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と
も
言
え
る
｡

護
摩
札
に
は
様
々
な
形
状

の
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
､

｢元
帳
｣
に
は

｢長
札
｣
｢包

札
｣
｢奉
書
包
札
｣
と
い
っ

た
形
状
の
相
違
や

｢安
全
包

札
｣
｢武
運
包
札
｣
と
い
っ

た
利
益
の
別
も
記
さ
れ
る
｡

身
分
に
よ
っ
て
届
け
る
札
の

形
状
や
利
益
が
違
う
の
は
､

い
そ
う

封
建
の
世
の
位
相
を
映
し
て

い
る
と
言
え
よ
う
｡

｢元
帳
｣
か
ら
知
る
護
摩

札
配
札
に
つ
い
て
は
､
以
前く
わ

｢蛇
滝
道
｣
の
と
こ
ろ
で
詳

し
く
紹
介
し
た
が
､
そ
れ
以

降
の
展
開
は
ど
う
で
あ
っ
た

だ
ろ
う
か
｡

配
札
圏
の
展
開

｢元
帳
｣
の
記
載
内
容
で
は
､

高
尾
山
の
使
者
が
配
札
を
お

こ
な
う
の
は
'
麓
村
々
と
八

王
子
宿
及
び
そ
の
周
辺
部
､

甲
州
道
中
の
宿
駅
か
ら
江
戸

と
い
う
限
ら
れ
た
エ
リ
ア
で

あ
っ
た
｡
そ
れ
以
外
の
地
方

へ
の
配
札
は
檀
家
間
の
取
次

に
委
ね
ら
れ
て
い
た
｡

｢元
帳
｣
の
使
用
時
期
は

記
載
の
年
号
か
ら
弘
化
年
間

(
一
八
四
四
～
四
八
)
頃
ま

で
と
推
定
さ
れ
る
が
､
同
二

年
に
は
､
薬
王
院
の
使
者
が
､

現
在
の
埼
玉
県
川
越
市
近
辺

ま
で
､
安
政
二
年

(
一
八
五

な
か
せ
ん
ど
う
え
ん
ど
う
こうすけ

五
)
に
は
中
山
道
沿
道
を
上

の
く
に

野
国

(群
馬
県
)
近
く
ま
で

行
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
｡

こ
の
頃
に
は
文
久
三
年

(
一

八
六
三
)
の
配
札
行
記
録
に

あ
る
､
甲
州
道
中
を
江
戸
方

面
へ
進
み
､
次
に
中
山
道
を

こ
う
の
す

北
に
鴻

巣

､

熊
谷
､
深
谷
､

お
う
か
ん

本
庄
､
南
へ
日
光
裏
往
還
を

戻
っ
て
松
山

(埼
玉
県
東
松

山
市
)
､
川
越
､
箱
根
ヶ
崎
(東

京
都
瑞
穂
町
)
と
い
う
経
路

た
ど

を
辿
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
｡

そ
れ
で
も
､
沿
道
の
全
て

の
檀
家
に
戸
別
に
配
札
す
る

の
で
は
な
く
､
要
所
に
取
次

宿
が
配
置
さ
れ
､
近
隣

の

人
々
に
護
摩
札
が
仲
介
さ
れ

て
い
た
よ
う
だ
｡
こ
の
直
接

配
札
圏
の
拡
張
-
線

(配
札

経
路
)
が
点

(配
札
宿
)
を

結
び
､
点
か
ら
面
へ
と
い
う

動
き
は
､
よ
り
多
く
幅
広
い

階
層
の
人
々
へ
護
摩
札
が
行

き
渡
る
と
い
う
点
で
高
尾
山

信
仰
の
さ
ら
な
る
拡
張
を
示

し
て
い
る
と
言
え
よ
う
｡

一
方
､
も
う

一
つ
の
檀
家

の
集
住
域
で
あ
る
甲
斐
国
東

つ
る

部
に
つ
い
て
は
都
留
郡
田
中

村

(山
梨
県
大
月
市
)
の
宝

寿
院
と
い
う
修
験
者
が
配
札

を
委
託
さ
れ
て
い
た
｡
配
札

に
な

を
担
っ
た
者
と
し
て
は
､
江

戸
の
場
合
､
四
ッ
谷
の
東
福

院
が
務
め
た
時
期
が
あ
っ
た
｡

｢蛇
滝
道
｣
の
回
で
江
戸
の

配
札
の
様
子
を
詳
し
く
見
た

際
の
下
級
武
士
の
集
住
す
る

界
隈
の
町
割
り
の
複
雑
さ
を

考
え
れ
ば
､
江
戸
の
配
札
に

は
そ
の
地
理
に
通
じ
て
い
る

必
要
が
あ
っ
た
｡

そ
の
当
時
､
江
戸
で
は

様
々
な
宗
教
者
が
多
様
な
寺

社

･
霊
山
の
札
を
配
り
歩
い

て
い
た
ら
し
い
｡

寛
政

一
二
年

(
一
八
〇

〇
)
に
は
興
味
深
い
事
件
が

発
生
し
て
い
る
｡
高
麗
屋
文

次
郎
な
る
者
が
高
尾
山
飯
縄

しおり

大
権
現
の
菜
と
称
し
て
そ
の

偽
物
を
売
り
さ
ば
い
て
い
た

と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
文
次

わぴしょうもん

郎
は
詫

証

文

に

｢夜
分
は
西

久
保

(港
区
虎
ノ
門
)
旅
宿

へ
ま
か
り
帰
り
そ
う
ろ
う
｣

と
偽
り
を
述
べ
て
い
た
と
い

う
が
､
各
地
の
寺
社

･
霊
山

ゆ
か
り
の
宗
教
者
が
江
戸
に
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高尾山飯縄権現偽莱事件に関わる高麗屋文
次郎の詫証文

拠点を設けて護符を授与し､人々の間に日常的にるふしさ流布していたことを示唆

している｡

その後､前出の東福院が江戸の配札を担うことになるが､芝増上寺の裏手にあたる西久保には､

明
治
の
頃
､
や
は
り
高
尾
山

の
出
張
所
が
設
け
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
｡

お
こ
と
わ
リ

史
料
の
引
用

に
つ
い
て
は
､
読
み
や
す
く

原
文
に
手
を
加
え
､
適
宜
読

み
仮
名
を
付
し
て
い
ま
す
｡


