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忠
阿
上
人
の
生
涯

緒
言

岡
山
県
下
の
寺
院
調
査
を
始
め
て
早
く
も
五
年
に
な
る
。
き

っ
か
け

は
、
善
通
寺
の
調
査
で
お
世
話
に
な

っ
て
い
た
当
時
の
善
通
寺
教
学
部

長
生
駒
琢

一
師
の
御
自
坊
に
関
す
る
調
査
を
願
い
出
た
事
に
端
を
発
す

る
。
早
く
か
ら
調
査
許
可
を
得
な
が
ら
中
々
そ
の
機
会
を
作
れ
ず
に
い

た
が
、
平
成
十
八
年
度
に

「寺
院
所
蔵
文
献
を
中
心
と
し
た
、
西
国
文

化
圏
お
よ
び
伝
播
ル
ー
ト
の
解
明
に
関
す
る
基
礎
的
調
査
研
究
」
と
題

し
た
中
川
真
弓
氏
と
の
共
同
研
究
で
福
武
学
術
文
化
振
興
財
団
の
研
究

助
成
を
獲
得
し
、
報
恩
大
師
ゆ
か
り
の
宝
泉
寺
の
調
査
を
中
心
に
行

っ

た
。
加
え
て
そ
の
傍
ら
で
、
生
駒
師
御
自
坊
の
瓶
井
山
安
住
院
の
調
査

も
始
め
た
。

安
住
院
に
は
寺
の
基
本
資
料
で
あ
る
勧
進
帳
や
縁
起
、
歴
代
領
主
か

ら
の
判
物
、
貴
家
か
ら
の
寄
贈
に
依
る
と
思
わ
れ
る
古
筆
切
れ
な
ど
、

所
謂
寺
宝
類
の
他
に
聖
教
類
が
大
型
の
段
ボ
ー
ル
箱
に
五
箱
、
鮨
詰
め

に
保
管
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
段
ボ
ー
ル
自
体
も
腐
食
が
進
ん

で
お
り
、
先
ず
は
虫
干
し
を
兼
ね
て
段
ボ
ー
ル
か
ら
全
て
の
典
籍
を
出

中
山
　
一
麿

し
、
新
た
な
段
ボ
ー
ル
ヘ
の
詰
め
替
え
を
す
る
作
業
を
中
川
氏
や
院
生

数
名
の
手
を
借
り
て
行

っ
た
。
又
、
此
の
時
安
住
院
に
会
陽
に
関
す
る

貴
重
な
典
籍
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
西
大
寺
会
陽
と
の
比
較
検
討
が
研

究
課
題
と
し
て
浮
上
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

十
九
年
度
に
は

「会
陽

（は
だ
か
祭
り
）
の
起
源
と
展
開
に
関
す
る

文
献
学
的
資
料
調
査
研
究
」
と
題
し
て
福
武
学
術
文
化
振
興
財
団
の
研

究
助
成
を
獲
得
し
、
西
大
寺
の
調
査
に
も
着
手
し
た
。
ま
た
、
科
学
研

究
費
補
助
金

若
手
研
究

〔Ｂ
〕
「安
住
院
蔵
書
調
査
を
基
盤
と
す
る
西

国
文
化
圏
と
伝
播
ル
ー
ト
解
明
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」
も
採
択
さ
れ
、

安
住
院
聖
教
の
本
格
的
調
査
も
開
始
し
た
。

以
後
現
在
に
至
る
ま
で
、
安
住
院
の
蔵
書
調
査
は
ア
ル
バ
イ
ト
作
業

員

一
人
を
伴

っ
て
行
い
、
所
謂
寺
宝
典
籍
と
聖
教
類
を
併
せ
て
細
目
に

し
て
三
千
点
余
り
、
全
体
の
八
割
程
度
の
典
籍
に
関
し
て
撮
影
と
仮
目

録
作
成
を
行

っ
て
き
て
お
り
、
平
行
し
て
典
籍
番
号
の
挟
み
込
み
、
及

び
中
性
紙
段
ボ
ー
ル
八
箱

へ
の
再
分
配
を
し
て
、
整
理

・
保
存
に
も
尽

く
し
て
い
る
。
又
、
安
住
院
所
蔵
の
仏
像

。
絵
画
類
に
つ
い
て
も
、
大

阪
大
学
東
洋
美
術
史
院
生

（当
時
）
の
協
力
を
得
て
、
整
理
途
中
に
あ
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Ｚ
つ
。

一
方
で
県
下
の
関
連
寺
院
に
も
調
査
の
範
囲
を
広
げ
、
こ
れ
ま
で
に

門
を
叩
い
た
寺
院
は
十
ヵ
寺
を
超
え
る
。
中
に
は
調
査
途
中
の
寺
院
や

調
査
許
可
を
得
な
が
ら
実
行
出
来
て
い
な
い
寺
院
も
あ
り
、
こ
の
場
を

借
り
て
お
詫
び
申
し
上
げ
る
。
文
献
調
査
に
は
時
間
が
か
か
る
故
の
事

と
ご
理
解
願
い
、
ご
寛
恕
を
乞
う
ば
か
り
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
散
逸

の
危
ぶ
ま
れ
る
文
化
遺
産
の
所
蔵
確
認
だ
け
で
も
し
て
お
く
事
は
急
務

と
考
え
る
故
、
今
後
も
多
く
の
寺
院
に
ご
協
力
を
依
頼
し
て
い
く
覚
悟

で
あ
る
。
幸
い
二
十
二
年
度
も

「備
讃
地
域
の
高
僧
と
文
化
―
増
咋

。

忠
阿

・
蓮
健
の
足
跡
を
中
心
に
―
」
と
題
し
て
福
武
学
術
文
化
振
興
財

団
の
研
究
助
成
を
獲
得
で
き
た
。
ま
た
新
た
な
科
学
研
究
費
補
助
金
も

申
請
中
で
あ
る
。

会
陽
に
関
す
る
研
究
は
、
当
初
安
住
院
の
貴
重
典
籍
の
位
置
付
け
を

目
論
ん
で
始
め
た
が
、
比
較
対
象
の
西
大
寺
会
陽
を
調
べ
る
う
ち
に
、

西
大
寺
会
陽
自
体
、
ほ
と
ん
ど
研
究
さ
れ
て
お
ら
ず
、
特
に
江
戸
前
期

以
前
の
初
期
段
階
に
つ
い
て
は
全
く
不
明
で
あ
り
、
先
ず
は
西
大
寺
会

陽
の
精
査
を
行
う
必
要
を
感
じ
た
。
従

っ
て
西
大
寺
会
陽
の
創
始
者
と

さ
れ
る
忠
阿
の
研
究
は
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
課
題
で
あ

っ
た
。

偶
然
に
も
こ
の
研
究
が
、
西
大
寺
会
陽
五
〇
〇
周
年
記
念
と
重
な
り
、

「西
大
寺
会
陽
創
始

忠
阿
上
人
の
ゆ
か
り
の
寺
を
訪
ね
る
」
（於

¨
室
山

満
願
寺
慈
眼
院

・
共
催

一
西
大
寺
会
陽
五
〇
〇
周
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会
、

西
大
寺
観
音
院
、
満
願
寺
慈
眼
院
）
と
銘
打

っ
た
関
連
事
業
と
し
て

「忠

阿
上
人
慰
霊
法
要
」
や

「忠
阿
上
人
顕
彰
碑
除
幕
式
」
な
ど
の
行
事
が

行
わ
れ
、
山
陽
新
聞
社
を
は
じ
め
と
す
る
中
国
地
方
の
報
道
機
関
が
取

り
上
げ
る
と
こ
ろ
と
な

っ
た
。

本
稿
で
は
そ
の
時
私
が
行

っ
た
講
演
録
を
掲
出
す
る
。
既
に

『佛
教

文
学
』
三
四
号
に
掲
載
し
た

「金
陵
山
西
大
寺
会
陽
起
源
の
周
縁
に
つ

い
て
―
忠
阿
創
始
説
の
背
景
―
」
と
重
な
る
点
も
多
く
、
ま
た
研
究
者

に
は
冗
長
に
過
ぎ
る
点
も
多
々
あ
る
と
思
う
が
、
地
元
信
者
や
行
政
機

関
な
ど
も
読
者
層
に
想
定
し
て
の
こ
と
故
と
ご
理
解
賜
り
た
い
。

ま
た
、
紙
面
に
す
る
に
あ
た

っ
て
は
講
演
時
の
手
控
え
を
基
に
成
稿

し
た
。
故
に
実
際
の
講
演
と
は
言
い
回
し
な
ど
が
異
な
る
部
分
も
あ
る
。

ま
た
、
成
稿
に
際
し
て

一
部
内
容
を
割
愛
、
増
補
し
た
。



【講
演
録
】

「忠
阿
上
人
の
生
涯
」

た
だ
今
紹
介
に
預
か
り
ま
し
た
、
大
阪
大
学
招
聘
研
究
員
の
中
山

一

麿
と
申
し
ま
す
。

ご
承
知
の
通
り
岡
山
県
最
大
の
祭
り
で
あ
る
会
陽
も
五
〇
〇
年
を
迎

え
て
い
る
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
節
目
の
年
に
、
会
陽
の
創
始

者
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
忠
阿
上
人
を
讃
仰
す
る
法
要
が
行
わ
れ
る
運
び

と
な
り
ま
し
た
事
を
心
よ
り
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
記
念
す
べ
き
日
に
、
お
招
き
戴
き
、
皆
様
の
前
で
お
話

し
さ
せ
て
戴
け
る
栄
誉
を
賜
り
ま
し
た
事
を
、
西
大
寺
坪
井
全
広
ご
住

職

。
満
願
寺
慈
限
院
長
井
秀
誠
ご
住
職
、
及
び
関
係
各
機
関
の
皆
々
様

に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

あ
い
に
く
の
天
候
と
な
り
お
足
元
の
悪
い
中
、
た
く
さ
ん
の
方
に
お

集
ま
り
戴
き
感
謝
し
ま
す
。
今
日
ご
参
集
の
皆
様
は
、
満
願
寺
慈
眼
院

の
檀
家
の
皆
様
、
西
大
寺
会
陽
実
行
委
員
会
関
連
の
皆
様
、
報
道
関
係

者
、
そ
れ
に
郷
土
史
家
や

一
般
の
方
々
と
お
聞
き
し
て
お
り
ま
す
が
、

ほ
と
ん
ど
の
方
が
日
頃
学
術
研
究
の
話
を
お
聞
き
に
な
る
事
な
ど
無
い

と
思
い
ま
す
。
出
来
る
だ
け
解
り
や
す
く
と
思

っ
て
お
り
ま
す
が
、
聞

き
慣
れ
な
い
用
語
等
も
出
て
く
る
か
と
思
い
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め

こ
れ
か
ら
の
話
の
内
容
を
お
手
元
の
プ
リ
ン
ト
に
記
し
て
お
り
ま
す
の

で
、
適
宜
ご
参
照
戴
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

私
は
、
現
在
は
大
阪
大
学
で
研
究
員
を
し
て
お
り
、
出
身
も
大
阪
で

あ
り
ま
す
が
、
阪
大
に
入
り
ま
し
た
の
は
大
学
院
の
博
士
課
程
か
ら
で
、

学
部
か
ら
修
士
課
程
ま
で
は
岡
山
大
学
に
在
学
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ

し
て
、
岡
大
在
学
中
に
裸
祭
り
と
い
う
も
の
が
あ
る
事
を
知
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
頃
は
も

っ
ぱ
ら
、
柔
道
部
の
友
人
が
後
期
試
験
が
終
わ

る
と
、
宝
木
獲
得
の
作
戦
を
練

っ
て
い
た
の
を
端
で
聞
い
て
い
た
程
度

で
、
今
こ
の
場
で
皆
様
方
を
前
に
し
て
お
話
す
る
よ
う
な
ご
縁
を
賜
る

と
は
、
想
像
も
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
日
頃
、
調
査
で
岡
山
の
地
を
踏

む
度
に
、
こ
の
土
地
と
の
縁
を
感
じ
て
お
り
ま
す
。
本
日
は
、
県
民
の

皆
様
の
ご
関
心
も
高
い
、
裸
祭
り
に
関
連
す
る
お
話
を
さ
せ
て
戴
け
る

と
い
う
こ
と
で
す
の
で
、
こ
れ
ま
で
の
ご
恩
に
僅
か
で
も
報
い
る
こ
と

が
出
来
れ
ば
幸
い
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。

私
は
元
々
日
本
の
中
世
文
学
を
専
門
と
し
て
お
り
ま
す
。
阪
大
に
進

学
後
は
、
主
に
寺
院
が
所
蔵
す
る
古
写
本
の
調
査
を
す
る
よ
う
に
な
り
、

文
献
学
を
基
盤
に
し
た
仏
教
文
化
史
の
解
明
に
関
心
を
持

っ
て
研
究
を

行

っ
て
お
り
ま
す
。
近
年
は
備
讃
地
域
の
寺
院
を
調
査
す
る
機
会
が
多

く
、
岡
山
市
国
富
の
瓶
井
山
安
住
院
や
香
川
の
善
通
寺
な
ど
を
頻
繁
に

調
査
さ
せ
て
戴
い
て
お
り
ま
す
。
今
後
も
関
連
寺
院

へ
調
査
の
範
囲
を

広
げ
て
い
き
た
い
と
思

っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
お
近
く
で
見
か
け
ら
れ

た
折
り
に
は
不
審
が
ら
ず
に
思
い
出
し
て
戴
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

＊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

寺
院
に
は
何
百
年
も
の
間
受
け
継
が
れ
て
き
た
多
く
の
文
化
遺
産
が

残

っ
て
お
り
ま
す
。
多
く
の
場
合
、
そ
れ
ら
は
地
元
の
教
育
委
員
会
や

博
物
館
に
よ
っ
て
調
査
さ
れ
る
の
で
す
が
、
人
員
や
採
算
性
の
問
題
か



ら
断
片
的
調
査
し
か
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
中
で
も
、

文
献
の
調
査
と
い
う
の
は

一
ヵ
寺
で
、
建
築

・
仏
像

。
絵
画
な
ど
が
多

く
て
も
数
百
点
で
あ
る
の
に
対
し
、
数
千

・
数
万
点
に
及
ぶ
事
も
あ
り
、

し
か
も

一
つ
一
つ
の
文
献
の
判
読
に
も
非
常
に
時
間
が
か
か
り
ま
す
。

更
に
仏
像
や
絵
画
の
様
に

一
般
の
人
々
が
見
て
あ
ま
り
楽
し
い
も
の
で

も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
為
に
こ
れ
ま
で
主
だ

っ
た
も
の
以
外
に
は
十
分

な
調
査
を
さ
れ
る
こ
と
が
無
か

っ
た
訳
で
す
。
特
に
私
な
ど
が
好
ん
で

調
査
し
て
い
る
、
経
典
や
法
要
に
関
す
る
説
明
や
仕
方
な
ど
を
記
し
た

次
第
書

・
師
匠
か
ら
の
教
え
を
受
け
て
相
承
す
る
伝
授
関
係
書

。
お
坊

さ
ん
が
自
ら
の
勉
強
の
為
に
使

っ
た
手
控
え
の
書
や
様
々
な
雑
書
類
、

こ
う
い
っ
た
も
の
を
我
々
は
聖
教
と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
こ
の
聖
教
に

関
し
て
は
全
く
手
付
か
ず
と
言

っ
て
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ま

で
は
こ
の
聖
教
類
は
お
寺
内
部
の
秘
書
と
し
て
扱
わ
れ
る
事
が
多
く
、

寺
内
関
係
者
、
更
に
物
に
よ

っ
て
は
住
職
の
み
し
か
閲
覧
が
許
さ
れ
な

い
も
の
で
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
現
代
社
会
に
な

っ
て
お
坊
さ
ん

も
印
刷
出
版
物
で
勉
強
す
る
の
が

一
般
化
し
、
数
百
年
続
い
て
き
た
書

写
に
よ
る
書
物
の
継
承
が
途
絶
え
て
し
ま
い
、
現
在
で
は
多
く
の
場
合
、

お
寺
の
中
で
も
使
わ
れ
な
く
な

っ
て
い
ま
す
。
そ
の
為
に
多
く
の
聖
教

典
籍
が
蔵
の
奥
に
仕
舞
い
込
ん
で
あ
る
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
お
り
、

未
だ
に
存
在
す
ら
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
る
わ
け
で
す
。

私
が
西
大
寺
を
訪
れ
ま
し
た
の
も
、
そ
・２
一一口
っ
た
文
献
類
を
調
査
さ

せ
て
戴
く
た
め
で
あ
り
ま
し
た
。
幸
い
と
言
い
ま
す
か
、
残
念
な
が
ら

と
言
い
ま
す
か
、
西
大
寺
に
は
既
に
知
ら
れ
て
い
る
も
の
以
外
に
忠
阿

上
人
が
ご
活
躍
さ
れ
た
室
町
期
ま
で
遡
れ
る
文
献
は
今
の
と
こ
ろ
確
認

で
き
て
お
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
江
戸
中
期
以
降
の
資
料
は
確
認
で
き
、

今
後
そ
れ
ら
を
使

っ
て
江
戸
時
代
の
西
大
寺
と
会
陽
の
模
様
を
考
え
て

み
た
い
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。

さ
て
、
本
日
私
が
拝
命
致
し
ま
し
た
テ
ー
マ
は

「忠
阿
上
人
の
生

涯
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
は
非
常
に
難
題
で
あ
り

ま
す
。
な
ぜ
な
ら
西
大
寺
関
係
者
、
或
い
は
研
究
者
の
中
で
も
忠
阿
上

人
と
い
う
方
に
つ
い
て
語
れ
と
言
わ
れ
て
も
、
「紀
州
の
人
で
、
会
陽

を
始
め
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
人
」
と
言
う
以
外
に
は
何
も
解
ら
な
い

と
い
う
の
が
現
状
で
あ
り
ま
す
。
ま
し
て
や

一
般
の
人
々
に
於
い
て
は
、

岡
山
県
下
で
裸
祭
り
を
知
ら
な
い
人
は
ほ
と
ん
ど
居
な
い
と
思
わ
れ
ま

す
が
、
そ
の
中
の
何
パ
ー
セ
ン
ト
の
方
が
忠
阿
上
人
と
い
う
お
名
前
を

知

っ
て
い
ら

っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
か
。
決
し
て
多
く
は
な
い
で
し
ょ
う
。

こ
れ
は
や
む
を
得
な
い
事
で
あ
り
ま
し
て
、
実
は
忠
阿
上
人
に
関
す
る

資
料
と
い
う
の
が
、
極
め
て
乏
し
い
の
で
す
。

そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
唯

一
の
文
字
資
料
が

『永
正
本
西
大
寺
縁

起
』

こ

永
正
四
年

（
一
五
〇
七
）
に
書
か
れ
た
こ
の
縁
起
は
、
正
し
く
忠
阿
上

web公開に際し、
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人
が
活
躍
さ
れ
た
そ
の
時
代
に
書
か
れ
た
も
の
で
す
。
そ
し
て
こ
こ
に

は
、
忠
阿
上
人
が
、
紀
州
の
人
だ
と
い
う
こ
と
、
西
大
寺
の
再
興
を
志

し
て
い
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
会
陽
の
事
は
全
く
書
か
れ
て

お
り
ま
せ
ん
。

一
方
、
会
陽
の
事
を
最
も
早
く
記
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
か
ら
百
五

十
年
余
り
後
の
寛
文
元
年

（
三
ハ
六

こ

に
書
か
れ
た

『
西
大
寺
縁
起
』

で
、
そ
こ
で
は
会
陽
を
始
め
た
の
は
西
大
寺
開
山
上
人
の
安
隆
上
人
と

い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か
も
忠
阿
上
人
の
事
は
全
く
触
れ

ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

会
陽
の
開
始
と
忠
阿
上
人
の
二
つ
の
事
柄
を
併
記
す
る
の
は
、
更
に

百
五
十
年
程
経
た
、
享
和
年
間
成
立
の

『吉
備
温
故
秘
録
』
と
い
う
吉

備
地
方
の
伝
承
を
集
め
た
文
献
で
、
こ
こ
で
初
め
て
こ
の
二
つ
の
事
が

関
係
づ
け
ら
れ
る
の
で
す
。
即
ち

『
吉
備
温
故
秘
録
』
の
西
大
寺
に
関

す
る
記
述
部
分
に
は
次
の
よ
う
に
出
て
ま
い
り
ま
す
。

と
あ
り
、
こ
こ
で
初
め
て
、
忠
阿
上
人
が
会
陽
を
始
め
た
と
言
わ
れ
て

い
る
の
で
す
。
し
か
し
こ
れ
は
、
忠
阿
上
人
が
活
躍
し
た
時
代
か
ら
三

百
年
も
後
の
伝
承
で
あ
り
、
そ
の
間
に
ど
う
し
て
忠
阿
上
人
が
こ
の
よ

う
に
語
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
か
が
解
ら
な
い
の
で
す
。
そ
の
為
に

忠
阿
上
人
と
会
陽
の
関
係
は
あ
く
ま
で
、
「伝
承
で
は
」
と
し
て
語
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
訳
で
す
。

そ
こ
で
私
は
、
西
大
寺
の
中
興
上
人
と
言
わ
れ
、
会
陽
の
創
始
者
と

伝
え
ら
れ
る
忠
阿
上
人
と
は
ど
う
い
う
人
物
で
あ

っ
た
の
か
を
、
出
来

る
だ
け
忠
阿
上
人
が
活
躍
し
た
時
代
の
資
料
に
基
づ
き
、
ま
た
、
近
年

の
寺
院
史
研
究
の
成
果
を
加
味
し
て
、
明
ら
か
に
し
た
い
と
思

っ
た
わ

け
で
す
。

と
こ
ろ
が
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
西
大
寺
に
は
忠
阿
上
人
に

関
す
る
資
料
が
も
う
残

っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
忠
阿
上
人
に
関

す
る
も
う

一
つ
の
伝
承
で
あ
る
、
満
願
寺
の
五
輪
塔
に
興
味
を
も
ち
、

満
願
寺
を
訪
れ
た
わ
け
で
す
。

実
は
此
の
時
、
私
に
は
忠
阿
上
人
に
関
す
る

一
つ
の
予
測
が
ご
ざ
い

ま
し
た
。
結
論
を
先
取
り
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
忠
阿
上
人
と
は
、

″熊
野
か
ら
来
た
時
衆
僧
で
あ
る
″
と
い
う
予
測
で
す
。
熊
野
か
ら
来

た
と
い
う
点
に
つ
き
ま
し
て
は
、
忠
阿
上
人
が
紀
州
の
人
で
あ
る
こ
と

と
、
牛
玉
費
印
と
言
え
ば
熊
野
が
最
も
有
名
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ

ま
で
に
も
あ
る
程
度
予
測
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
時
衆
僧
で

あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
全
く
考
え
た
人
は
い
な
い
で
し
ょ
う
。

満
願
寺
に
つ
い
て
、
お
話
し
す
る
前
に
、
ど
う
し
て
私
が
そ
の
よ
う

な
予
測
に
至

っ
た
の
か
を
お
話
し
し
ま
す
と
、
西
大
寺
の
収
蔵
庫
を
調

査
し
て
お
り
ま
す
と
、
も
ち
ろ
ん
文
献
を
中
心
に
調
査
し
て
い
る
わ
け
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で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
他
に
も
色
々
な
も
の
が
出
て
参
り
ま
す
。
私

は
文
字
資
料
に
基
づ
い
た
研
究
を
行

っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
書
物
の
他

に
も
自
然
と
版
木
に
目
が
留
ま
り
ま
す
。
西
大
寺
の
収
蔵
庫
に
は
恐
ら

く
未
だ
誰
も
ま
と
も
に
見
て
い
な
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
版
木
が
ミ
カ

ン
箱
ぐ
ら
い
の
段
ボ
ー
ル
に
い
っ
ぱ
い
保
管
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
時
代

も
種
類
も
ま
ち
ま
ち
で
、
本
尊
や
牛
王
賓
印
に
関
す
る
版
木
も
あ
り
ま

す
が
、
そ
の
中
に

「奉
唱
念
佛

一
百
万
遍
合
息
」
等
と
念
仏
に
関
す
る

版
木
が
数
種
類
確
認
で
き
た
の
で
す
。
真
言
寺
院
で
あ
る
は
ず
の
西
大

寺
に
陀
羅
尼
を
彫

っ
た
版
木
が
あ
る
の
は
当
然
の
事
で
あ
り
ま
す
が
、

念
仏
に
関
す
る
版
木
が
複
数
個
あ
る
事
に
、
少
し
不
思
議
な
思
い
を
持

ち
ま
し
た
。
し
か
し
お
寺
の
蔵
か
ら
わ
か
ら
な
い
物
が
出
て
く
る
こ
と

は
良
く
あ
る
事
な
の
で
、
そ
の
時
は

「色
々
出
て
く
る
な
」
と
い
う
ぐ

ら
い
の
感
覚
で
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
暫
く
し
て
ま
た
西
大
寺
を
訪

れ
た
時
に
、
ふ
と
中
庭
の
石
塔
に
阿
弥
陀
が
彫
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気

づ
き
ま
し
た
。
し
か
も
そ
の
石
塔
は
長
禄
二
年

（
一
四
五
八
）
の
も
の

で
忠
阿
上
人
の
時
代
よ
り
更
に
数
十
年
前
の
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ

こ
で
西
大
寺
に
は
ど
う
も
室
町
時
代
か
ら
阿
弥
陀
信
仰
が
根
付
い
て
い

た
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
、
そ
の
時
は
た
と
思
い
至

っ
た
の
で
す
。

忠
阿
と
は
阿
弥
号
で
は
な
い
か
と
。

こ
の
阿
弥
号
と
は
何
か
と
申
し
ま
す
と
、
仏
教
に
は
多
く
の
経
典
が

存
在
し
ま
す
が
、
そ
の
中
の
ど
の
経
典
を
重
視
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
、

宗
派
が
別
れ
て
お
り
ま
す
。
例
え
ば
真
言
宗
で
あ
れ
ば
大
日
経
、
天
台

宗
は
法
華
経
、
華
厳
宗
は
華
厳
経
と
い
っ
た
具
合
に
な
り
ま
す
が
、
そ

の
中
で
、
浄
土
経
典
を
重
視
す
る
の
が
浄
土
宗
、
浄
土
真
宗
、
時
宗
、

融
通
念
仏
宗
な
ど
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
浄
土
教
諸
宗
派
が
主
尊
と
し
て

信
仰
す
る
の
が
阿
弥
陀
如
来
で
あ
り
ま
す
が
、
古
来
こ
れ
ら
の
宗
派
の

お
坊
さ
ん
達
は
好
ん
で
、
自
ら
の
法
号
に
阿
弥
陀
の

「
阿
」
の
字
を

つ

け
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
法
号
を
阿
弥
号
と
言
う
わ
け
で
す
が
、

忠
阿
の

「
阿
」
も
、
も
し
か
す
る
と
こ
の
阿
弥
号
か
も
し
れ
な
い
と
思

い
至

っ
た
の
で
す
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
忠
阿
上
人
は
浄
土
教
系
の
宗

派
の
お
坊
さ
ん
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
発
想

が
、
そ
の
後
の
道
筋
に
光
を
灯
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

私
は
先
ほ
ど
忠
阿
上
人
を
更
に
限
定
し
て
熊
野
か
ら
来
た
時
衆
僧
で

あ
る
と
申
し
ま
し
た
が
、
次
に
そ
の
説
明
を
致
し
ま
す
と
、
実
は
先
ほ

ど
み
た
忠
阿
上
人
に
関
す
る
唯

一
の
文
字
資
料
で
あ
る

『永
正
本
西
大

寺
縁
起
』
に
は
、
忠
阿
上
人
が
紀
州
の
人
で
あ
る
と
い
う
他
に
も
う

一

つ
重
要
な
情
報
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
即
ち
、
忠
阿
上
人
は

「十

穀
聖
」
で
あ
る
と
い
う
記
述
で
す
。

十
穀
聖
と
は
、
十
の
穀
物
を
絶

つ
と
い
う
穀
断
の
行
を
行

っ
て
い
る

聖
を
意
味
し
ま
す
が
、
そ
う
い
っ
た
お
坊
さ
ん
達
が
主
な
拠
点
と
し
て

い
た
の
が
、
紀
州
の
熊
野
や
高
野
山
で
し
た
。
そ
し
て
彼
ら
は
そ
こ
か

ら
様
々
な
地
域
に
出
向
い
て
行

っ
て
、
多
く
の
お
寺
の
造
営
修
理
を
助

け
る
勧
進
活
動
を
行

っ
て
い
た
事
も
解

っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
更
に
彼

ら
の
多
く
が
、
念
仏
を
書
い
た
御
札
を
配
り
歩
く
時
衆
僧
で
あ

っ
た
と

言
わ
れ
て
お
り
、
阿
弥
号
を
名
乗

っ
て
い
る
も
の
も
多
く
存
在
し
て
い

た
の
で
す
。
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紀
州

の
人

で
、
西
大
寺

の
復
興
を
志
し
、
阿
弥
号
を
持

つ
忠
阿
上
人

と
は
正
し
く
こ
の
十
穀
聖

の
性
格

に
当

て
は
ま
る
人
物
と
言
え
る
の
で

あ
り
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
見
通
し
を
持
ち

つ
つ
満
願
寺
を
訪
れ
た
わ
け
で

ご
ざ
い
ま
す
が
、
果
た
し
て
忠
阿
上
人
の
墓
と
言
わ
れ
る
五
輪
塔
を
い

く
ら
眺
め
て
み
て
も
、
疑
問
し
か
思
い
浮
か
び
ま
せ
ん
。
即
ち
、
ど
う

し
て
こ
の
塔
が
忠
阿
上
人
の
五
輪
塔
と
言
わ
れ
て
い
る
の
か
？
仮
に
そ

れ
が
事
実
で
あ

っ
た
と
し
て
、
何
故
、
満
願
寺
に
あ
る
の
か
？
満
願
寺

と
西
大
寺
は
何
か
関
係
が
あ
る
の
か
？
と
い
う
具
合
で
す
。

そ
こ
で
、
今
度
は
慈
眼
院
さ
ん
を
訪
れ
、
長
井
ご
住
職
に
お
寺
に
残

る
文
化
資
料
の
閲
覧
を
お
願
い
に
伺

っ
た
わ
け
で
す
。

夕
方
突
然
の
訪
問
と
い
う
非
礼
に
も
拘
わ
ら
ず
、
大
変
丁
寧
に
色
々

な
所
蔵
品
を
み
せ
て
戴
き
ま
し
た
こ
と
を
改
め
て
感
謝
致
し
ま
す
。
本

日
は
ま
た
、
ご
無
理
を
言

っ
て
、
そ
の
中
か
ら
今
日
の
お
話
し
に
関
係

す
る
も
の
を
出
し
て
戴
い
て
お
り
ま
す
。

先
ず
満
願
寺
に
は
大
変
立
派
な

『
阿
弥
陀
三
尊
来
迎
図
』
が
あ
り
ま

す
。
し
か
も
こ
れ
は
忠
阿
上
人
の
時
代
と
同
じ
室
町
期
の
作
と
思
わ
れ

ま
す
。
更
に
、
西
大
寺
に
も
あ
り
ま
し
た
百
万
遍
念
仏
に
関
す
る
版
木

が
残

っ
て
お
り
ま
す
。
阿
弥
陀
信
仰
の
形
跡
が
み
ら
れ
る
わ
け
で
、
私

と
し
て
は
、
少
な
か
ら
ず
期
待
が
膨
ら
む
思
い
が
し
た
の
を
覚
え
て
お

り
ま
す
。

そ
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「諸
病
黄
瓜
加
持
」
の
版
木
で
あ
り
ま

す
。
そ
こ
に
は

と
彫
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
西
大
寺
と
の
関

係
を
示
す
資
料
で
あ
り
ま
す
。
但
し
、
こ
の
版
木
は
恐
ら
く
江
戸
時
代

の
後
期
に
下
る
も
の
と
思
わ
れ
、
忠
阿
上
人
が
活
躍
さ
れ
た
室
町
後
半

の
状
況
を
理
解
す
る
資
料
と
は
な
り
得
ま
せ
ん
。

忠
阿
上
人
の
時
代
に
近
づ
く
資
料
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
寧
ろ

「千
手
観
音
立
像
」
の
版
木
で
あ
り
ま
す
。
ご
覧
の
通
り
大
変
立
派
な

版
木
で
あ
り
、
江
戸
初
期
の
も
の
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
普
通
に
考
え

ま
す
と
、
こ
の
よ
う
な
立
派
な
版
木
は
当
然
、
満
願
寺
の
御
本
尊
を

模

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
が
、
し
か
し
、
満
願
寺
の
御
本
尊

は
千
手
観
音
像
で
は
あ
り
ま
す
が
、
坐
像
な
の
で
す
。
従

っ
て
こ
の
版

木
の
モ
デ
ル
は
満
願
寺
の
御
本
尊
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
は
何
処
の
仏

様
を
模

っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

実
は
こ
の
版
木
と
非
常
に
良
く
似
た
版
木
が
西
大
寺
に
御
座
い
ま
す
。

阿弥陀三尊来迎図
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こ
ち
ら
は
安
政
三
年
と
江
戸
末
期
の
版
木
で
す
が
、
西
大
寺
の
御
本
尊

を
模

っ
た
も
の
で
す
。
満
願
寺
の
も
の
と
比
べ
ま
す
と
、
後
背
の
形
、

模
様
、
台
座
の
形
、
大
き
さ
、
更
に
台
座
に
か
か
る
羽
衣
の
曲
線
に
至

る
ま
で
、
瓜
二
つ
と
言

っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

つ
ま
り
満
願
寺
の
版

木
に
彫
ら
れ
て
い
る
像
は
西
大
寺
の
御
本
尊
で
あ
る
と
判
明
す
る
の
で

す
。
こ
の
こ
と
は
即
ち
、
江
戸
初
期
に
は
満
願
寺
で
西
大
寺
の
本
尊
が

刷
ら
れ
て
配
ら
れ
て
い
た
事
を
示
し
て
い
ま
す
。

さ
て
、
こ
こ
ま
で
く
る
と
、
注
目
す
べ
き
記
事
が
出
て
参
り
ま
す
。

そ
れ
は

『寛
文
本
西
大
寺
縁
起
』
に
あ
る
、
次
の
よ
う
な
記
事
で
す
。

天
文
三
年

（
一
五

一一五
）
に
快
乗
と
い
う
十
穀
の
上
人
が
室
山
、
即
ち

こ
こ
満
願
寺
に
居
住
し
て
、
西
大
寺
の
勧
進
活
動
を
行

っ
て
い
た
と
い

う
の
で
す
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
先
ず
時
代
が
天
文
三
年
と
い
う
こ
と

で
、
忠
阿
上
人
が
活
躍
し
た
時
代
か
ら
二
十
年
と
経
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
快
乗
と
は
忠
阿
上
人
と
同
じ
十
穀
聖
で
あ
り
ま

す
。
即
ち
、
熊
野
か
ら
来
た
十
穀
聖
が
こ
の
頃
満
願
寺
に
居
住
し
て
、

西
大
寺
の
勧
進
活
動
を
行

っ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
意

味
は
決
し
て
小
さ
く
あ
り
ま
せ
ん
。

と
言
い
ま
す
の
も
、
十
穀
聖
と
は
所
謂
熊
野
の
勧
進
聖
達
を
指
し
て

い
る
こ
と
は
先
ほ
ど
も
述
べ
ま
し
た
が
、
彼
ら
の
活
動
の
特
徴
と
し
て
、

あ
る
寺
院
の
勧
進
活
動
を
行
う
場
合
、
元
々
彼
ら
は
そ
の
寺
院
の
内
部

の
お
坊
さ
ん
で
は
な
い
の
で
、
自
分
た
ち
の
活
動
拠
点
を
、
勧
進
す
べ
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き
寺
院
の
近
く
に
築
く
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
拠
点
を
本
願
所
と

言
い
、
そ
の
任
を
本
願
職
と
呼
ぶ
の
で
す
が
、
彼
ら
は
そ
こ
で
寝
食
を

し
て
、
在
地
の
人
々
に
喜
捨
を
求
め
、
布
教
活
動
を
行

っ
た
の
で
す
。

彼
ら
の
行
う
布
教
活
動
は
民
衆
を
対
象
と
し
、
熊
野
の
聖
と
し
て
牛
王

費
印
を
配
り
、
ま
た
、
時
衆
僧
と
し
て
念
仏
札
を
配
る
と
い
っ
た
も
の

で
あ
り
ま
し
た
。

さ
て
、
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
西
大
寺
と
満
願
寺
の
関
係
を
考
え
ま

す
と
、
文
禄
四
年

（
一
五
九
五
）
の

『
西
大
寺
文
書
』
の
中
に

「
田
畠

之
上
中
下
を
引
合
、
西
大
寺
本
願

へ
可
相
渡
、
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
明
ら
か
に

「西
大
寺
本
願
」
と
呼
ば
れ
る
場
所
、
或
い
は
人
が
い
た

こ
と
を
示
し
て
お
り
ま
す
。

つ
ま
り
こ
の
こ
と
か
ら
江
戸
時
代
よ
り
以

前
に
、
既
に
西
大
寺
に
本
願
所
が
あ

っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
す
。

一
方
、
満
願
寺
に
現
存
す
る
数
点
の
絵
画
類
に

「本
願
慈
限
院
宥

博
」
と
い
う
記
録
が
確
認
出
来
ま
す
。
本
日
は
そ
の
中
の
室
町
期
製
作

と
考
え
ら
れ
る

『
愛
染
明
王
図
』
を
出
し
て
戴
い
て
お
り
ま
す
。
ご
覧

の
よ
う
に
こ
の
裏
面
に
は
修
復
時
の
押
紙
が
あ
り

と
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
現

在
兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
重
要
文
化
財
の

『
仏
湿

槃
図
』
は
元
々
此
処
慈
眼
院
の
什
物
で
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
湿
槃
図

に
も
同
じ
く
享
保
四
年

（
一
七

一
九
）
七
月
に
本
願
慈
眼
院
宥
博
に
よ

る
修
復
を
示
す
紙
片
が
付
属
し
て
お
り
ま
す
。
宥
博
は
此
の
時
満
願
寺

本
坊
で
あ

っ
た
慈
眼
院
の
住
職
で
あ
り
ま
し
た
。
精
力
的
に
慈
眼
院
の

什
物
の
修
理
を
行

っ
て
い
た
事
が
見
え
て
き
ま
す
。
そ
し
て
自
身
を
本

願
と
名
乗

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
慈
眼
院
住
職
が
本
願
職
の
任
に
当

た

っ
て
い
た
こ
と
が
解
り
ま
す
。
更
に
、
現
在
は
既
に
失
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
元
和
二
年

（
三
全

六
）
に
作
ら
れ
た
満
願
寺
旧
梵
鐘
に
刻
ま

れ
た
銘
文
に
も

「本
願

一
乗
院
清
陽
」
の
勧
進
に
よ

っ
て
作
ら
れ
た
旨

が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
院
家
こ
そ

一
乗
院
に
な

っ
て
い
ま
す
が
、
江
戸

時
代
の
初
期
に
は
既
に
満
願
寺
内
に
本
願
職
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と

が
判
明
致
し
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
西
大
寺
側
の
資
料
と
満
願
寺
側
の
資
料
を
付
き
合
わ
せ

て
考
え
て
み
ま
す
と
、
西
大
寺
と
満
願
寺
の
関
係
は
忠
阿
上
人
の
時
代

ま
で
遡

っ
て
考
え
て
も
大
過
無
い
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
遅
く
と
も
室

町
末
期
に
は
正
式
に
満
願
寺
が
西
大
寺
の
本
願
所
と
な

っ
て
い
た
こ
と

は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
後
本
願
所
と
し
て
の
機
能
が
い
つ
ま
で

続
い
た
か
は
判
然
と
し
ま
せ
ん
が
、
先
ほ
ど
述
べ
ま
し
た

「諸
病
黄
瓜

加
持
」
の
版
木
に

「
西
大
寺
奥
之
院
」
と
刻
ま
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
江

愛染明王図
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戸
時
代
の
後
期
か
ら
末
期
に
か
け
て
は
西
大
寺
の
奥
の
院
と
し
て
そ
の

関
係
は
継
続
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

＊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

以
上
の
明
ら
か
と
な

っ
て
参
り
ま
し
た
事
を
踏
ま
え
て
、
忠
阿
上
人

が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
忠
阿
上
人

が
登
場
す
る
以
前
の
西
大
寺
は
、
実
は
禅
宗
の
僧
た
ち
が
中
心
に
な
っ

て
運
営
を
し
て
お
り
ま
し
た
。
『
西
大
寺
文
書
』
を
み
て
み
ま
す
と

『永
正
本
西
大
寺
縁
起
』
よ
り
以
前
の
西
大
寺
は
禅
宗
の
お
坊
さ
ん
で

あ
る
清
平
寺
住
職
が
西
大
寺
を
取
り
仕
切

っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。
ま
た
西
大
寺
の
勧
進
活
動
も
禅
僧
に
よ

っ
て
書
か
れ
た
漢
文
の

『
勧
進
帳
』
に
よ

っ
て
行
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
格
調
高
い
漢
文
で
書

か
れ
た
文
章
は
寺
院
の
歴
史
を
顕
彰
し
て
寺
格
を
高
ら
か
に
唱
え
る
の

に
は
適
し
て
い
ま
す
が
、　
一
方
で
庶
民
に
は
読
む
こ
と
も
理
解
す
る
こ

と
も
難
し
い
も
の
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
忠
阿

上
人
の
登
場
と
と
も
に
作
ら
れ
た

『
永
正
本
西
大
寺
縁
起
』
は
平
仮
名

と
絵
を
用
い
て
書
か
れ
て
お
り
、
見
る
者
が
楽
し
み
な
が
ら
内
容
を
理

解
で
き
る
よ
う
に
な

っ
て
お
り
ま
す
。

私
は
こ
の
漢
文
の

『勧
進
帳
』
か
ら
平
仮
名
と
絵
の

『縁
起
』

へ
の

変
化
に
こ
そ
、
西
大
寺
の

一
大
転
換
が
あ

っ
た
も
の
と
思

っ
て
お
り
ま

す
。
即
ち
、
西
大
寺
の
勧
進
活
動
が
禅
僧
に
よ
る

一
部
権
力
者
の
庇
護

を
目
的
と
し
た
活
動
か
ら
、
熊
野
系
の
時
衆
僧
に
よ
る
広
く

一
般
庶
民

を
対
象
に
し
た
活
動

へ
と
変
化
し
た
も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
前
者

に
よ
る
権
力
者
の
財
力
に
頼

っ
た
再
興
事
業
は
自
ず
と
民
衆
に
は
過
度

の
賦
役
を
課
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
後
者
は
町
で

民
衆
に
交
わ
り
、
西
大
寺
観
音
の
御
利
益
を
絵
を
以
て
解
り
易
く
説
き
、

民
衆

一
人

一
人
に
利
益
を
保
証
す
る
牛
王
賓
印
や
念
仏
札
を
配

っ
て

回

っ
た
の
で
す
。
そ
れ
故
、
群
衆
が
そ
の
札
を
奪
い
合
う
と
い
う
事
が

起
こ
っ
て
き
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

し
か
し
こ
れ
は
誰
が
行

っ
て
も
起
こ
り
う
る
現
象
で
は
な
い
で
し
ょ

う
。
先
ほ
ど
も
述
べ
ま
し
た
が
、
西
大
寺
に
は
忠
阿
上
人
以
前
か
ら
阿

弥
陀
信
仰
が
あ

っ
た
痕
跡
が
あ
り
ま
す
。
恐
ら
く
忠
阿
上
人
よ
り
以
前

か
ら
熊
野
系
の
時
衆
僧
が
往
来
し
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
忠

阿
上
人
ほ
ど
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
残
す
事
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
抑
も

彼
ら
は
西
大
寺
内
部
の
僧
か
ら
す
る
と
余
所
者
で
あ
り
ま
す
。
従

っ
て

忠
阿
上
人
が
後
に
西
大
寺
中
興
上
人
と
ま
で
呼
称
さ
れ
る
の
は
異
例
の

事
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
因
み
に
当
時
、
弘
治
三
年

（
一
五
五
七
）
ま

で
は
、
主
要
な
西
大
寺
の
文
書
は
全
て
清
平
寺
を
通
し
て
遣
り
取
り
さ

れ
て
い
る
事
が
現
存
す
る

『
西
大
寺
文
書
』
か
ら
解
り
ま
す
。
従

っ
て

忠
阿
上
人
の
後
も
暫
く
は
禅
僧
中
心
の
寺
院
運
営
で
あ

っ
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
西
大
寺
に
残
る
歴
代
住
職
の
墓
地
に
忠
阿
上
人
の
墓
が
見
ら

れ
な
い
の
も
そ
う
い
っ
た
理
由
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

つ
ま
り
本
来
で
あ
れ
ば
、
忠
阿
上
人
も
西
大
寺
の
歴
史
に
名
を
残
す

お
坊
さ
ん
で
は
無
か

っ
た
と
言
え
ま
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
忠
阿
上
人

が
中
興
と
成
り
得
た
理
由
は
、
西
大
寺
に
来
た
時
期
に
あ
り
ま
す
。
明

応
四
年

（
一
四
九
五
）
に
西
大
寺
は
火
災
に
よ
り
ほ
ぼ
全
焼
し
ま
す
。

忠
阿
上
人
の
登
場
は
そ
の
全
焼
し
た
西
大
寺
の
復
興
期
で
、
こ
れ
ま
で



以
上
に
大
規
模
な
勧
進
活
動
が
必
要
で
あ
っ
た
時
期
だ
っ
た
の
で
す
。

そ
の
為
西
大
寺
内
部
の
僧
に
遠
慮
す
る
こ
と
な
く
、
遺
憾
な
く
忠
阿
上

人
は
勧
進
活
動
能
力
を
発
揮
出
来
た
の
で
し
ょ
う
。
恐
ら
く
人
物
的
に

も
人
々
を
惹
き
つ
け
る
カ
リ
ス
マ
性
を
備
え
た
お
坊
さ
ん
で
あ
っ
た
の

で
し
ょ
う
。
そ
れ
故
民
衆
が
群
が
り
、
長
く
記
憶
に
残

っ
た
も
の
と
思

わ
れ
ま
す
。
先
ほ
ど
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
『西
大
寺
文
書
』
に
清
平

寺
が
見
ら
れ
る
の
は
弘
治
三
年

（
一
五
五
七
）
ま
で
で
す
。
そ
し
て

「西
大
寺
本
願
」
と
見
ら
れ
る
の
が
文
禄
四
年

（
一
五
九
五
）
で
す
。
こ

れ
は
清
平
寺
の
退
転
と
反
比
例
し
て
西
大
寺
本
願
職
の
責
務
が
重
く

な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
恐
ら
く
こ
の
間
に
忠
阿
上
人
を
中

興
と
す
る
姿
勢
が
西
大
寺
に
根
付
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

最
後
に
忠
阿
上
人
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
き
ま
す
と
、
忠
阿
上
人
と

は

「時
衆
系
熊
野
の
廻
国
聖
」
で
あ
り
ま
す
。
明
応
四
年
に
西
大
寺
が

焼
失
し
た
後
に
、
熊
野
よ
り
西
大
寺
の
復
興
を
願

っ
て
当
地
に
下
向
さ

れ
て
来
ま
し
た
。
室
山
満
願
寺
に
居
住
し
て
此
処
を
西
大
寺
勧
進
活
動

の
拠
点
と
す
る
本
願
所
と
し
、　
一
般
庶
民
の
中
に
混
じ
り
、
西
大
寺
観

音
の
御
利
益
を
説
き
、
牛
王
費
印
と
念
仏
札
を
配
り
歩
い
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
こ
の
活
動
が
見
事
に
民
衆
の
心
を
提
え
、
西
大
寺
は
復
興
を

成
し
遂
げ
ま
し
た
。
そ
れ
故
後
に
、
忠
阿
上
人
が
中
興
上
人
と
言
わ
れ

る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
し
ょ
う
。

民
衆
を
主
た
る
対
象
と
し
た
忠
阿
上
人
の
辻
説
法
、
そ
し
て
そ
こ
で

配
ら
れ
る
牛
王
費
印
や
念
仏
札
を
多
く
の
民
衆
が
欲
し
た
事
も
想
像
に

難
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
日
頃
の
地
道
な
勧
進
布
教
活
動
が

あ
っ
て
こ
そ
、
正
月
修
正
会
の
後
に
配
ら
れ
る
費
印
に
特
別
な
意
味
を

持

っ
た
群
衆
が
、
そ
れ
を
奪
い
合
う
と
い
う
こ
と
が
発
生
し
た
の
で

し
ょ
う
。
忠
阿
上
人
の
時
代
に
ど
こ
ま
で
現
在
の
会
陽
と
の
共
通
性
を

認
め
ら
れ
る
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
甚
だ
心
許
な
い
限
り
で
す
が
、
会
陽

発
生
の
契
機
は
紛
れ
も
な
く
忠
阿
上
人
の
布
教
活
動
に
起
因
し
て
い
ま

す
。
従

っ
て
、
会
陽
の
起
こ
り
を
忠
阿
上
人
に
託
す
る
こ
と
は
必
然
の

結
果
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

『永正本西大寺縁起写』忠阿上人

web公開に際し、画
像は省略しました



そ
し
て
、
本
日
の
主
役
で
あ
る
満
願
寺
の
五
輪
塔
で
あ
り
ま
す
が
、

繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
こ
こ
満
願
寺
は
西
大
寺
の
本
願
所
で
あ
り

ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
基
礎
を
築
い
た
の
が
忠
阿
上
人
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
、
な
ぜ
こ
こ
に
忠
阿
上
人
の
墓
が
あ
る
の
か
が
分
か
ら
な
い

為
、
懐
疑
的
な
見
方
が
多
か
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
、

こ
の
五
輪
塔
は
忠
阿
上
人
の
お
墓
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
く
、
在
る
べ

き
場
所
に
在
る
お
墓
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

＊

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

＊

尚
、
本
日
私
が
用
意
し
て
参
り
ま
し
た
お
話
し
は
こ
こ
ま
で
で
あ
り

ま
す
が
、
今
日
こ
こ
に
来
て
、
西
大
寺
の
ご
住
職
よ
り
貴
重
な
発
見
が

あ
っ
た
こ
と
を
告
げ
ら
れ
ま
し
た
。
本
日
の
法
要
に
あ
た
っ
て
西
大
寺

に
あ
る
忠
阿
上
人
の
お
位
牌
を
お
持
ち
し
た
と
こ
ろ
、
そ
２
裏
に
忠
阿

上
人
の
寂
年
が
記
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
お
り
ま
す

お
位
牌
自
体
は
忠
阿
上
人
の
亡
く
な
ら
れ
た
時
代
ま
で
遡
れ
る
も
の

で
は
無
く
、
後
代
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
お
位
牌
と
い
う

性
質
上
、
軽
々
に
こ
の
記
述
を
疑
う
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
寧
ろ

元
々
あ

っ
た
位
牌
を
作
り
直
し
た
か
、
確
か
な
根
拠
に
基
づ
い
て
作
ら

れ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
の
上
で
こ
の
お
位
牌
の
記
述
を
見
て
み
ま
す
と
、
先
ず

「修
正
会

開
創
之
師
」
と
あ
り
ま
す
。
西
大
寺
で
い
つ
頃
か
ら
修
正
会
が
執
り
行

わ
れ
て
い
た
か
は
、
確
か
な
資
料
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
近
隣
の
金
山
寺

や
弘
法
寺
で
十
四
世
紀
前
半
に
既
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

西
大
寺
で
も
忠
阿
上
人
の
登
場
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
る
の

が
自
然
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
先
ほ
ど
私
が
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
忠

阿
上
人
は
元
々
は
西
大
寺
内
部
の
お
坊
さ
ん
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
従

っ

て
修
正
会
の
よ
う
な
重
要
な
法
要
を
西
大
寺
で
開
創
す
る
の
は
考
え
難

い
と
思
わ
れ
ま
す
。
で
す
の
で
こ
の
記
述
に
は
柳
か
疑
念
が
沸
き
ま
す
。

続
く

「伯
畜
國
十
石
茶
屋
之
産
」
と
い
う
記
述
か
ら
は
伯
音
国
十
石

茶
屋
の
生
ま
れ
で
あ
る
こ
と
が
解
り
ま
す
が
、
『
永
正
本
西
大
寺
縁
起
』

で
は

「
紀
州
人
な
り
」
と
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
ま
た

「十
石
茶
屋
」

と
は
現
岡
山
県
真
庭
市
の
三
坂
山
付
近
の
峠
と
考
え
ら
れ
、
岡
山
か
ら

大
山
に
通
ず
る
道
程
で
最
も
険
し
い
山
道
と
言
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

忠阿上人五輪塔
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但
し
、
此
処
が
十
石
茶
屋
と
呼
ば
れ
る
の
は
寛
政
年
間

（
一
七
八
九
―

一
八
〇

こ

以
降
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
記
述
に
も
難
が
あ
る
と
言
わ

ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
し
か
し
何
の
言
わ
れ
も
無
く
記
さ
れ
る
事
も
考
え

難
く
、
或
い
は
伯
書
の
国
で
生
ま
れ
た
後
、
紀
州
に
修
学
し
て
い
た
と

も
考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

次
に

「大
永
三
年
庚
午
年
二
月
廿
四
日
終
焉
」
と
い
う
記
述
で
す
が
、

大
永
三
年

（
一
五
二
一こ

に
お
亡
く
な
り
に
な

っ
た
と
い
う
の
は
、
水ヽ

正
四
年

（
一
五
〇
七
）
に
作
ら
れ
た

『
縁
起
』
に

「今
こ
ゝ
に
忠
阿
と

い
ふ
十
穀
の
ひ
し
り
い
ま
せ
り
」
と
い
う
記
述
か
ら
し
て
も
相
応
し
い

年
次
と
言
え
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
大
永
三
年
の
干
支
は

「
癸
未
」
で

あ
り
、
「庚
午
」
と
す
る
の
は
明
ら
か
な
誤
り
で
あ
り
ま
す
。
し
か
も

こ
の
誤
り
が
ど
う
し
て
起
こ
っ
た
の
か
は
想
像
が
付
き
ま
す
。
忠
阿
上

人
に
関
す
る
唯

一
の
確
か
な
文
字
資
料
で
あ
る

『永
正
本
西
大
寺
縁

起
』
が
作
ら
れ
た
永
正
四
年
の
干
支
が

「庚
午
」
な
の
で
あ
り
ま
す
。

以
上
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
ま
す
と
、
こ
の
位
牌
は
西
大
寺
で
忠
阿

上
人
が
中
興
と
言
わ
れ
、
会
陽
の
創
始
者
と
し
て
語
り
継
が
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
後
、
恐
ら
く
十
石
茶
屋
が
出
来
た
寛
政
年
間
以
降
に
、
忠
阿

上
人
の
位
牌
が
西
大
寺
内
に
無
い
の
を
惜
し
ん
で
新
た
に
そ
の
当
時
の

資
料
や
伝
承
を
取
り
合
わ
せ
て
作

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
千
支

の
誤
り
は
そ
う
い
っ
た
事
情
か
ら
起
こ
っ
た
も
の
で
し
ょ
う
。
従

っ
て

虚
実
入
り
交
じ

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
現
在
で
は
失
わ
れ
た
、

伯
音
国
に
生
ま
た
事
や
大
永
三
年
に
亡
く
な

っ
た
事
を
示
す
資
料
も

あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
、
誤
り
を
含
む
か
ら
と
い
っ
て
全
て
を
否
定
す
べ

き
で
は
無
い
と
考
え
ま
す
。

従

っ
て
是
非
と
も
来
る
べ
き
五
〇
〇
回
忌
法
要
の
準
備
を
さ
れ
る
事

を
切
に
願

っ
て
私
の
話
を
終
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
静
聴
戴
き
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。
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