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能
登
瀬
に
は
、
信
仰
上
の
和
歌
や
法
話

の
讃さ

ん

を
入
れ
た
、
灰
色
に
近
い
淡
墨

う

す

ず

み

で
描

か
れ
た
書
画
が
残
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
を

床
の
間
や
居
間
な
ど
に
飾
る
と
「
火
災
災

難
除
け
の
ま
じ
な
い
に
な
る
」
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
湖
北
一
円
に
数
多
く
残
っ
て

い
る
こ
の
書
画
は
、
江
戸
時
代
中
頃
に
能

登
瀬
で
生
ま
れ
た
慈
芳
と
い
う
お
坊
さ
ん

の
も
の
で
す
。
地
元
で
は
「
百
如
さ
ん
」

と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。
独
特
の
淡

墨
の
画
風
は
、
沖
縄
や
台
湾
製
の
熱
帯
ア

ジ
ア
性
植
物
「
阿あ

檀だ

ん

木き

」
の
新
芽
か
ら
と

れ
る
毛
の
よ
う
な
繊
維
を
た
た
き
束
ね
て

筆
と
し
、
墨
代
わ
り
に
山
の
中
の
青
黒
い

粘
土
を
使
っ
た
こ
と
で
生
ま
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
殺
生
を
嫌
う
慈
芳
の
、
動
物
の

毛
か
ら
作
る
筆
や
、
骨
か
ら
採
っ
た
ニ
カ

ワ
を
使
用
す
る
墨
を
使
わ
ず
に
す
む
工
夫

で
し
た
。

慈
芳
は
、
享き

ょ
う

保ほ

う

一
六
年
（
一
七
三
一
）

に
能
登
瀬
の
嶋
清

し

ま

せ

い

五ご

郎ろ

う

秀
光

ひ

で

み

つ

の
次
男
と
し

て
生
ま
れ
ま
し
た
。
嶋
家
は
戦
国
武
将
嶋し

ま

若
狭
守

わ

か

さ

の

か

み

の
子
孫
で
す
。
法
名
を
南
楽
坊

な

ん

ら

く

ぼ

う

、

別
に
仙
山

せ

ん

ざ

ん

、
百
如
と
も
い
い
ま
す
が
、
実

名
は
不
明
で
す
。
延
享

え
ん
き
ょ
う

七
年
（
一
七
五
九
）、

一
五
歳
で
比
叡
山
に
登
り
、
東
塔
善
光
院

と

う

と

う

ぜ

ん

こ

う

い

ん

の
観
回

か

ん

か

い

慈じ

門も

ん

の
門
下
に
入
り
ま
し
た
。
嶋

家
は
代
々
成じ

ょ
う

菩ぼ

提
院

だ

い

い

ん

（
柏
原
／
天
台
宗
）

と
の
結
び
つ
き
が
あ
り
、
父
秀
光
が
我
が

子
の
生
涯
を
成
菩
提
院
に
託
し
た
も
の
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
後
、
横よ

川か

わ

南
楽
坊

に
移
り
住
み
、
戒
律

か

い

り

つ

（
仏
教
で
守
ら
な
く

て
は
な
ら
な
い
道
徳
規
範
や
規
則
）
の
実

践
を
め
ざ
す
律
学

り

つ

が

く

道
場

ど
う
じ
ょ
う

安
楽

あ

ん

ら

く

律
院

り

つ

い

ん

で
学
び

ま
す
が
、
思
想
上
の
対
立
か
ら
一
時
除
籍

さ
れ
、
江
戸
に
赴
き
ま
し
た
。
帰
山
を
許

さ
れ
た
の
ち
は
、
安
楽
律
院
の
寂
音

じ
ゃ
く
お
ん

和お

尚し
ょ
う

か
ら
八
戒

は

っ

か

い

を
う
け
、
天
明
九
年
（
一
七
八

一
）
に
は
二
五
〇
の
具ぐ

足
戒

そ

く

か

い

を
受
け
て

比
丘

び

く

（
出
家
し
て
一
定
の
戒
を
う
け
た
男

僧
）
と
な
り
ま
し
た
。

波
乱
に
と
ん
だ
半
生
の
な
か
で
、
何
度

か
故
郷
の
能
登
瀬
に
帰
り
、
安
永
七
年

（
一
七
七
八
）
に
は
、
天
野
川
河
畔
に
あ
る

石い

わ

見み

山や

ま

と
よ
ば
れ
る
風
光
明
媚
な
田
園
中

の
小
丘
を
「
千
界
山

せ

ん

か

い

ざ

ん

」
と
命
名
し
、「
百
如

ひ
ゃ
く
に
ょ

庵あ

ん

」
と
い
う
庵
を
結
び
ま
し
た
。
四
八
歳

の
と
き
で
す
。
文
化
七
年
（
一
八
〇
四
）、

七
四
歳
で
京
都
で
没
す
る
ま
で
、
こ
こ
を

湖
北
一
帯
の
律
学
道
場
と
し
て
布
教
に
つ

と
め
ま
し
た
。

慈
芳
に
は
、
百
如
庵
で
執
筆
し
た
と
思

わ
れ
る
多
く
の
著
書
や
書
画
、
和
歌
が
残

さ
れ
て
い
ま
す
。
と
く
に
悉
曇
学

し

っ

た

ん

が

く

（
梵ぼ

ん

字じ

＝
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
字
に
つ
い
て
の

文
字
・
音
声
に
関
す
る
学
問
）
に
す
ぐ
れ

て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
国
文
学
に
も
長
じ
、

詩
歌
も
巧
み
で
、「
千
界
山
百
首
和
歌
」
を

寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
に
撰
し
、
郷
里

の
風
物
を
描
写
し
た
和
歌
に
は
慈
芳
の
心

の
暖
か
さ
、
や
さ
し
さ
が
に
じ
み
出
て
い

ま
す
。
百
如
庵
で
の
生
活
の
一
端
は
、
慈

芳
が
つ
づ
っ
た
『
山さ

ん

簣き

目
録

も

く

ろ

く

』
で
知
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
山
簣
は
山
菜
を
入
れ
る

竹
か
ご
の
こ
と
で
、
律
僧
と
し
て
殺
生
の

禁
を
守
り
続
け
て
山
菜
を
丘
や
そ
の
周
辺

に
求
め
、
食
料
と
し
た
慈
芳
の
姿
が
浮
か

ん
で
き
ま
す
。
麻
衣

あ
さ
ご
ろ
も

に
草
履
姿
、
一
日
一

食
、
香
を
焚
き
、
経
を
誦よ

み
、
厳
し
い
行

に
明
け
暮
れ
る
毎
日
で
し
た
。「
念
仏
九
万

遍
、
光
明
真
言
五
万
遍
、
文
殊
五
字
呪
三

万
遍
」
な
ど
の
文
字
が
見
え
ま
す
。
さ
ら

に
慈
芳
は
土
木
工
事
に
も
精
通
し
て
い
ま

し
た
。
カ
ブ
ト
山
に
水
源
を
持
ち
、
能
登

瀬
で
天
野
川
に
合
流
す
る
長ち

ょ

老ろ

墓
地

ぼ

ち

川が

わ

は
、

す
ぐ
に
氾
濫
し
、
橋
が
流
さ
れ
里
人
が
難

渋
す
る
の
に
忍
び
ず
、
石
柱
を
立
て
て
橋

脚
と
し
て
桁
を
渡
し
、
そ
の
上
に
板
を
張

っ
て
橋
と
し
ま
し
た
。
以
後
、
上
部
が
流

れ
て
も
橋
脚
は
残
り
、
架
け
替
え
が
容
易

に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
石
橋
は
、
い
ま
も

大
切
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
歴
史
・
文
化
財
保
護
室
）

慈じ

芳ほ

う

（
百ひ

ゃ
く

如に

ょ

さ
ん
）

―
ま
い
ば
ら
の
先
人
②
―

米
原
市
の
歴
史
・
文
化
財
を
歩
く
80

独
特
の
書
画

能
登
瀬
に
帰
る

▲ 長老墓地川の石橋




