い
う
。
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平
成
二
十
七
年
七
月
二
十

五
日
発
刊
の
本
誌
大
月
風
土

記
伝
説
の
巻
の
（
樹
木
に
関

す
る
物
）
に
お
い
て
、
「
矢

下
の
サ
ク
ラ
」
、
「
浅
利
与

一
手
植
え
の
ム
ク
ロ
ジ
」
、

「
上
人
屋
藪
の
逆
竹
」
、

「
鎌
倉
山
の
松
」
、
「
桑
西

道
祖
神
の
み
み
だ
れ
松
」
、

「
小
和
田
の
サ
ク
ラ
」
の
各

記
述
は
、
昭
和
四
十
四
年
、

大
月
郷
土
研
究
会
発
刊
、
小

林
岳
氏
著
書
『
大
月
市
巨
樹

名
木
誌
』
の
内
容
を
無
断
で

引
用
し
、
同
氏
の
著
作
権
を

侵
害
し
た
こ
と
を
認
め
、
小

林
岳
氏
に
対
し
て
心
よ
り
謝

罪
い
た
し
ま
す
。

　

ま
た
、
七
月
号
註
１
で
記

載
し
た
小
和
田
の
サ
ク
ラ
に

関
す
る
市
の
文
化
財
の
管
理

の
不
備
は
、
事
実
に
反
す
る

の
で
訂
正
取
消
し
、
お
詫
び

致
し
ま
す
。

　　
　
　
　
　
　

井
上
文
次
郎

　

井
上
文
次
郎
氏
謝
罪
文
の

通
り
小
林
岳
氏
の
『
大
月
市

巨
樹
名
木
誌
』
の
内
容
を
無

断
で
引
用
し
、
同
氏
の
著
作

権
を
侵
害
し
て
い
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
著
作
権
の
有
無

を
確
認
せ
ず
、
漫
然
と
記
事

と
し
て
掲
載
し
た
こ
と
に
つ

き
、
小
林
岳
氏
に
謝
罪
致
し

ま
す
。
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