
日
達
上
人

の
位
牌廣

田

頼

道

昭
和
五
十
四
年

（
一
九
七
九
年
）
七
月
二
十
二
日
日
達
上
人
が

亡
く
な
ら
れ
た
。

足
掛
十
九
年
の
時
間
が
流
れ
た
。

日
達
上
人
が
亡
く
な

っ
て
か
ら
今
日
迄
、
色
ん
な
き

っ
か
け
で

何
件
か
の
寺
院
を
訪
れ
る
こ
と
が
あ

っ
た
。
そ
の
中
で
何
件
か
の

寺
院
で
、
日
達
上
人
の
位
牌
を
須
弥
壇
の

一
角
に
、
御
水
、
格
、

ロ
ー
ソ
ク
と
共
に
御
飾
り
し
て
い
る
寺
院
や
、
精
霊
台
の
檀
信
徒

累
代
之
霊
の
位
牌
に
並
べ
て
、
常
に
安
置
し
、
毎
日
の
朝
夕
の
勤

行
の
折
に
灯
明
を

つ
け
て
追
善
供
養
さ
れ
て
い
る
寺
院
を
拝
見
し

た
。
も
ち
ろ
ん
日
達
上
人
の
弟
子
に
当
る
住
職
で
あ
り
ま
す
。

私
は
全
て
の
寺
院
を
廻
っ
た
わ
け
で
も
、
日
達
上
人
の
亡
く
な
っ

た
日
か
ら
現
在
迄
、
弟
子
達
が
ど
の
様
な
姿
で
供
養
さ
れ
て
い
る

か
、
継
続
し
て
拝
見
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
ど
こ
の
寺

が
ど
う
な

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
具
体
的
に
は
分
ら
な
い
。

そ
し
て
、
こ
こ
に
述
べ
る
こ
と
は
、
個
人
的
な
批
難
や
中
傷
や
指

弾
で
は
な
く
、
こ
う
い
う
化
儀
が
富
士
門
の
化
儀
に
か
な

っ
て
い
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る
こ
と
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
、
し
て
い
る
人
も
し
て
い

な
い
人
も
全
体
で
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思

い
、
そ
の
き

っ
か
け
に
し
て
も
ら
い
た
い
と
問
題
提
起
す
る
の
で

あ
り
ま
す
。

富
士
門
は
位
牌
を
亡
く
な

っ
た
人
に
見
立
て
る
こ
と
は
し
ま
せ

ん
。
も
ち
ろ
ん
位
牌
が
故
人
で
は
な
い
し
、
身
替
り
に
も
な
れ
な

い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
故
富
士
門
は
妙
法
蓮
華
経
の
題
目
を
頭

に
書
き
、
こ
の
題
目
の
下
に
戒
名
を
示
し
、
題
目
に
よ

っ
て
こ
の

戒
名
の
故
人
が
成
仏
す
る

「妙
法
経
力
即
身
成
仏
」
を
そ
の
ま
ま

に
位
牌
に
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
位
牌
を
故
人
に
見
立

て
る
他
宗
と
富
士
門
の
位
牌
は
違
う
の
で
あ
り
ま
す
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
富
士
門
の
者
が
位
牌
を
故
人
に
見
立
て
て
位
牌
を
扱
う
こ

と
は
、
と
て
つ
も
な
い
間
違
い
で
あ
り
ま
す
。

富
士
門
で
は
御
信
者
さ
ん
が
亡
く
な

っ
た
時
に
は
葬
儀
か
ら
四

十
九
日
迄
の
間
は
、
自
木
の
位
牌
を
当
家
に
置
き
、
四
十
九
日
迄

に
過
去
帳
に
記
入
し
、
四
十
九
日
の
忌
明
け
に
は
、
位
牌
を
寺
に

納
め
、
処
分
を
し
ま
す
。
漆
塗
り
の
位
牌
を
他
宗
の
様
に
作
ら
せ

る
日
蓮
正
宗
の
僧
侶
も
い
ま
す
が
、
間
違

っ
て
い
る
事
で
も
、
永

年
続
け
て
い
る
と
僧
俗
共
に
正
し
く
感
じ
、
あ
た
り
前
と
な
り
、

改
め
る
こ
と
が
出
来
な
く
な

っ
て
し
ま
う
の
だ
と
思
い
ま
す
。
し

か
し
、
そ
う
い
う
行
為
は
随
方
毘
尼
で
も
な
い
、
日
蓮
正
宗
の
教

義
か
ら
外
れ
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
良
く
考
え
、
反
省
し
な
け
れ

ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

富
士
門
は
他
宗
の
親
族
の
感
情
を
考
え
、
命
日
や
回
忌
の
時
に

出
し
て
飾
る
為
に
位
牌
を
残
し
、
保
管
す
る
に
し
て
も
、
何
十
年

経
過
し
よ
う
と
も
白
木
の
ま
ま
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
歴
代

貫
主
の
位
牌
も
白
木
の
ま
ま
留
め
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

大
石
寺
の
客
殿
で
は
、
満
山
供
養
の
時
だ
け
、
御
宝
前
須
弥
檀

の
右
前
方

一
角
に
位
牌
を
立
て
、
参
詣
者
用
の
焼
香
台
に
致
る
迄
、

常
設
佛
具
で
は
な
く
、
仮
設
簡
便
な
机
に
て
、
そ
の
時
だ
け
そ
こ

に
用
意
を
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

六
壺
に
て
登
山
者
願
い
出
の
塔
婆
供
養
、
納
骨
の
廻
向
を
す
る

場
合
も
、
常
設
仏
具
と
し
て
の
精
霊
台
も
位
牌
も
な
く
、
塔
婆
立

て
と
、
御
骨
置
の
簡
便
強
固
な
台
と
焼
香
台
が
あ
る
だ
け
の
状
態

で
あ
り
ま
す
。
本
山
大
石
寺
の
こ
の
姿
が
、
本
来
の
富
士
門
の
追

善
供
養
の
あ
る
べ
き
化
儀
の
姿
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま

す
。

つ
ま
り
亡
く
な
っ
た
人
を
中
心
に
せ
ず
、
御
本
尊
を
中
心
に

し
て
こ
そ
、
故
人
の
追
善
供
養
並
に
成
仏
が
遂
げ
ら
れ
る
と
い
う

姿
勢
で
あ
り
ま
す
。

末
寺
や
、
塔
中
に
な
る
と
、
法
事
を
願
い
出
る
願
主
と
な
る
富

士
門
の
信
徒
に
縁
し
て
参
詣
す
る
他
宗
の
人
々
が
出
入
り
し
ま
す

か
ら
、
そ
の
人
々
の
感
情
を
考
慮
し
、
本
堂
仏
具
と
同
じ
漆
塗
り
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の
常
設
の
仏
具
を
用
い
て
、
他
宗
の
富
士
門
の
教
義
、
化
儀
に
対

す
る
理
解
や
認
識
の
な
い
人
々
の
故
人
を
思
う
気
持
や
悲
し
み
の

心
を
逆
撫
で
し
な
い
様
、
形
の
上
で
も
丁
寧
に
扱

っ
て
い
る
こ
と

を
示
す
為
に
行

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
本
当
の
富
士
門
の
姿

で
は
な
く
誘
引
の
姿
な
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
誘
引
も
過
剰
に
な
る
と
間
違
い
を
生
じ
、
古
い
寺
院
で
は
、

本
堂
に
位
牌
堂
を
造
り
、
亡
く
な
っ
た
御
信
者
の
位
牌
を
預
り
、

安
置
し
、
寺
院
に
よ
っ
て
は
、
位
牌
堂
の
中
に
御
本
尊
を
中
心
に

安
置
し
、
水
を
供
え
る
こ
と
迄
行
っ
て
い
る
寺
院
も
あ
り
ま
す
。

何
故
位
牌
を
故
人
と
見
立
て
な
い
富
士
門
で
、
位
牌
を
故
人
と
見

立
て
て
預
り
安
置
す
る
化
儀
を
創
作
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
？

寺
院
に
縁
す
る
御
信
者
に
世
間
で
は
位
牌
を
故
人
に
見
立
て
扱
う

け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
姿
は
本
当
の
あ
り
方
で
は
な
い
ん
で
す
よ
、

富
士
門
で
は
御
本
尊
を
中
心
に
し
て
こ
そ
故
人
の
成
仏
が
叶
う
ん

で
す
よ
、
と
い
う
こ
と
を
教
え
導
く
こ
と
が
大
切
で
あ
り
必
要
な

こ
と
だ
と
私
は
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

日
達
上
人
の
位
牌
の
安
置
に
し
て
も

①
自
分
の
師
匠
で
あ
る
な
ら
ば
良
い
の
か
。

③
貫
主
だ
っ
た
方
で
あ
る
な
ら
ば
良
い
の
か
。

③
正
信
覚
醒
運
動
の
生
み
の
親
な
ら
ば
良
い
の
か
。

①
の
師
匠
で
あ
る
な
ら
ば
良
い
と
い
う
な
ら
ば
、
御
信
者
さ
ん

の
親
の
位
牌
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
間
違

っ
た
こ
と
で
は
な
い
こ

と
に
な
り
ま
す
。

③
の
貫
主
は
特
別
、
特
例
で
良
い
と
い
う
な
ら
ば
、
各
寺
院
の

住
職
の
師
匠
や
縁
故
の
貫
主
の
位
牌
が
あ

っ
て
も
間
違

っ
た
こ
と

で
は
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

◎
も
個
人
の
感
情
で
あ
り
、
御
信
者
が
感
情
に
ま
か
せ
て
仏
壇

の
中
に
位
牌
を
故
人
と
見
立
て
て
林
立
さ
せ
て
も
間
違

っ
た
こ
と

で
は
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

私
心
無
く
、　
一
切
衆
生
の
成
仏
を

「
乃
至
法
界
平
等
利
益
」

「妙
法
経
力
即
身
成
仏
」
と
願

っ
て
行
く
の
が
富
士
門
信
仰
者
の

姿
勢
で
あ
り
、
特
に
僧
侶
は
や

っ
て
見
せ
、
言

っ
て
聞
か
せ
て
、

さ
せ
て
行
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
役
割
だ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

十
九
年
間
、
そ
の
様
に
安
置
し
て
来
て
し
ま

っ
た
方
は
、
所
属

の
御
信
者
さ
ん
の
眼
に
も
慣
れ
、
そ
の
姿
が
当
然
の
様
に
、
正
し

い
様
に
定
着
し
て
い
て
、
改
め
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
し
か
し
私
は
改
め
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

飽
く
ま
で
も
日
達
上
人
の
位
牌
を
常
設
に
せ
ず
、
命
日
忌
、
祥

月
命
日
忌
、
回
忌
法
要
の
時
の
み
に
安
置
し
、
供
養
す
べ
き
が
富

士
門
の
本
当
の
姿
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

日
達
上
人
も
法
に
叶
う
べ
く
改
め
る
こ
と
を
喜
ば
れ
る
と
思
い

ま
す
。
そ
の
こ
と
が
本
当
の
日
達
上
人

へ
の
報
恩
謝
徳
に
な
る
は

ず
で
あ
り
ま
す
。
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