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西
光
寺
の
近
く
に
あ
る
「
き
く
の
塚
」
を
訪
ね
た
。
車
で
は
富
山
市
か
ら
国
道
四
一

号
線
掛
尾
町
信
号
か
ら
国
道
三
五
九
号
線
に
入
り
、
長
沢
西
（
信
号
）
交
差
点
を
左
折

し
、
最
初
の
角
を
右
折
し
、
古
里
郵
便
局
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
通
信
所
を
右
折
す
る
と
、「
き
く
塚
」

の
案
内
板
が
あ
り
、
徒
歩
で
山
中
を
約
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
西
に
入
っ
た
と
こ
ろ
で
山
中

に
ひ
っ
そ
り
と
お
堂
が
建
っ
て
い
た
。

 

　
六  

加
賀
藩
滞
在
二
十
六
年
の
高
山
右
近
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加
賀
藩
滞
在
、
二
十
六
年
の
高
山
右
近

徳
川
政
権
移
行
期
に
み
る
加
賀
藩
の
動
向

前
項
の
「
北
陸
地
方
の
キ
リ
シ
タ
ン
布
教
と
迫
害
の
歴
史
」
で
初
代
前
田
利
家
が

死
去
し
た
後
、
徳
川
か
ら
の
デ
マ
収
拾
の
た
め
、
高
山
右
近
と
横
山
長
知
が
大
坂
に
弁

明
に
出
か
け
た
こ
と
は
す
で
に
記
し
た
。
デ
マ
の
解
決
策
は
、
二
代
藩
主
利
長
の
母
芳

春
院
を
人
質
と
し
て
出
す
と
い
う
屈
服
に
よ
り
、
こ
の
件
は
落
着
し
た
。

　

一
六
〇
〇
年
（
慶
長
五
）
関
が
原
合
戦
が
始
ま
る
時
、
加
賀
藩
軍
議
の
な
か
で
豊
臣

の
臣
下
石
田
方
に
味
方
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
利
長
は
次
の
よ
う
に
拒
否
し
た
「
母
を

す
て
候
事
い
や
に
て
候
」。
す
な
わ
ち
人
質
で
あ
る
母
を
見
殺
し
に
出
来
な
い
と
。
関

が
原
合
戦
で
は
徳
川
に
参
戦
し
た
の
に
、
そ
の
後
、
利
長
は
一
六
〇
一
・
一
六
〇
二
年

（
慶
長
六
・
七
）
豊
国
社
に
参
詣
し
、
豊
臣
に
臣
下
の
令
も
と
り
続
け
た
。
そ
し
て
初
代

利
家
時
代
の
家
臣
が
、
徳
川
方
と
し
て
戦
わ
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
の
不
満
を
表
し
て

も
、
排
除
は
せ
ず
彼
ら
の
不
満
を
長
ら
く
潜
在
化
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
家
臣

同
志
の
対
立
紛
争
が
増
え
て
い
っ
た
。

金沢教会の高山右近像

藩
主
利
長
が
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
し
め
せ
な
い
ま
ま
、
家
臣
団
の
融
和
を
図

る
策
と
し
て
、
白
山
比
咩
神
社
の
万
句
奉
納
。
そ
れ
は
親
し
い
者
た
ち
の
屋
敷
で
連
歌

会
を
開
き
奉
納
す
る
と
い
う
、
文
化
的
親
睦
会
に
よ
り
、
家
臣
団
の
融
和
を
は
か
ろ
う

と
い
う
も
の
。
一
六
〇
六
年
（
慶
長
十
一
）
か
ら
一
年
余
の
興
業
の
間
、
高
山
右
近
は

三
宿
老
の
横
山
長
知
、
篠
原
一
考
、
奥
村
永
福
に
次
ぐ
地
位
に
あ
り
、
争
論
裁
定
や
年

貢
算
用
等
の
重
要
政
務
を
し
て
い
た
が
、
白
山
万
句
会
に
は
参
加
し
て
い
な
い
。
キ
リ

シ
タ
ン
武
士
の
内
藤
徳
庵
、
浮
田
休
閑
、
芝
山
権
兵
衛
は
出
席
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

欠
席
理
由
は
利
長
の
遺
訓
に
あ
る
よ
う
に
高
山
右
近
が
村
井
出
雲
守
と
の
不
仲
を
案
じ

て
い
る
こ
と
か
ら
察
す
る
に
、
藩
主
と
し
て
の
利
長
の
優
柔
不
断
な
対
応
が
、
家
臣
団

の
亀
裂
を
深
め
て
い
く
ば
か
り
だ
っ
た
の
で
は
と
考
え
ら
れ
る
。

一
六
一
一
年
（
慶
長
十
六
）
徳
川
は
加
賀
藩
な
ど
の
西
国
大
名
に
「
三
カ
条
の
置
目
（
オ

キ
メ
）」（
謀
叛
人
の
召
置
禁
止
条
項
含
む
）
に
誓
約
さ
せ
、
幕
府
に
よ
る
公
儀
支
配
を

固
め
た
。
こ
れ
は
内
藤
徳
庵
な
ど
の
キ
リ
シ
タ
ン
武
士
を
多
く
抱
え
て
い
る
加
賀
藩
に

は
重
い
課
題
で
あ
っ
た
。

　

幕
府
か
ら
の
締
め
付
け
は
強
く
な
る
ば
か
り
、
一
六
一
二
年
（
慶
長
一
七
）
の
キ
リ

シ
タ
ン
禁
制
の
あ
と
、
一
六
一
四
年
（
慶
長
十
九
）
藩
内
の
キ
リ
シ
タ
ン
武
士
の
逮
捕
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と
幕
府
へ
の
引
き
渡
し
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
大
阪
城
に
多
数
の
キ
リ
シ
タ
ン
牢
人

が
集
結
し
て
い
た
た
め
の
対
抗
処
置
で
も
あ
り
、「
三
カ
条
の
置
目
」
遵
守
を
踏
み
絵

に
し
た
大
名
統
制
策
の
一
環
で
あ
る
と
い
う
説
も
あ
る
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
加
賀
藩
に
い
た
宣
教
師
や
キ
リ
シ
タ
ン
武
士
、
高
山
右
近
、
内
藤
徳

庵
、
浮
田
休
閑
、
品
川
右
兵
衛
、
柴
山
権
兵
衛
ら
が
逮
捕
さ
れ
た
。
高
山
右
近
の
家
族
、

内
藤
徳
庵
の
家
族
は
最
終
的
に
マ
ニ
ラ
に
流
配
さ
れ
た
。

花
開
い
た
キ
リ
シ
タ
ン
文
化

利
休
の
七
哲
の
一
人
で
あ
っ
た
茶
人
右
近
と
、
親
交
の
深
か
っ
た
の
は
金
沢
の
右
近

の
屋
敷
近
く
に
住
む
家
柄
町
人
と
い
う
特
権
が
あ
た
え
ら
れ
た
茶
人
で
あ
る
片
岡
孫
兵
衛

（
休
庵
）。
そ
の
休
庵
に
宛
て
た
右
近
（
南
坊
）
の
直
筆
文
書
が
石
川
県
立
美
術
館
に
保
管
さ

れ
て
い
る
。
内
容
は
現
代
文
に
す
る
と
「
先
日
の
鶴
の
羽
箒
を
ゆ
わ
え
た
か
ら
、
見
せ

申
し
た
い
。
ゆ
わ
せ
た
者
が
今
晩
来
る
か
ら
あ
な
た
も
来
る
よ
う
に
、
返
事
を
待
つ
」
と

い
っ
た
内
容
で
あ
る
。
ま
た
「
片
岡
家
文
書
」（
金
沢
市
立
玉
川
図
書
館
近
世
史
料
館
所
蔵
）　　
　

に
は
右
近
の
色
紙
二
枚
の
写
し
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
二
首
は
本
歌
取
り
の
和
歌
で
あ
る
。「
お
ろ
か
成
」
は
『
続
千
載
和
歌
集
』
の

掲
載
歌
を
記
し
て
い
る
。「
草
か
れ
の
」
は
『
源
氏
物
語
』「
葵
」
の
巻
に
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
近
親
者
が
死
去
し
た
時
に
、
右
近
は
古
歌
を
、
さ
ら
り
と
書
き
と
め
る
優
れ
た

教
養
人
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、様
々
な
時
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
海
老
沢
有
道
の『
高

山
右
近
』（
吉
川
弘
文
館
）
に
利
長
と
の
茶
会
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。

「
利
長
が
御
近
衆
に
茶
を
賜
わ
っ
た
時
、
立
炭
を
し
た
が
、
た
ま
た
ま
十
文
字
の
嫌

炭
で
あ
っ
た
。
右
近
は
こ
れ
を
見
て
、『
さ
て
さ
て
珍
重
な
る
御
作
意
に
て
御
座
候
。

こ
れ
は
源
三
位
頼
政
の
歌
の
心
に
て
御
座
候
』
と
申
し
上
げ
、
利
長
も
に
こ
や
か
に
喜

ん
だ
。列
坐
の
人
々
は
そ
れ
が
心
得
ら
れ
な
か
っ
た
が
、あ
る
時
そ
の
一
人
が
、主
君
に
、

先
日
御
茶
を
賜
わ
っ
た
時
、
南
坊
の
ご
挨
拶
申
し
上
げ
た
事
は
、
い
か
な
る
意
味
か
と

尋
ね
た
。
利
長
は
笑
っ
て
、
そ
の
方
ど
も
は
合
点
参
ら
ぬ
だ
ろ
う
が
、
南
坊
は
利
休
七

人
の
弟
子
の
う
ち
で
も
勝
れ
た
茶
湯
者
で
あ
る
。
頼
政
が
禁
中
で
十
文
字
と
い
う
難
題

を
下
さ
れ
た
時
、
頼
政
は
『
曙
の
峯
に
た
な
び
く
横
雲
の　

立
つ
は
炭
焼
く
煙
な
り
け

お
ろ
か
成
お
ひ 

　
　
　
な
み
た
の
露
け
き
は
　
夕
日
の
か
け
の
大
和
な
て
し
こ
　
　（
印
）　

　
草
か
れ
の
　
ま
か
き
に
の
こ
る
な
て
し
こ
を
　
　
わ
か
れ
し
秋
の
か
た
み
と
も
み
よ
　

（
の
脱
カ
）
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が
記
さ
れ
て
い
る
。

「
利
長
が
御
近
衆
に
茶
を
賜
わ
っ
た
時
、
立
炭
を
し
た
が
、
た
ま
た
ま
十
文
字
の
嫌

炭
で
あ
っ
た
。
右
近
は
こ
れ
を
見
て
、『
さ
て
さ
て
珍
重
な
る
御
作
意
に
て
御
座
候
。

こ
れ
は
源
三
位
頼
政
の
歌
の
心
に
て
御
座
候
』
と
申
し
上
げ
、
利
長
も
に
こ
や
か
に
喜

ん
だ
。列
坐
の
人
々
は
そ
れ
が
心
得
ら
れ
な
か
っ
た
が
、あ
る
時
そ
の
一
人
が
、主
君
に
、

先
日
御
茶
を
賜
わ
っ
た
時
、
南
坊
の
ご
挨
拶
申
し
上
げ
た
事
は
、
い
か
な
る
意
味
か
と

尋
ね
た
。
利
長
は
笑
っ
て
、
そ
の
方
ど
も
は
合
点
参
ら
ぬ
だ
ろ
う
が
、
南
坊
は
利
休
七

人
の
弟
子
の
う
ち
で
も
勝
れ
た
茶
湯
者
で
あ
る
。
頼
政
が
禁
中
で
十
文
字
と
い
う
難
題

を
下
さ
れ
た
時
、
頼
政
は
『
曙
の
峯
に
た
な
び
く
横
雲
の　

立
つ
は
炭
焼
く
煙
な
り
け

お
ろ
か
成
お
ひ 

　
　
　
な
み
た
の
露
け
き
は
　
夕
日
の
か
け
の
大
和
な
て
し
こ
　
　（
印
）　

　
草
か
れ
の
　
ま
か
き
に
の
こ
る
な
て
し
こ
を
　
　
わ
か
れ
し
秋
の
か
た
み
と
も
み
よ
　

（
の
脱
カ
）
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り
』
と
詠
じ
た
そ
の
故
事
を
諷
し
た
の
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
利
長
は
、
散
々

の
不
出
来
を
南
坊
の
挨
拶
で
誉
と
な
っ
た
。
誠
に
数
寄
者
で
あ
る
と
、
右
近
を
ほ
め
た

と
い
う
（
竹
園
雑
記
）」。

ま
た
右
近
は
能
楽
に
も
秀
で
て
い
た
。「
高
山
南
坊
の
惣
領
十
字
郎
は
天
下
の
美
少
年
也
。

毎
日
能
を
致
さ
れ
諸
人
見
物
い
た
し
け
り
。
其
頃
は
や
り
歌
に
、
能
を
見
よ
な
ら
高
山
な
ん

ぼ
う
お
も
て
か
け
ず
の
十
字
郎
を
。
か
や
う
に
童
ど
も
う
た
ひ
け
り
」。

ま
た
南
蛮
料
理
と
し
て
「
治
部
煮
」
が
あ
る
。
鴨
（
カ
モ
）
肉
を
小
麦
粉
で
ま
ぶ
し
て
と

ろ
み
を
つ
け
、
他
の
具
と
ま
ぜ
た
も
の
で
あ
る
。

 

こ
の
冊
子
の
な
か
で
、
今
ま
で
に
「
高
山
右
近
」
に
つ
い
て
記
し
た
こ
と
を
、
ま
と
め
て

み
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
高
山
右
近
は
文
武
両
道
の
人
で
あ
り
少
年
時
代
か
ら
、
西
洋

の
宣
教
師
に
囲
ま
れ
て
、
西
洋
文
化
を
吸
収
し
て
育
っ
た
。
ま
た
、
高
山
家
の
長
子
と
し
て

も
帝
王
学
を
徹
底
的
に
身
に
付
け
、
日
本
の
古
来
か
ら
の
教
養
を
深
く
広
く
身
に
付
け
た
。

そ
の
う
え
に
東
西
文
化
を
一
人
で
丸
ご
と
身
に
つ
け
た
マ
ル
チ
人
間
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
最

も
差
別
さ
れ
て
い
た
人
々
へ
の
人
権
意
識
に
も
目
覚
め
て
い
る
、ま
さ
に「
キ
リ
ス
ト
に
倣
う
」

人
間
に
育
て
ら
れ
「
神
の
国
」
を
ひ
た
す
ら
に
目
指
し
た
存
在
で
も
あ
っ
た
と
い
え
る
。
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